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え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
が
海
外
に
行
っ
て
、
英
語
を
道
具

と
し
て
使
っ
て
話
す
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
国

語
教
育
の
重
要
性
を
私
は
改
め
て
感
じ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
世
代
は
、
戦
後
、
ア
メ
リ
カ
文
化
が
強
烈
に
入
っ
て

き
た
と
き
に
生
ま
れ
育
っ
て
る
ん
で
す
、
団
塊
の
世
代
で
す
の
で
。

そ
れ
で
育
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
が
海
外
へ
出
て
、
何
を
恥
じ
た
か

と
い
う
と
、
日
本
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
戦
後
、
私

た
ち
の
親
の
世
代
は
、
日
本
の
文
化
、
伝
統
や
し
き
た
り
と
い
う

も
の
を
、
敗
戦
と
と
も
に
一
度
全
部
捨
て
た
、
捨
て
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
て
き
た
私
た
ち

で
す
か
ら
、
外
国
に
出
て
行
っ
た
と
き
に
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
自

分
に
自
信
が
持
て
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
自
信
が
持
て
な
い
ん
だ
ろ

う
と
思
っ
た
と
き
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
欧
米
に
限
ら
ず
、
ア
フ

リ
カ
で
も
、
ま
た
、
発
展
途
上
と
言
わ
れ
る
国
々
で
も
、
自
国
の

言
語
は
も
ち
ろ
ん
、
文
化
、
伝
統
、
そ
う
い
う
も
の
を
し
っ
か
り

持
っ
た
人
は
堂
々
と
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
あ
あ
、
私

た
ち
は
日
本
語
を
は
じ
め
、
日
本
の
文
化
や
伝
統
を
軽
視
す
る
中

で
生
ま
れ
育
っ
て
き
た
か
ら
、
だ
か
ら
自
信
が
持
て
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
着
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、

「
だ
め
だ
、
こ
れ
は
。」
と
思
っ
て
、
日
本
を
勉
強
し
直
そ
う
と
思

い
ま
し
て
。

宮
地：

今
、
見
城
さ
ん
が
お
話
し
に
な
っ
た
こ
と
と
ち
ょ
う
ど
裏

表
に
な
る
ん
で
す
が
ね
。
昭
和
四
十
年
代
、
日
本
語
を
教
え
る
と

い
う
こ
と
で
、
初
め
て
外
国
人
を
受
け
入
れ
た
の
が
タ
イ
の
お
嬢

さ
ん
三
人
だ
っ
た
ん
で
す
。
国
と
か
、
民
族
と
か
の
歴
史
の
中
で
、

タ
イ
と
い
う
の
は
独
特
で
、
十
八
世
紀
以
降
も
、
独
立
を
保
っ
て

今
ま
で
来
た
、
そ
の
自
負
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
何
と
な
く
態

度
で
分
か
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
す
ご
い
な
と
思
っ
た
。

彼
ら
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ

な
い
け
ど
、
自
分
の
国
や
自
分
の
民
族
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
我
々
日
本
人
よ
り
も
し
っ
か
り
し
た
も
の
を
持

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。
ま
あ
、
そ
の

後
、
何
十
年
か
つ
き
合
っ
て
る
う
ち
に
、
自
然
に
お
互
い
の
理
解

が
深
ま
っ
て
き
た
よ
う
に
思
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
。

自
分
の
国
の
こ
と
と
か
、
自
分
の
言
葉
に
つ
い
て
の
知
識
を
、

で
き
る
限
り
身
に
つ
け
て
な
い
と
、
外
国
人
を
相
手
に
し
た
と
き
、

い
ろ
い
ろ
恥
を
か
き
ま
す
よ
ね
。

見
城
さ
ん
が
日
本
建
築
を
勉
強
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
お
話

と
関
係
が
あ
り
ま
す
か
？

見
城：

で
す
か
ら
、
何
と
か
日
本
を
学
び
直
そ
う
と
思
っ
て
、
心

理
学
で
日
本
人
の
心
理
と
い
う
も
の
を
勉
強
し
よ
う
か
と
か
、
国

文
学
で
「
源
氏
物
語
」
を
通
し
て
日
本
人
の
美
意
識
を
学
ぼ
う
か

と
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
る
う
ち
に
、
私
、
人
は
ど
こ
で
生
ま
れ
、

ど
こ
で
育
っ
て
く
る
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。
住
ま
い
の
空

人
に
と
っ
て
言
葉
と
は
何
か

宮
地：

僕
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
振
り
返
る
と
、
言
葉
と
い
う
も

の
は
、
人
生
そ
の
も
の
だ
な
と
思
う
ん
で
す
。
言
葉
は
人
間
の
命

と
い
う
も
の
だ
と
い
う
気
が
す
る
。
僕
が
言
葉
を
仕
事
の
対
象
に

し
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
ね
。
子
ど
も
の
時
か
ら
、
い

ろ
ん
な
言
葉
の
教
育
を
受
け
て
き
て
、
あ
る
時
期
か
ら
自
分
で
自

分
の
言
葉
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
い
つ
か
な

と
思
う
と
、
十
代
の
後
半
以
降
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
、
僕
は

あ
ん
ま
り
言
葉
を
対
象
化
し
て
考
え
て
は
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
気

が
す
る
。
そ
れ
で
、
今
、
子
ど
も
に
偉
そ
う
な
こ
と
は
言
え
な
い

な
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
け
れ
ど
も
、
自
分
で
は
子

ど
も
の
こ
ろ
意
識
化
で
き
な
か
っ
た
言
葉
を
、
今
の
子
ど
も
に
は

何
と
か
少
し
で
も
意
識
に
上
ら
せ
て
も
ら
う
こ
と
を
努
力
す
る
の

が
国
語
の
教
科
書
と
い
う
も
の
か
な
と
。

こ
の
ご
ろ
文
部
科
学
省
の
国
語
教
育
に
関
す
る
施
策
は
揺
れ
動

い
て
い
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
見
城
さ
ん
の
よ
う
な
、

生
活
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
の
問
題
に
も
触
れ
、
子
育
て
の
経

験
も
あ
る
方
は
、
今
の
国
語
の
問
題
、
あ
る
い
は
言
葉
の
問
題
に

つ
い
て
、
ど
う
い
う
お
考
え
が
お
あ
り
な
の
か
、
お
聞
き
し
た
い

と
思
い
ま
し
て
ね
。

見
城：
私
は
、日
本
語
が
と
て
も
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

あ
ら
ゆ
る
場
で
必
要
な
こ
と
と
い
う
の
は
言
葉
な
ん
で
す
ね
。
例
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宮
地：

英
語
教
育
は
小
学
校
三
年
か
ら
や
ろ
う
か
と
言
っ
て
る
け

ど
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
か
。
僕
が
関
係
し
て
た
学
校
で
は
、
昔

か
ら
小
学
校
二
年
生
か
三
年
生
か
ら
外
国
人
教
師
に
教
え
て
も
ら

っ
て
る
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
お
遊
び
し
て
る
だ
け
で
、
子
ど
も

の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
残
っ
て
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
外

国
へ
行
っ
た
途
端
に
い
ろ
ん
な
能
力
が
身
に
つ
い
て
し
ま
う
で
し

ょ
う
。
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
現
場
に
行
か
な
き
ゃ
英
語
教
育
一
つ

で
も
本
当
の
と
こ
ろ
は
で
き
な
い
。
特
に
小
学
校
、
中
学
校
は
。

だ
け
ど
、
お
遊
び
で
も
、
そ
の
と
き
に
与
え
ら
れ
た
も
の
が
、
何

か
ど
こ
か
に
残
っ
て
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か

ね
。
こ
れ
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
よ
。
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
す
る
必

要
は
必
ず
し
も
な
い
し
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な
る
前
に
自
分
の
言

葉
を
き
ち
っ
と
で
き
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
は
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お

り
で
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
、
セ
カ
ン
ド
・

ラ
ン
ゲ
ー
ジ
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
い
き
な
り
両
方
や
り
な
さ
い

と
言
っ
た
っ
て
、
そ
れ
は
無
理
。

子
ど
も
た
ち
に
自
国
の
文
化
や
言
葉
を
伝
え
る

宮
地：

外
国
で
暮
ら
す
中
国
人
は
、
二
世
の
子
ど
も
た
ち
に
母
国

語
を
ほ
ぼ
完
全
に
残
す
け
れ
ど
、
日
本
人
は
、
子
ど
も
が
小
学
校

へ
行
く
前
に
も
う
日
本
語
を
教
え
込
む
こ
と
を
捨
て
ち
ゃ
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
民
族
と
か
国
語
と
か
に
対
す
る
考
え
方
、
価
値
観

が
違
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
。
日
本
人
は
そ
う
い
う

点
で
は
、
母
国
と
い
う
の
か
な
、
母
国
の
文
化
を
残
す
の
は
自
分

た
ち
ま
で
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
子
ど
も
た
ち
に
強
制
し
て
残
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
に
く
い
ら
し
い
。
中
国
人
ほ
ど
母
国
の

意
識
が
強
く
な
い
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
よ
。

見
城：

私
が
建
築
を
学
ん
で
い
る
の
も
、
次
の
世
代
に
母
国
の
文

化
を
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
調
べ
て

い
く
と
、
消
え
た
日
本
語
の
中
で
、
建
築
用
語
が
い
ち
ば
ん
多
い

ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
襖

ふ
す
ま

す
ら
あ
ぶ
な
い
で
す
よ
。

宮
地：

も
の
が
な
い
で
す
か
ら
ね
。

見
城：

今
の
子
は
欄
間
な
ん
て
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
？
　
床
の

間
は
ぎ
り
ぎ
り
だ
と
思
う
け
ど
、
床
の
間
に
落
と
し
掛
け
、
掛
け

軸
が
あ
っ
て
、
床と

こ

框
が
ま
ち

、
上
が
り
框
な
ん
て
な
っ
た
ら
、
ま
す
ま
す

分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

宮
地：

生
活
に
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

見
城：

縁
側
す
ら
あ
ぶ
な
い
で
す
よ
。
縁
側
と
い
っ
た
ら
、
ヒ
ラ

メ
の
エ
ン
ガ
ワ
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
（
笑
い
）。
こ

れ
は
大
変
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
で
、
あ
る
と
き
、
こ
れ
ら
を
私

の
世
代
で
終
わ
ら
せ
る
ん
で
は
な
く
て
、
私
の
世
代
が
、
ま
た
次

の
世
代
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
非
常
な
自
覚

を
持
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
海
外
に
何
度
か
行
っ
て
、
海
外
に

さ
ら
さ
れ
れ
ば
さ
ら
さ
れ
る
ほ
ど
、
自
分
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い

間
の
中
に
人
と
人
の
距
離
が
育
ま
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
日
本
人
の

人
と
人
と
の
礼
儀
、
所
作
、
立
ち
居
振
る
舞
い
が
育
ま
れ
て
き
た

ん
で
は
な
い
か
と
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
住
の
構
造
、
住
空
間

を
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
き

っ
と
日
本
語
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
、
日
本
人
は

こ
う
い
う
気
持
ち
で
こ
う
い
う
表
現
を
す
る
ん
だ
と
い
う
、
何
か

が
つ
か
め
る
と
思
っ
た
ん
で
す
。
住
空
間
に
よ
っ
て
人
を
ど
う
受

け
入
れ
る
か
、
こ
れ
は
言
葉
と
と
て
も
関
係
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

日
本
人
が
、「
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
。」
と
お
伺
い
を
立
て

て
い
く
と
は
何
な
の
か
と
か
、
人
が
人
と
ど
う
い
う
人
間
関
係
を

つ
く
っ
て
き
た
か
を
建
築
の
観
点
か
ら
論
文
に
し
よ
う
と
思
っ
た

の
で
す
。
例
え
ば
、
門
が
あ
り
玄
関
が
あ
っ
て
、
人
が
そ
の
家
へ

入
る
と
き
に
、
も
う
人
と
人
と
の
距
離
が
決
ま
っ
て
く
る
わ
け
で

す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
葉
も
育
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い

か
と
。

フ
ァ
ー
ス
ト
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら

セ
カ
ン
ド
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
が
あ
る

見
城：

そ
う
考
え
ま
す
と
、
日
本
語
と
英
語
と
は
、
か
な
り
違
う

と
思
う
ん
で
す
。

英
語
で
は
、"I

go"

と
い
う
ふ
う
に
す
ぐ
に
「
行
く
」
が
き
て
、

し
か
も
、
常
に
主
語
が
「
私
は
私
は
」
と
く
る
。
非
常
に
乱
暴
な

言
い
方
を
し
ま
す
と
、
突
然
、
相
手
に
対
し
て
殴
る
よ
う
な
も
の

だ
と
思
う
ん
で
す
。「
私
は
き
ら
い
。」
と
言
っ
て
殴
る
と
、
相
手

は
、「
こ
っ
ち
も
き
ら
い
。」
と
返
す
。
そ
れ
が
む
し
ろ
英
語
の
礼

儀
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
語
は
、
で
き
れ
ば
そ
う
な
ら

な
い
よ
う
に
延
々
と
言
い
続
け
る
言
語
だ
と
思
う
ん
で
す
。「
私
は
」

を
使
わ
な
い
で
、「
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
」
と
、
あ
い
ま
い
と

言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
闘
争
的
で
は
な
い
、
殴
り
合
い
を
最
初
か

ら
回
避
す
る
よ
う
な
心
根
を
日
本
語
は
も
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で

す
ね
。
国
語
教
育
や
家
庭
教
育
で
、
最
初
に
、
私
た
ち
が
使
う
言

葉
と
は
、
こ
の
よ
う
に
心
が
こ
も
っ
た
言
葉
な
ん
だ
、
文
法
と
し

て
は
こ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
を
学
ん
だ
後
に
、
対
し
て
英
語
は
、
と

い
う
よ
う
に
学
ぶ
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

宮
地：

基
本
は
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

見
城：

と
こ
ろ
が
、
今
日
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
教
育
だ
と
か
、

カ
タ
カ
ナ
語
が
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
て
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
語
が

押
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
世
の
中
が
進
む
と
な
る
と
、
私
が

言
っ
て
る
こ
と
は
も
う
古
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

宮
地：

そ
う
、
日
本
全
体
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
き
て
い
て
、
相

撲
の
横
綱
だ
っ
て
、
今
や
二
人
と
も
外
国
人
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
、

相
撲
の
世
界
で
さ
え
、
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
中
に

あ
っ
て
、
言
葉
の
問
題
だ
っ
て
ほ
っ
て
は
お
け
な
い
で
し
ょ
う
。

見
城：

例
え
ば
、
小
学
校
の
英
語
教
育
な
ど
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
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人
生
に
目
覚
め
る
と
き
と

言
葉
に
目
覚
め
る
と
き

宮
地：

自
分
を
知
ろ
う
と
い
う
か
ね
、
自
分
に
向
か
い
合
う
年
ご

ろ
と
、
自
分
の
言
葉
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
世
の
中
の
日
本
語
と

い
う
も
の
を
考
え
た
り
す
る
年
ご
ろ
と
、
こ
の
二
つ
は
一
致
し
て

ま
せ
ん
か
ね
、
大
体
。

見
城：

そ
う
で
す
ね
。
言
葉
は
自
分
自
身
の
中
に
も
う
一
度
反は

ん

芻す
う

す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
あ
の
と
き
言
っ
た
あ
の
言
葉
は
、
あ
れ
で

よ
か
っ
た
か
し
ら
と
か
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
を
見
つ
め

る
と
き
に
は
、
だ
れ
し
も
文
字
に
も
ど
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う

す
る
と
、
私
な
ど
は
あ
る
と
き
突
然
、
本
を
読
み
た
く
な
り
ま
す

ね
。

宮
地：

人
生
に
目
覚
め
る
と
き
と
言
葉
に
目
覚
め
る
と
き
と
い
う

の
は
割
合
に
近
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
僕
の
何

十
年
を
振
り
返
る
と
そ
ん
な
気
が
す
る
。
青
春
の
ま
っ
た
だ
中
に

あ
っ
て
は
、
詩
を
書
い
て
文
字
に
書
き
付
け
た
と
き
に
、
自
分
の
思

い
を
そ
こ
で
も
う
一
度
振
り
返
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
。
今
ま

で
文
章
な
ん
か
全
然
書
か
な
か
っ
た
人
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
手
帳
に

書
き
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
急
に
読
書
家
に
な
っ
た
り
す
る

と
か
、
そ
う
す
る
と
、
思
い
が
自
分
に
戻
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
経

験
は
、
だ
れ
に
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

見
城：

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
国
語
教
育
を
受
け
た
か
ら
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で

す
。
教
科
書
で
、
名
文
を
ち
ょ
っ

と
で
も
か
じ
ら
せ
て
も
ら
っ
た
と

い
う
よ
う
な
経
験
が
あ
れ
ば
、
い

つ
か
言
葉
に
目
覚
め
る
と
、
先
生

が
さ
っ
き
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
そ
の

い
つ
か
が
と
き
ど
き
や
っ
て
来
る

ん
で
す
。

宮
地：

よ
く
、「
伝
え
合
う
力
」
っ
て
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す

が
ね
、
こ
れ
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
ね
。「
伝
え
合
う
」
た

め
に
は
「
伝
え
合
う
も
の
ご
と
」
が
あ
る
は
ず
で
す
ね
。
伝
え
合

う
も
の
ご
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
中
に
き
ち
ん
と
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
が

「
自
分
と
の
対
話
」
を
積
み
重
ね
て
き
て
、
そ
う
い
う
人
間
同
士

が
対
話
す
る
と
き
に
、
初
め
て
ほ
ん
と
の
対
話
っ
て
い
う
も
の
が

成
り
立
つ
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
も
っ
と
根
本
的
に
は
「
考
え

る
力
」
が
求
め
ら
れ
て
る
っ
て
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
考
え
る
」

っ
て
い
う
こ
と
は
言
葉
で
考
え
る
っ
て
い
う
こ
と
で
す
か
ら
ね
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
国
語
は
国
語
と
し
て
子
ど
も
た
ち

に
き
ち
ん
と
教
え
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
た
だ
、
最
初
に
申
し
ま
し

た
よ
う
に
、「
言
葉
で
考
え
る
」
と
言
わ
れ
た
っ
て
、
子
ど
も
の
こ

ろ
に
は
分
か
っ
て
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
た
だ
、
そ
れ
は
記
憶

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
自
国
の
文
化
や
自
国
の
言
葉
を
し
っ
か
り

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
気
づ
い
た
ん
で
す
。
以
来
、
日

本
語
や
日
本
の
伝
統
と
か
文
化
と
か
に
す
ご
く
目
覚
め
た
わ
け

で
、
遅
か
り
し
だ
け
れ
ど
、
せ
め
て
次
の
世
代
に
伝
え
よ
う
と
思

っ
た
ん
で
す
。

宮
地：

生
活
が
な
く
な
る
と
言
葉
も
な
く
な
る
で
し
ょ
う
？
　
そ

れ
を
ど
う
や
っ
て
救
う
と
い
う
と
変
だ
け
ど
、
残
さ
れ
ま
す
？

僕
な
ん
か
で
も
マ
ン
シ
ョ
ン
住
ま
い
だ
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
畳
の
生

活
を
し
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
生
活
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
た

ら
、
ど
う
な
ん
で
す
か
ね
。

見
城：

そ
れ
は
、
住
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
建
築
の
業
界
が
提

案
し
て
き
た
こ
と
で
、
選
ぶ
と
選
ば
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
手

に
し
て
き
た
こ
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
人
が
考
え
て
吟
味
し
た

の
で
は
な
く
、
あ
る
と
き
、
ど
ん
ど
ん
カ
ッ
ト
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

自
分
が
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
と
。
こ
う
い

う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
も
う
一
度
、
置
い
て
き
た
も

の
を
見
て
み
て
、
こ
れ
は
い
い
と
い
う
も
の
だ
け
で
も
、
次
の
世

代
に
復
活
さ
せ
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
う
ち

は
わ
ざ
わ
ざ
和
室
を
造
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
も
の
で
も

何
ら
か
の
形
で
や
れ
ば
で
き
る
は
ず
な
ん
で
す
。

次
の
時
代
に
生
き
る
子
ど
も
た
ち
は
、
選
ぶ
権
利
も
選
ぶ
機
会

も
な
く
、
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

国
語
教
育
に
お
い
て
も
、
前
か
ら
の
も
の
で
善
か
れ
と
い
う
も
の

が
あ
れ
ば
、
時
代
錯
誤
と
い
わ
れ
よ
う
と
も
現
代
へ
持
っ
て
き
て

あ
げ
る
必
要
が
あ
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宮
地：

で
も
ね
、
一
世
代
、
二
世
代
あ
け
て
も
、
復
活
す
る
も
の

は
復
活
す
る
ん
で
す
よ
ね
。
お
茶
で
も
、
お
花
で
も
、
お
謡
で
も
、

み
ん
な
残
っ
て
る
で
し
ょ
、
不
思
議
に
。
俳
句
だ
っ
て
、
短
歌
だ

っ
て
、
す
ご
い
力
で
す
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
。
だ
か
ら
、
残
る
べ
き
も

の
は
伝
統
と
し
て
残
る
。
け
れ
ど
、
生
活
の
中
に
な
く
な
っ
た
場

合
に
は
、
ど
う
な
ん
で
す
か
ね
。

見
城：

私
、
教
育
だ
け
で
終
わ
っ
た
も
の
は
な
く
な
る
と
思
う
ん

で
す
。
俳
句
と
か
、
短
歌
と
か
、
特
に
川
柳
な
ん
か
も
そ
う
で

す
け
ど
、
な
ぜ
残
る
の
か
と
い
う
と
、
生
活
の
中
に
楽
し
み
と

し
て
根
ざ
し
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
句
会

を
や
る
。
そ
れ
が
風
流
で
あ
っ
た
り
、
句
会
を
き
っ
か
け
に
飲
も

う
か
と
か
、
そ
う
い
う
生
活
文
化
に
根
づ
く
部
分
が
あ
っ
た
か
ら
、

残
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
や

っ
て
み
れ
ば
、
奥
が
深
く
て

お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
か
ら
。

小学校国語No.41  03.4.16 2:15 PM  ページ 10



9 8

特集 「国語の力」を育てる I ―言葉の力―

ろ
か
、
今
、
ア
フ
リ
カ
は
、
世
界
は
こ
う
な
っ
て
る
、
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
、
イ
ラ
ク
は
こ
う
な
っ
て
る
と
い
う
よ
う
に
、
結
局
、
そ
の
子

か
ら
情
報
が
来
る
と
な
っ
た
ら
、
そ
の
子
が
あ
る
意
味
、
長
老
の

立
場
に
な
っ
て
し
ま
う
。
マ
サ
イ
族
の
世
界
は
、
ひ
っ
く
り
返
る

わ
け
で
す
よ
。
私
は
、
そ
の
と
き
に
、
言
葉
が
情
報
を
操
作
し
、

言
葉
が
情
報
を
つ
か
む
わ
け
で
す
か
ら
、
言
葉
の
力
と
い
う
の
は

大
変
な
こ
と
な
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

宮
地：

今
の
遊
牧
民
の
生
活
と
定
住
生
活
と
い
う
の
で
は
、
世
界

が
全
く
違
う
で
し
ょ
う
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
定
住
生
活
が
あ

る
と
言
葉
が
教
育
さ
れ
た
り
、
さ
ら
に
第
二
、
第
三
の
言
語
が
で

き
る
。
遊
牧
し
て
た
ら
普
通
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
言
葉
は
国

家
だ
と
か
、
国
家
は
言
葉
だ
と
よ
く
言
う
け
ど
、
そ
れ
に
近
い
よ

う
な
現
象
が
起
こ
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

見
城：

そ
の
マ
サ
イ
の
少
女
を
見
た
と
き
に
、
あ
あ
国
語
は
大
事

だ
と
思
い
ま
し
た
。

私
た
ち
の
子
ど
も
を
見
て
い
ま
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
お
母
さ
ん

を
通
し
て
覚
え
て
き
た
り
、
幼
稚
園
の
友
達
同
士
で
覚
え
て
き
た

言
葉
は
、
小
学
校
へ
入
っ
て
、
あ
い
う
え
お
五
十
音
表
な
ど
を
習

い
、
初
め
て
そ
の
仕
組
み
が
明
か
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
、
大

変
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
出
会
い
が
そ
こ
に
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
ま
で
自
分
が
無
意
識
に
使
っ
て
い
た
言
葉
に
は
、
実
は
こ
の

よ
う
な
仕
組
み
や
約
束
ご
と
が
あ
っ
た
ん
だ
と
。
そ
う
い
う
新
鮮

な
驚
き
に
、
目
を
輝
か
し
て
く
れ
た
ら
な
と
思
う
ん
で
す
。

宮
地：

今
、
教
育
の
改
革
が
い
ろ
ん
な
意
味
で
起
き
て
い
ま
す
。

い
い
こ
と
も
あ
り
、
悪
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
何
か
新
し
い

体
制
を
と
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
国
語
教
育
の
場

合
も
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
気
持
ち
や
考
え
を
伝
え
合
う
力

を
育
て
る
努
力
も
必
要
で
す
。
そ
の
根
本
に
あ
る
「
考
え
る
力
」

も
大
事
で
す
ね
。
討
論
と
か
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
か
も
盛
ん
な
よ
う
で

す
が
、
単
な
る
言
語
技
術
と
し
て
で
な
く
、
考
え
合
う
力
を
育
て

る
た
め
に
役
立
て
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。

見
城：

言
葉
は
人
と
し
て
の
い
ち
ば
ん
の
基
本
だ
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
先
生
方
は
い
ろ
い
ろ
大
変
な
こ
と
も
お
あ
り
だ
と
は

思
い
ま
す
け
れ
ど
、
め
げ
た
と
き
は
、「
国
語
と
い
う
の
は
基
本

な
ん
だ
。」
と
ご
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
、
も
し
、
国
語
が
つ
ま

ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
が
い
る
と
し
た
ら
、
言
葉
と

出
会
う
喜
び
と
い
っ
た
も
の
を
か
み
し
め
さ
せ
て
あ
げ
て
い
た
だ

き
た
い
で
す
ね
。

が
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
記
憶
は

な
い
け
れ
ど
も
何
か
が
積
み
重
な

っ
て
い
っ
て
、
二
十
歳
前
後
に
、

は
た
と
考
え
て
言
葉
と
い
う
も
の

は
こ
う
い
う
も
の
か
と
か
、
人
生

と
い
う
の
は
こ
ん
な
も
の
か
と

か
、
自
分
と
向
き
合
う
時
期
が
来

る
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
に
な
ら
な
い
と
本
当
の
こ
と
は
な
か
な
か

分
か
ら
な
い
で
す
が
ね
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
教
え
な
く
て
い
い

か
と
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
全
く
な
く
て
、
子
ど
も
が
自
覚
し
な
く

て
も
い
い
か
ら
、
先
生
た
ち
は
教
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
と
い
う
の
は
、
残
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
残
っ
て
く

る
も
の
な
ん
だ
か
ら
。

見
城：

別
に
全
員
作
家
に
な
る
必
要
も
な
い
け
れ
ど
、
あ
る
人
は

そ
れ
を
日
記
と
い
う
形
で
、
自
分
の
人
生
を
綴
っ
て
い
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
人
は
俳
句
で
表
現
す
る
か
も
し
れ

な
い
し
、
私
の
よ
う
に
、
話
し
た
り
、
書
い
た
り
と
い
う
こ
と
で

も
や
り
ま
す
で
し
ょ
う
。
人
そ
れ
ぞ
れ
の
手
法
は
違
う
け
れ
ど
、

国
語
教
育
の
結
果
、
そ
れ
が
で
き
て
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

宮
地：

そ
う
言
っ
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
ん
だ
け
ど
ね
。

言
葉
は
人
と
し
て
の
い
ち
ば
ん
の
基
本

見
城：

私
が
取
材
で
マ
サ
イ
族
に
会
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
マ

サ
イ
の
人
た
ち
は
本
来
、
草
と
と
も
に
牛
を
つ
れ
て
移
動
す
る
民

族
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
政
府
が
定
住
策
を
と
る

た
め
に
学
校
を
つ
く
っ
た
と
い
う
と
き
に
、
ち
ょ
う
ど
行
き
ま
し

て
。
初
め
、
マ
サ
イ
の
人
た
ち
は
、
そ
ん
な
勉
強
を
す
る
よ
り
、

ど
う
い
う
草
が
い
い
か
を
長
老
か
ら
教
え
て
も
ら
う
の
が
い
ち
ば

ん
だ
と
言
っ
て
い
た
ん
で
す
。
で
、
長
老
の
娘
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、

お
孫
さ
ん
ぐ
ら
い
の
歳
の
、
か
わ
い
い
女
の
子
が
い
た
ん
で
す
。
長

老
が
、「
こ
の
子
は
ね
、
文
字
で
名
前
が
書
け
る
。」
と
言
っ
た
ん

で
す
。
女
の
子
は
、
誇
ら
し
そ
う
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
書
い
て
見

せ
て
く
れ
ま
し
た
。「
マ
サ
イ
語
の
ほ
か
に
ス
ワ
ヒ
リ
語
も
や
っ
て

る
の
？
」と
聞
い
た
ら
、
学
校
で
習
っ
て
る
と
い
う
。
教
育
と
い
う

も
の
を
絵
に
描
い
た
よ
う
に
見
せ
ら
れ
た
思
い
と
同
時
に
、
こ
の

子
の
時
代
か
ら
す
べ
て
が
変
わ
る
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
、

言
葉
が
マ
サ
イ
の
集
落
を
崩
壊
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

今
は
、
長
老
中
心
の
社
会
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

い
ち
ば
ん
下
に
い
る
子
ど
も
が
数
年
た
つ
と
、
ス
ワ
ヒ
リ
語
が
で

き
て
、
多
分
そ
の
数
年
後
に
、
英
語
と
パ
ソ
コ
ン
を
覚
え
た
ら
、
世

界
と
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
す
る
と
、
長
老
は
、
こ
の
小

学
生
か
中
学
生
に「
と
こ
ろ
で
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
の
国
は
今
ど
う
な
っ

て
る
？
」と
聞
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
や
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
ど
こ
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