


７月28日、大阪市で第１回の「国語教育セミナー in 
大阪」（天王寺区アウィーナ大阪）が開催されました。
詳しい内容は三省堂ホームページに掲載しています。
（http: / / tb .sanseido.co. jp/cyukoku/kokugo/infobox/

seminar1_osaka-news.html）
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国
語
教
室
（
国
語
学
室
）
に
お
け
る

「
か
ら
だ
」

　

こ
れ
ま
で
、
子
ど
も
た
ち
は
座
学
を
強
制
さ

れ
、「
背
筋
を
の
ば
し
て
」
と
い
う
よ
う
な
「
指

示
」
の
も
と
に
、
黒
板
お
よ
び
教
員
の
方
向
を

一
斉
に
向
く
よ
う
に
拘
束
さ
れ
て
き
た
。「
動
作

化
」
の
よ
う
な
学
習
場
面
で
も
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
読
む
こ
と
の
学
習
に
お
け
る
補
助
的
な
理

解
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、「
動
作
化
」
し
な
い

で
読
め
る
こ
と
に
越
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

音
読
や
朗
読
と
い
っ
た
「
声
」
に
出
し
て
テ

キ
ス
ト
を
読
む
と
い
う
行
為
は
、
本
来
は
身
体

性
を
伴
っ
た
行
為
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
空
間
で
は
「
記
号
の

音
声
化
」
の
側
面
だ
け
に
限
定
さ
れ
、「
漢
字

が
読
め
て
い
る
の
か
。」「
正
確
に
理
解
し
て
い

る
か
。」
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
能
を
も
た
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
物
理
的
な
「
か
ら
だ
」
は
国

語
教
室
（
学
室
）
に
は
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る

が
、
本
来
の
あ
る
い
は
意
識
レ
ベ
ル
で
の
「
か

ら
だ
」
は
排
除
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
声
」
に
出
し
て
読
む
と
い
う
こ
と

　

教
室
（
学
室
）
で
書
き
こ
と
ば
の
テ
キ
ス
ト

を
「
声
」
に
出
し
て
読
む
の
は
、
音
声
化
し

て
だ
れ
か
に
そ
の
情
報
を
伝
え
る
た
め
で
は
な

い
。
も
ち
ろ
ん
自
ら
の
文
章
表
現
な
ど
を
読
む

場
合
に
は
、
そ
う
い
っ
た
情
報
を
共
有
す
る
と

い
う
側
面
も
あ
る
が
、「
声
」
に
出
し
て
読
む

と
き
の
対
象
テ
キ
ス
ト
は
い
わ
ゆ
る
「
読
む
こ

と
」の
学
習
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、

教
室
（
学
室
）
で
は
、
教
員
も
学
習
者
も
そ
の

テ
キ
ス
ト
を
、
目
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、「
声
」
に
出
し
て
読
む
と
い
う
学
習

の
儀
式
（
セ
レ
モ
ニ
ー
）
を
行
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
聞
き
手
に
授
業
の
進
行
の
流
れ
に

沿
わ
せ
る
た
め
の
時
間
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

明
確
に
は
言
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た

ぶ
ん
、「
声
」
を
出
し
て
読
む
読
み
手
は
、
他

人
の
書
い
た
書
き
こ
と
ば
の
テ
キ
ス
ト
を
音
声

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
声
」
の
「
こ

と
ば
」
と
し
て
「
か
ら
だ
」
に
響
か
せ
て
、
自

ら
の
「
こ
と
ば
」
と
し
て
再
構
成
・
再
生
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
聞
き

手
の
ほ
う
は
、
読
み
手
が
「
か
ら
だ
」
に
響
か

せ
て
自
ら
の
「
こ
と
ば
」
と
し
た
世
界
に
寄
り

添
う
感
覚
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
単
な
る
音
の
響
き
と
い
う
意
味
で
は

「ことば」と 「からだ」の共振
 　   ──自分の「ことば」

   滋賀大学  牧戸 章

「
こ
と
ば
と
か
ら
だ
」

特
集
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な
く
、読
み
手
の
「
居
方
」
や
「
た
た
ず
ま
い
」

と
い
っ
た
「
か
ら
だ
」
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う

に
触
れ
る
と
い
う
感
覚
で
あ
る
と
思
う
。
そ
の

テ
キ
ス
ト
の
情
報
と
し
て
の
意
味
で
は
な
く
、

読
み
手
に
と
っ
て
の
意
味
、
そ
れ
に
出
会
う
聞

き
手
に
と
っ
て
の
意
味
が
生
ま
れ
、
教
室
（
学

室
）
と
い
う
時
空
は
こ
と
ば
の
身
体
性
を
回
復

し
、「
心
地
よ
い
」
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、そ
れ
は
、「
こ
と
ば
」
と
「
か
ら
だ
」

が
そ
の
場
の
「
声
」
を
媒
介
に
共
振
し
て
い
る

の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
こ
と
ば
」
の
存
在
論
的
意
味

　

読
み
手
や
聞
き
手
に
と
っ
て
の
「
こ
と
ば
」

の
意
味
と
い
う
の
は
、
コ
ー
ド
的
な
（
言
語
・

社
会
的
な
約
束
事
）
意
味
で
は
な
い
。
も
ち
ろ

ん
そ
う
い
っ
た
「
こ
と
ば
」
の
記
号
論
的
意
味

が
不
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
学
校
教
育
・
国
語
教
育
で
は
、

「
こ
と
ば
」
の
記
号
論
的
意
味
の
記
憶
量
の
多

寡
と
そ
の
再
現
の
速
さ
を
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
で

計
れ
る
領
域
に
お
い
て
「
国
語
学
力
」
と
す
る

側
面
が
あ
ま
り
に
も
主
流
で
あ
り
す
ぎ
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
語
学
習
は
そ
の
「
学

力
」
の
た
め
に
奉
仕
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
。「
こ
と
ば
」
か
ら
そ
の
身
体
性
「
か

ら
だ
」
が
捨
象
さ
れ
て
き
た
の
は
当
然
の
結
果

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

自
分
に
と
っ
て
の
意
味
、「
こ
と
ば
」
の
存

在
論
的
意
味
を
大
切
に
す
る
「
こ
と
ば
」
の
学

び
は
、「
か
ら
だ
」
が
な
く
て
は
生
成
・
成
立

し
な
い
。
そ
う
し
た
学
び
の
積
み
重
ね
が
、
自

分
の
「
こ
と
ば
」
を
生
み
出
し
て
い
き
、
そ
の

よ
う
な
「
こ
と
ば
」
を
発
す
る
「
か
ら
だ
」
と

と
も
に
尊
重
さ
れ
る
世
界
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
国
語
授
業

　

自
分
に
と
っ
て
の
「
こ
と
ば
」
の
意
味
と
出

会
う
た
め
に
は
、「
か
ら
だ
」
を
く
ぐ
ら
せ
る
、

そ
し
て
、「
か
ら
だ
」
と
「
こ
と
ば
」
が
共
振

す
る
こ
と
が
大
事
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
さ
ま

ざ
ま
な
体
験
が
「
こ
と
ば
」
の
学
び
に
お
い
て

生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
国

語
授
業
の
あ
り
方
や
工
夫
が
積
み
重
ね
ら
れ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

「ことば」と「からだ」の共振

「ことば」と 「からだ」の共振
 　   ──自分の「ことば」

   滋賀大学  牧戸 章

〔
ま
き
ど　

あ
き
ら
〕滋
賀
大
学
助
教
授
。「
こ
と
ば
の
学
び
」

が
生
ま
れ
る
場
と
そ
の
構
成
に
求
め
ら
れ
る
も
の
、
そ
し

て
そ
の
公
共
性
に
つ
い
て
考
究
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
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そ
う
言
い
な
し
て
み
る
と
た
ち
ま
ち
、
こ
う

い
う
疑
問
が
湧わ

い
て
く
る
。

 

「
こ
と
ば
を
識
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
う
も
の

が
、
人
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
」

　

以
前
、
面
白
い
本
を
読
ん
だ
。
京
大
霊
長
類

研
の
正
高
信
男
氏
の
、『
子
ど
も
は
こ
と
ば
を

か
ら
だ
で
覚
え
る
』（
中
公
新
書　
二
〇
〇
一
）。

乳
幼
児
が
、
身
体
感
覚
を
そ
の
震
源
と
し
な
が

ら
こ
と
ば
を
獲
得
し
て
い
く
様
子
を
実
証
的
に

述
べ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」
で
チ

ラ
ッ
と
だ
け
、
ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
大
き

な
問
い
を
投
げ
か
け
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
大
意

は
、「
人
が
こ
と
ば
を
獲・
・
・
・
・
・
・
・

得
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
音
楽
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い

か
？
」
と
い
う
こ
と
。

　

学
者
で
あ
る
氏
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
あ

ま
り
述
べ
て
は
お
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
僕
は
そ

の
問
い
を
、
素
人
な
り
に
こ
う
解
釈
し
た
。

　

原
始
、
人
は
心
の
ま
ま
に
叫
び
、
呟つ
ぶ
やい
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
言
語
が
生
ま
れ
、
音
の
高
低
や

母
音
子
音
の
種
類
が
意
味
に
縛
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
こ
と
ば
は
次
第
に
身
体
の
自
由
な
叫

び
や
呟
き
か
ら
離
れ
、
身
体
感
覚
の
解
放
は
制

限
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
補
償
す
る
も
の
と
し

て
、
心
身
の
律
動
を
音
に
置
き
換
え
た
歌
が
生

ま
れ
た
。
以
来
、
人
が
心
の
底
か
ら
体
を
あ
ず

「
こ
と
ば
と
か
ら
だ
」

特
集

意
味
に
お
さ
え
ら
れ
る
「
叫
び
」

 

「
こ
と
ば
」を
も
た
な
か
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
を
、

あ
な
た
は
思
い
出
せ
る
だ
ろ
う
か
？

　

僕
は
思
い
出
す
、蕩と
う
と
う々

と
た
ゆ
た
う
光
の
中
、

母
の
唄う
た

を
聞
い
て
い
た
乳
児
の
自
分
、
そ
れ
を

取
り
巻
く
あ
た
た
か
い
空
気
を
。

　

い
や
、
も
ち
ろ
ん
違
う
。
こ
れ
は
後
か
ら
、

こ
と
ば
に
よ
っ
て
捏ね
つ
ぞ
う造
さ
れ
た
記
憶
に
過
ぎ
な

い
。

　

そ
れ
で
は
、
人
が
こ
と
ば
を
も
た
な
か
っ
た

と
し
て
、そ
の
経
験
は
「
無
」
な
の
だ
ろ
う
か
？

　

こ
れ
も
違
う
。
こ
と
ば
を
も
た
な
い
赤
ん
坊

も
、
日
々
目
く
る
め
く
豊
か
な
体
験
・
情
動
の

動
き
を
、
重
ね
て
い
る
は
ず
な
の
だ
。

　

こ
こ
の
と
こ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
早
期
教
育
が
度

を
越
し
て
き
て
、
幼
児
に
早
く
こ
と
ば
を
話
さ

せ
よ
う
、
字
を
書
か
せ
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま
画
策

す
る
親
も
多
い
と
聞
く
。
そ
う
い
う
傾
向
に
対

し
て
は
こ
う
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
こ
と
ば
を
も
た
な
い
時
代
の
豊
か
さ
を
、

で
き
る
だ
け
長
く
経
験
さ
せ
て
あ
げ
な
さ

い
。
子
ど
も
か
ら
『
字
を
識し

り
た
い
』
と
言

い
出
し
た
と
き
に
、
教
え
て
あ
げ
れ
ば
い
い

の
で
す
。」

堀
切 

和
雅

青
山
学
院
女
子
短
期
大
学劇団「月夜果実店」公演「トランスワールド」より

身
体
を

置
き
忘
れ
た

「
こ
と
ば
」
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け
ら
れ
る
の
は
、
こ
と
ば
で
は
な
く
、
音
楽
に

な
っ
て
い
る
…
…
。

　

人
は
も
は
や
、
よ
ほ
ど
危
急
の
と
き
か
、
意

識
に
障
害
を
来
し
た
と
き
で
も
な
い
と
、
意
味

か
ら
離
れ
た
こ
と
ば
を
叫
べ
な
く
な
っ
て
い

る
。
意
味
の
な
い
こ
と
ば
を
叫
ぶ
こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
強
力
に
規
制
さ
れ

て
い
る
。何
に
規
制
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

こ
と
ば
と
い
う
制
度
に
。
こ
と
ば
に
は
意
味
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
社
会
の
約
束
事

に
。

　

意
味
に
よ
る
規
制
は
、
発
声
の
制
限
に
と
ど

ま
ら
ず
、
当
然
な
が
ら
身
体
全
体
に
及
ん
で
い

る
。

　

僕
が
大
学
で
担
当
し
て
い
る
の
は
身
体
表
現

の
領
域
だ
が
、「
表
現
の
た
め
の
声
と
体
の
訓

練
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
、一
年
生
の
「
体
育
」

の
授
業
も
受
け
持
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
僕
は
ほ
ん
と
う
に
驚
い
た
。
つ
い
こ

の
間
ま
で
高
校
生
だ
っ
た
、
一
七
、八
歳
の
一

年
生
た
ち
の
身
体
が
、
硬
い
。
も
ち
ろ
ん
ス
ポ

ー
ツ
マ
ン
で
も
な
い
中
年
男
の
僕
よ
り
も
、
若

い
学
生
た
ち
の
身
体
が
現
実
に
硬
い
わ
け
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
が
、
彼
女
た
ち
の
身
体
は
、
な

に
か
強
い
力
に
、
規
制
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
た

ち
は
、
説
明
的
意
味
の
な
い
、
自
由
な
動
き
を

生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
し
ん
ば
何
か

の
き
っ
か
け
で
、「
約
束
事
」
か
ら
は
ず
れ
た

感
覚
が
彼
女
た
ち
の
身
中
に
起
こ
っ
て
も
、
彼

女
た
ち
は
す
ぐ
に
、
あ
る
と
き
は
笑
い
で
、
あ

る
と
き
は
お
互
い
の
顔
を
見
合
う
こ
と
で
、
そ

れ
を
な・
・
・
・
・
・
・

か
っ
た
こ
と
に
し
よ
う
と
す
る
。

　

僕
で
さ
え
、
演
出
家
と
し
て
で
は
あ
る
が
演

劇
の
稽
古
場
に
長
く
い
た
せ
い
で
、
特
に
意
味

の
な
い
、
自
分
の
体
か
ら
自
発
す
る
動
き
を
し

て
み
せ
る
く
ら
い
は
す
ぐ
に
で
き
る
の
に
、
彼

女
た
ち
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
と
て
も
ハ
ー
ド

ル
が
高
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
高
校
時
代
ま

で
、
ず
い
ぶ
ん
と
机
に
し
が
み
つ
か
さ
れ
て
ば

か
り
き
た
の
だ
ろ
う
な
、
と
感
じ
る
。
た
ぶ
ん

そ
の
結
果
、彼
女
た
ち
の
身
体
か
ら
は
、「
叫
び
」

や
「
呟
き
」
が
き
れ
い
に
消
し
去
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

か
ら
だ
は
縛
ら
れ
、こ
と
ば
は
閉
塞
す
る

　

意
味
の
あ
る
動
き
以
外
を
生
み
出
せ
な
い
身

体
は
、
話
す
こ
と
は
で
き
て
も
歌
う
こ
と
が
で

き
な
い
身
体
だ
、
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
で

も
、
も
し
、
彼
女
た
ち
の
言
語
能
力
が
十
二
分

で
あ
っ
た
な
ら
、
生
き
て
は
い
け
る
の
か
も
知

れ
な
い
。
皆
が
知
る
よ
う
に
、
ひ
と
は
、
思
い

や
感
覚
を
こ
と
ば
に
よ
く
表
せ
た
あ
の
奇
跡
的

な
一
瞬
に
、
自
由
を
感
じ
、
快
を
感
じ
る
か
ら

だ
。
し
か
し
近
年
の
若
者
の
例
に
漏
れ
ず
、
彼

女
た
ち
の
語
彙
力
は
し
ば
し
ば
充
分
で
は
な
い

し
、
感
覚
と
こ
と
ば
を
繋
ぐ
訓
練
の
場
が
、
日

常
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

　

す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
。
身
体

は
言
語
的
な
意
味
の
世
界
に
縛
ら
れ
、
か
と
い

っ
て
こ
と
ば
の
世
界
で
自
由
に
羽
ば
た
く
こ
と

も
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
ず
い
ぶ
ん
と
苦
し
い

こ
と
で
は
な
い
の
か
。

　

こ
と
ば
は
死
に
、
そ
し
て
身
体
は
意
味
に
縛

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
救
い
の
な
さ
。
こ
れ
は
、

若
者
に
限
ら
ず
、
こ
の
社
会
に
充
満
し
て
き
て

い
る
突
発
的
な
暴
力
と
、
か
な
り
な
程
度
関
係

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。現
代
の
日
本
の
、

音
楽
や
ダ
ン
ス
へ
の
強
い
指
向
は
、
縛
ら
れ
た

身
体
に
逃
げ
道
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
無
意
識
の

努
力
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
が
、
そ

れ
さ
え
も
い
ま
や
消
費
社
会
の
シ
ス
テ
ム
に
買

い
取
ら
れ
、
み
な
、
自
分
の
歌
を
歌
い
、
自
分

の
踊
り
を
踊
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

前
記
「
体
育
」
の
授
業
で
、
僕
が
ど
の
よ
う

な
手
を
さ
し
の
べ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
大

層
な
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、音
楽
を
流
し
、

「
そ
れ
で
は
み
ん
な
で
体
育
館
の
床
に
寝
ま
し

身体を置き忘れた「ことば」
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ょ
う
」
と
言
う
。
こ
れ
は
「
自
律
訓
練
法
」
と

い
う
一
種
の
身
体
覚
知
の
方
法
を
根
拠
に
し
て

は
い
る
の
だ
が
、そ
れ
を
別
に
説
明
は
し
な
い
。

音
楽
を
聴
き
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
は
あ
る
い
は

初
夏
の
体
育
館
の
風
の
流
れ
を
感
じ
、
あ
る
い

は
遠
く
を
走
る
車
の
く
ぐ
も
っ
た
騒
音
を
聞
い

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
に
、
自

然
に
眠
っ
て
し
ま
う
学
生
も
い
る
。
そ
れ
で
い

い
。

　

そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、

す
べ
て
の
授
業
が
終
了
し
た
あ
と
と
る
こ
と
に

し
て
い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
読
む
と
、
彼
女

た
ち
が
そ
の
体
験
に
、
予
想
を
超
え
て
強
い
印

象
を
う
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
高
校
ま

で
の
「
体
育
」
と
は
あ
ま
り
に
違
う
、
と
い
う

こ
と
が
ひ
と
つ
。
そ
れ
か
ら
、
床
に
寝
こ
ろ
ん

だ
と
き
に
初
め
て
感
じ
た
体
育
館
の
空
間
の
広

さ
や
、
自
分
の
体
の
重
み
に
つ
い
て
書
く
学
生

も
い
る
。
ど
の
音
を
聴
き
、
何
を
見
る
か
さ
え

実
は
「
意
味
」
に
と
ら
わ
れ
て
規
制
さ
れ
て
い

る
普
段
の
生
活
。
そ
れ
と
は
違
う
身
体
の
経
験

を
、多
か
れ
少
な
か
れ
彼
女
た
ち
は
す
る
の
だ
。

　

そ
う
い
う
身
体
覚
知
は
い
わ
ば
入
り
口
で
、

そ
の
後
は
そ
の
か
ら
だ
が
、
ど
う
動
き
を
生
み

だ
し
て
い
く
か
が
課
題
と
な
る
。
二
年
生
以
上

を
対
象
に
し
た
舞
台
づ
く
り
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で

な
か
や
め
ら
れ
な
い
。

　

舞
台
の
い
い
と
こ
ろ
は
、
抽
象
的
な
、
意
味

の
言
語
だ
け
で
は
、
事
態
が
一
歩
も
進
行
し
な

い
こ
と
だ
。
そ
こ
に
は
ナ
マ
の
肉
体
が
必
ず
介

在
す
る
か
ら
、書
き
こ
と
ば
の
意
味
は
こ
わ
れ
、

揉
ま
れ
、
空
間
や
息
づ
か
い
を
含
ん
だ
広
い
文

脈
の
中
に
置
か
れ
、
複
雑
な
輝
き
を
帯
び
は
じ

め
る
。
書
か
れ
た
こ
と
ば
を
正
確
に
伝
え
る
、

と
い
う
点
で
は
制
約
要
因
に
な
っ
て
し
ま
う
は

ず
の
ナ
マ
の
肉
体
が
あ
る
と
い
う
事
情
が
、
ノ

イ
ズ
を
生
み
だ
し
、倍
音
や
不
協
和
音
を
加
え
、

か
え
っ
て
意
味
を
豊
か
に
す
る
。制
約
要
因
が
、

逆
に
創
造
の
源
と
な
る
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な

ア
ー
ト
で
も
経
験
さ
れ
る
こ
と
だ
。

　

同
じ
よ
う
な
意
味
で
、
硬
い
か
ら
だ
、
仲
間

う
ち
の
身
振
り
の
み
に
閉
じ
た
身
体
、
語
彙
を

失
っ
た
肉
体
を
、
多
少
と
も
演
劇
的
な
場
に
置

い
て
み
る
こ
と
は
、
意
外
な
自
己
発
見
の
き
っ

か
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
僕
は
思
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
本
職
の
役
者
に
つ

い
て
の
話
で
は
な
い
。
普
通
の
人
間
が
、
表
現

の
必
要
に
迫
ら
れ
て
み
る
こ
と
。
そ
こ
に
、
よ

り
自
由
な
か
ら
だ
と
こ
と
ば
を
獲
得
す
る
契
機

が
あ
り
得
る
。も
ち
ろ
ん
、（
と
く
に
指
導
者
が
）

気
を
つ
け
て
や
ら
な
い
と
、
逆
効
果
も
生
じ
か

ね
な
い
わ
け
だ
が
。

「
こ
と
ば
と
か
ら
だ
」

特
集

僕
は
そ
れ
を
試
み
て
い
る
の
だ
が
、
は
っ
き
り

言
え
る
の
は
、身
体
が
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、

た
だ
や
み
く
も
に
、
無
秩
序
に
で
も
、
か
ら
だ

が
動
き
出
せ
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は

違
う
と
い
う
こ
と
だ
。

　

枠
組
み
、
あ
る
い
は
目
標
の
よ
う
な
も
の
が

な
い
と
、
動
き
出
し
た
そ
の
動
き
を
、
ど
う
に

も
で
き
な
い
。
そ
の
枠
組
み
は
芸
術
や
芸
能
で

も
い
い
し
、
ス
ポ
ー
ツ
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
た

だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
、
そ
の
瞬
間
瞬
間

に
起
こ
っ
て
く
る
ス
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ア
ス
（
自
発

的
）
な
動
き
を
取
り
入
れ
て
さ
ら
に
動
き
を
つ

く
り
だ
し
て
い
け
る
よ
う
な
、
緩
い
、
柔
軟
な

枠
で
な
い
と
、
せ
っ
か
く
生
ま
れ
か
け
た
心
身

の
自
由
を
、
封
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

舞
台
づ
く
り
の
授
業
で
は
多
く
の
場
合
、
で

き
る
だ
け
練
り
直
し
た
身
体
に
ま
た
こ
と
ば
を

の
せ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
身
体
が
柔
ら
か
く
な

っ
て
い
る
と
、
発
話
の
際
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

が
立
っ
て
く
る
の
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
も
の
す
ご
く
う
ま
く
い
け
ば
、
の
話
だ
が
、

身
体
感
覚
の
律
動
の
底
か
ら
台
詞
が
発
せ
ら
れ

た
と
き
、
そ
れ
は
歌
っ
て
い
る
の
と
同
じ
に
な

る
。
身
体
と
、
拘
束
要
因
に
も
な
り
う
る
「
意

味
」
と
、自
由
な
「
叫
び
」
の
瞬
間
的
な
共
存
。

こ
れ
が
と
き
ど
き
起
こ
る
か
ら
、
舞
台
は
な
か
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自
分
の
体
を
救
う
た
め
に

　

僕
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、
人
間
が
こ
の
宇

宙
に
つ
い
て
い
く
ら
か
の
こ
と
を
識
り
、
考
え

て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
切
な
く
て
仕
方

が
な
か
っ
た
。宇
宙
に
涯は
て

は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

時
間
は
、
ほ
ん
と
う
に
流
れ
て
い
る
も
の
な
の

か
。
だ
と
し
た
ら
そ
れ
は
、
い
つ
始
ま
っ
て
い

つ
終
わ
る
の
か
。
そ
し
て
、
時
間
が
終
わ
る
と

き
、
こ
の
宇
宙
も
終
わ
る
の
か
…
…
。

　

そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
を
ひ
ね
も
す
考
え
る
子

ど
も
は
、
長
じ
て
、
宇
宙
に
つ
い
て
の
問
い
を

脚
本
に
し
、
上
演
す
る
人
に
な
っ
た
。
そ
う
し

な
が
ら
も
、
僕
の
か
ら
だ
は
ど
ん
ど
ん
硬
く
な

っ
て
い
っ
た
。
た
ぶ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と

を
、
言
語
的
に
思
考
し
て
い
た
か
ら
。
僕
の
身

体
は
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
ま
ま
、
思
弁

が
病
的
に
肥
大
し
、
答
え
の
与
え
ら
れ
な
い
そ

の
思
弁
は
恐
怖
を
生
む
か
ら
、緊
張
が
生
ま
れ
、

肩
が
凝
り
、
僕
の
歩
き
方
は
ぎ
こ
ち
な
く
ふ
ら

ふ
ら
に
な
っ
た
。

　

偶
然
演
劇
と
出
会
い
、
役
者
の
身
体
（
そ
の

制
約
と
可
能
性
の
双
方
）
と
出
会
う
こ
と
が
な

か
っ
た
ら
、
ど
う
に
か
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
言
語
だ
け
で
思

考
を
続
け
て
い
た
ら
、
い
つ
か
破
綻
が
来
て
い

た
は
ず
だ
。

　

演
劇
公
演
と
い
う
枠
組
み
が
与
え
ら
れ
、
そ

の
中
で
現
実
的
な
努
力
を
す
る
習
慣
が
で
き
た

か
ら
こ
そ
、
他
者
に
も
、
も
ち
ろ
ん
自
分
に
も

身
体
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
全
身
を
凝
り

固
ま
ら
せ
な
が
ら
も
な
ん
と
か
生
き
て
こ
ら
れ

た
。

　

そ
し
て
成
功
し
た
公
演
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
、
自
分
の
編
み
出
し
た
こ
と
ば
が
他
者
の
身

体
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、し
か
も
そ
の
身
体
が「
歌

っ
て
い
る
」
の
を
目
撃
し
た
と
き
、
意
味
に
縛

ら
れ
苦
し
め
ら
れ
た
僕
の
か
ら
だ
と
心
は
一
挙

に
癒
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
感
覚
は
観
客
と
役
者

に
も
共
有
さ
れ
る
。
た
ぶ
ん
人
間
社
会
に
原
初

的
に
あ
っ
た
、
一
体
化
の
幸
福
。
こ
と
ば
と
意

味
と
身
体
そ
れ
ぞ
れ
が
溶
け
あ
い
、
齟
齬
が
な

い
感
じ
。
光
に
溢
れ
、
そ
れ
で
い
て
地
上
に
足

が
つ
い
た
、
未
来
が
展
望
さ
れ
る
感
じ
…
…
。

　

そ
の
一
瞬
を
得
る
た
め
に
数
か
月
か
け
て
舞

台
は
準
備
さ
れ
、
花
火
み
た
い
に
燃
え
る
。
そ

し
て
そ
の
花
火
の
燃
え
か
す
の
匂
い
の
中
で
、

舞
台
は
片
づ
け
ら
れ
、
ま
た
堂
々
巡
り
の
意
味

的
思
考
に
体
を
硬
く
す
る
日
々
が
続
く
。
そ
の

繰
り
返
し
を
し
て
き
た
。

　

意
味
に
も
、
こ
と
ば
に
も
苦
し
め
ら
れ
る
こ

と
の
な
い
原
初
の
世
界
に
人
間
が
戻
れ
る
と
い

う
な
ら
、
僕
は
そ
れ
に
賛
成
し
て
し
ま
い
か
ね

な
い
。
幼
児
の
王
国
。
プ
レ
・
モ
ダ
ン
。
何
度

も
そ
う
い
う
空
想
を
し
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
舞

台
に
し
て
き
た
。
し
か
し
現
実
の
僕
は
知
っ
て

い
る
。
意
味
か
ら
も
、
こ
と
ば
か
ら
も
、
ひ
と

は
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
ら
ば
、
意
味
の
世
界
の
中
で
と
き
に
こ
と

ば
を
歌
に
近
づ
け
、身
体
と
共
鳴
さ
せ
る
こ
と
。

そ
の
た
め
の
実
用
的
な
知
恵
を
集
め
る
こ
と
。

そ
れ
が
僕
に
残
さ
れ
た
道
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う

つ
も
り
で
、僕
は
今
日
も
授
業
の
準
備
を
す
る
。

　

だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ほ
ん
と
う
は
だ
れ
の
た

め
の
も
の
で
も
な
い
、
自
分
の
た
め
だ
。
自
分

の
身
体
を
救
う
た
め
な
の
だ
。

〔
ほ
り
き
り　

か
ず
ま
さ
〕
１
９
６
０
年
生
ま
れ
。
劇
作

家
・
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
教
員
。
一
方
で
、劇
団「
月

夜
果
実
店
」
を
主
宰
。
岩
波
書
店
『
世
界
』
な
ど
の
編

集
者
を
十
数
年
勤
め
た
の
ち
現
職
。
劇
作
に
『
宇
宙
の

零
下
に
抗
し
て
』『
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ロ
マ
ン
』な
ど
。

著
書
に
『
結
論
を
急
が
な
い
人
の
た
め
の
日
本
国
憲
法
』

（
築
地
書
館
）『
不
適
切
な
オ
ト
ナ
』（
講
談
社
）
な
ど
。

身体を置き忘れた「ことば」
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「
声
の
文
化
」
と
の
出
会
い

　

早
い
も
の
で
沖
縄
に
赴
任
し
て
十
五
年
余
に

な
る
。

　

赴
任
し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
に
は
す
す
き
の
穂

に
し
か
見
え
な
か
っ
た
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
花
が
、

ほ
ん
の
り
紫
が
か
り
風
に
つ
や
や
か
に
揺
れ
る

さ
ま
に
、
沖
縄
な
ら
で
は
の
〝
冬
〞
の
季
節
感

を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
だ
。

　

沖
縄
本
島
最
北
山や
ん
ば
る原

の
辺へ
ん

土と

な名
を
方
言
調
査

の
一
行
に
つ
れ
ら
れ
て
訪
れ
た
。
冬
の
物
静
か

な
集
落
で
、
共
同
売
店
（
昔
風
の
ス
ー
パ
ー
）

に
入
る
と
、
座
り
込
ん
だ
ほ
ろ
酔
い
機
嫌
の
お

ば
ー
（
沖
縄
で
は
年
輩
の
女
性
を
親
し
み
を
こ

め
て
こ
う
呼
ぶ
）
が
、
ふ
い
に
私
た
ち
の
ほ
う

に
向
け
て
即
興
の
言こ
と
ほ祝
ぎ
の
歌
を
朗
々
と
歌
い

出
し
た
。
そ
ば
に
い
た
琉
球
語
研
究
者
の
先
生

に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
歌
か
と
お
聞
き
す
る

と
、
こ
の
地
に
新
し
い
誕
生
を
も
た
ら
す
も
の

を
祝
い
、
迎
え
る
歌
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
地

出
身
の
学
生
と
私
（
そ
の
こ
ろ
は
私
も
若
か
っ

た
！
）を
新
婚
さ
ん
と
ま
ち
が
え
た
お
ば
ー
が
、

う
れ
し
く
な
っ
て
歌
い
出
し
た
の
だ
っ
た
。
す

で
に
あ
る
節
に
の
せ
て
、
生
活
の
折
節
に
湧わ

き

起
こ
る
そ
の
場
の
想
い
を
即
興
で
歌
う
琉
歌
の

「
こ
と
ば
と
か
ら
だ
」

特
集

村
上 

呂
里

琉
球
大
学

「
肝チ
ム

」の
文
化
の

発
信
を
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伝
統
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
そ
の
場
に
ふ
い
に

立
ち
現
れ
た
の
で
あ
る
。
と
ん
で
も
な
い
思
い

違
い
に
よ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
場
に

根
ざ
し
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
私
に
向
け
て
発
せ
ら

れ
た
「
声
の
文
化
」
と
の
出
会
い
、
そ
れ
は
私

の
心
身
を
揺
る
が
す
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

沖
縄
に
お
い
て
は
、
自
分
の
こ
と
ば
で
あ

り
の
ま
ま
に
生
活
を
綴
る
生
活
綴
方
の
伝
統
は

「
微
弱
」（
浅
野
誠
）
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
か

な
い
。
こ
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
私
は
は

た
と
気
づ
い
た
。
そ
う
か
、
琉
球
弧
（
琉
球
諸

島
の
こ
と
）
の
人
び
と
は
折
節
の
あ
り
の
ま
ま

の
想
い
を
綴
る
（
＝
書
く
）
の
で
は
な
く
、
そ

の
場
そ
の
場
で
〝
声
〞
に
発
し
、「
今
・
こ
こ
」

の
存
在
を
〝
歌
〞
に
刻
み
つ
け
、
綴
っ
て
き
た

の
だ
と
…
…
。

 

「
標
準
語
」
と
「
文
字
の
文
化
」
が
厳
し
く
一

体
化
さ
れ
た
近
代
学
校
の
言
語
教
育
と
の
拮き
っ
こ
う抗

の
も
と
に
、
琉
球
弧
の
人
び
と
が
シ
マ
ク
ゥ
ト

バ
に
よ
る
「
声
の
文
化
」
の
伝
統
＝
「
シ
マ
ウ

タ
」
文
化
を
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
に
目
を
ひ

ら
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
号
の
特
集
「
こ
と
ば
と
か
ら
だ
」
に
、
沖

縄
で
出
会
っ
た
「
声
の
文
化
」
と
い
う
切
り
口

か
ら
迫
っ
て
み
た
い
。

「
声
の
文
化
」
と
「
文
字
の
文
化
」

　

こ
こ
で
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
Ｊ
・
オ
ン
グ
ら
に
よ

り
な
が
ら
、「
声オ
ラ
リ
テ
ィ
ー

の
文
化
」
と
「
文リ

テ

ラ

シ

ィ

字
の
文
化
」

の
お
の
お
の
の
特
質
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た

い
。「
声
の
文
化
」
の
性
質
と
し
て
、
オ
ン
グ

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る(

『
声
の
文
化
と
文
字

の
文
化
』
藤
原
書
店
一
九
九
一
に
よ
る)

。

　

身
ぶ
り
、
声
の
抑
揚
、
顔
の
表
情
、
そ
し

て
、
実
際
に
話
さ
れ
る
語
が
つ
ね
に
そ
の
な

か
で
生
じ
る
全
人
間
的
、
実
存
的
な
状
況
を

含
む
の
で
あ
る
。
語
の
意
味
は
、
た
え
ず
現

在
か
ら
発
し
て
い
る
。

　

そ
の
場
に
根
ざ
し
、
た
え
ず
「
今
・
こ
こ
」

の
時
／
地
点
か
ら
、
か
ら
だ
ぐ
る
み
で
意
味
を

生
み
だ
す
「
声
の
文
化
」
は
「
全
人
間
的
、
実

存
的
な
状
況
を
含
む
」
と
い
う
。「
全
人
間
的
、

実
存
的
な
状
況
」
の
重
要
な
要
素
に
は
、
目
の

前
に
い
る
他
者
＝
相
手
と
の
関
係
性
が
あ
り
、

基
本
的
に
対ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

話
的
な
性
質
を
孕は
ら

む
。

　

一
方
「
文
字
の
文
化
」
は
、
い
っ
た
ん
具
体

的
・
生
活
的
・
対
面
的
な
状
況
と
切
り
離
さ
れ

る
た
め
に
、
独モ
ノ
ロ
ー
グ

話
的
と
な
り
や
す
い
。
そ
う
し

た
性
質
は
、
状
況
依
存
的
な
思
考
か
ら
抽
象
的

で
構
成
的
な
思
索
を
可
能
と
し
、
人
類
に
多
大

な
文
化
の
進
展
を
も
た
ら
し
た
。
一
方
で
生
活

と
切
り
離
さ
れ
、
他
者
と
も
孤
絶
し
た
観
念
的

自
己
世
界
を
肥
大
化
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
を

も
孕
ん
で
い
る
。

〔
声
の
文
化
〕

具
体
的
・
生
活
的
・
対
面
的

身
ぶ
り
、
声
の
抑
揚
、
顔
の
表
情
と
と
も
に

か
ら
だ
ぐ
る
み
、
か
ら
だ
に
根
ざ
す

「
今
・
こ
こ
」
の
場
に
根
ざ
す
（
即
興
的
）

対ダ
イ
ア
ロ
ー
グ

話
的

〔
文
字
の
文
化
〕

（
い
っ
た
ん
具
体
的
・
生
活
的
・
対
面
的
な
場
、

か
ら
だ
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
）

抽
象
的
構
成
的
思
索
を
可
能
と
す
る

独モ
ノ
ロ
ー
グ

話
的
・
自
己
内
対
話
的

具
体
的
な
生
活
・
他
者
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

観
念
的
自
己
世
界
が
肥
大
化
す
る
危
険
性

　

近
代
学
校
は
、
成
立
以
来
「
文
字
の
文
化
」

優
位
の
場
で
あ
っ
た
。「
文
字
の
文
化
」
優
位

が
育
ん
だ
「
学
校
知
」
に
対
し
、
見
直
し
が
求

め
ら
れ
て
久
し
い
。
こ
と
ば
の
文
化
の
分
野
で

も
、た
え
ず
「
声
の
文
化
」
と
「
文
字
の
文
化
」

を
行
き
交
い
さ
せ
、
文
字
と
こ
と
ば
に
〝
声
〞

と
〝
か
ら
だ
〞
を
生
き
生
き
と
甦
ら
せ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
決
し
て
「
鍛
錬
」
と
し
て
で
は
な
く
、

子
ど
も
た
ち
の
こ
と
ば
と
か
ら
だ
を
解
き
ほ
ぐ

「肝
チム

」の文化の発信を
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し
、
癒
し
、
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
ば
と
か
ら

だ
を
育
む
た
め
に
…
…
。

『
本
が
死
ぬ
と
こ
ろ
暴
力
が
生
ま
れ
る
』

　

先
日
長
崎
で
起
こ
っ
た
12
歳
少
年
の
幼
児
殺

人
事
件
に
つ
い
て
，
今
の
時
点
で
軽
々
に
論
ず

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
、
こ
の
少
年
は
他

者
の
か
ら
だ
の
痛
み
を
自
ら
の
か
ら
だ
に
共
振

し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
い

う
問
い
の
み
が
重
く
の
し
か
か
る
。「
読
書
好

き
」
で
あ
っ
た
と
い
う
少
年
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

を
見
て
、
つ
ぎ
の
議
論
を
思
い
だ
し
た
。

 

『
本
が
死
ぬ
と
こ
ろ
暴
力
が
生
ま
れ
る
』
と
い

う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
題
名
の
本
が
あ
る
（
バ
リ

ー
・
サ
ン
ダ
ー
ス
、
新
曜
社
一
九
八
八
）。
サ
ン

ダ
ー
ス
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
識
字
＝
読
み
書
き
能
力
は
）
モ
ノ
と
し
て
、

口
承
と
全
く
関
係
な
し
に
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
本
当
の
読
み
書
き
は
、
話

す
こ
と
と
聞
く
こ
と
に
立
ち
戻
っ
て
い
く
大

地
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
母
親
や
そ
の
他
の
他
者
と
の
緊
密

な
関
係
性
の
も
と
に
、
赤
ん
坊
が
「
し
な
や
か

さ
、
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
こ
と
ば
も
、
吸
収
し
て

い
」
き
、「
声
を
獲
得
し
」
て
い
く
、そ
れ
が
「
自

 

「
肝チ
ム

ふ
じ
ー
？
」

 

「
肝
ふ
じ
ー
」
と
は
「
肝
ふ
じ
ゅ
ん
」
の
疑
問

形
。
共
通
語
に
直
せ
ば
、「
満
足
し
た
か
」
と

い
う
意
に
な
る
。
旅
か
ら
帰
っ
て
辞
典
を
ひ
も

と
い
て
み
た
。「
ふ
じ
ゅ
ん
」は「
ふ
ず（
解
ず
）」

の
琉
球
語
。
す
な
わ
ち
「
ほ
ぐ
れ
る
」
と
い
う

意
に
な
る
。「
肝
」
は
「
心
や
情
け
」
の
意
と

あ
る
。「
心
」
が
抽
象
化
の
志
向
を
も
つ
な
ら

ば
、「
肝
」
は
よ
り
か
ら
だ
と
一
体
と
な
り
情

動
ぐ
る
み
含
み
こ
ん
だ
概
念
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。「
肝
が
ほ
ぐ
れ
た
か
」
│
│
そ
の
語
の
成

り
立
ち
を
理
解
し
た
瞬
間
、
私
の
か
ら
だ
は
ふ

わ
り
と
あ
た
た
か
に
包
ま
れ
、
心
身
と
も
に
ま

さ
に
「
ほ
ぐ
れ
る
」
感
覚
が
湧
い
た
。

 

「
肝
」
の
つ
い
た
こ
と
ば
は
、
沖
縄
に
た
く
さ

ん
あ
る
。「
肝チ
ム
グ
リ苦
さ
」（
我
が
身
も
苦
し
い
ほ
ど

か
わ
い
そ
う
で
な
ら
な
い
）「
肝チ
ム
ジ
ュ清
ら
さ
」（
心

根
の
清
ら
か
で
あ
る
さ
ま
）「
肝チ
ム
ガ
ナ愛

さ
」（
い
と

し
く
て
な
ら
な
い
）「
肝チ
ム
フ
ク誇
い
」（
喜
び
）「
肝チ
ム

痛チ
ャ

さ
」（
心
が
痛
ん
で
な
ら
な
い
）
い
ず
れ
も

人
と
人
の
豊
か
な
結
び
つ
き
の
も
と
、
か
ら

だ
か
ら
湧
き
起
こ
り
発
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ

る
。

　

沖
縄
で
も
中
学
生
の
痛
ま
し
い
事
件
が
起
こ

っ
た
。「
開
発
」
に
よ
る
地
域
共
同
体
の
急
激

な
破
壊
と
と
も
に
、「
肝
の
文
化
」
の
急
激
な

「
こ
と
ば
と
か
ら
だ
」

特
集

分
自
身
に
つ
い
て
絶
え
ず
発
見
し
つ
づ
け
る
能

力
を
も
っ
た
人
間
へ
と
変
え
る
活
動
」
と
し
て

の「
本
当
の
読
み
書
き
」の
豊
か
な
土
壌
＝「
識

字
の
『
恵
み
の
母
（alm
a m
ater

）』」
と
な

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
読
み
書
き
を
め
ぐ
る
深
刻
な
歪ひ
ず

み
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
、「
初
等
・
中
等

教
育
が
全
く
新
し
い
役
割
を
果
た
す
必
要
が

あ
」
る
と
し
、「
識
字
の
『
恵
み
の
母
（alm

a 
m
ater

）』」
で
あ
る
口
承
世
界
へ
の
「
は
る
ば

る
戻
る
遠
大
な
回
帰
」
を
主
張
す
る
。

 

「
文
字
の
文
化
」
＝
読
み
書
き
能
力
の
歪
み
を

解
き
ほ
ぐ
し
、「
本
当
の
読
み
書
き
」
と
し
て

い
く
た
め
に
も
、「
声
の
文
化
（
口
承
世
界
）」

の
土
壌
に
絶
え
ず
立
ち
戻
り
、「
文
字
の
文
化
」

と
の
行
き
交
い
を
強
く
意
識
し
た
こ
と
ば
の
学

び
を
創
り
だ
す
こ
と
の
必
要
性
を
、
サ
ン
ダ
ー

ス
の
議
論
は
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

「
肝チ
ム

の
文
化
」
の
発
信
を

　

さ
て
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
こ
と
ば
と
か
ら
だ

の
結
び
つ
き
を
教
え
て
く
れ
た
沖
縄
の
こ
と
ば

の
文
化
を
紹
介
し
た
い
。

　

あ
る
島
を
旅
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
旅

の
終
わ
り
に
あ
る
島シ
マ
ン
チ
ュ人が

私
に
問
う
た
。
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衰
退
と
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。

　

か
つ
て
沖
縄
の
学
校
は
、「
標
準
語
」
教
育

の
中
で
沖
縄
の
こ
と
ば
の
文
化
を「
方
言
罰
札
」

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
厳
し
く
抑
圧
し
た
。
沖

縄
の
地
域
言
語
抑
圧
の
教
育
が
、
沖
縄
の
子
ど

も
た
ち
の
生
活
語
に
、
今
日
に
至
る
ま
で
何
ら

か
の
負
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
今
も
「
肝
の
文
化
」
を
身
の
内
に

育
み
生
き
て
き
た
方
は
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

今
日
は
む
し
ろ
学
校
が
、
地
域
の
人
び
と
と
連

繋
し
合
い
、
こ
と
ば
と
か
ら
だ
と
人
と
の
結
び

つ
き
を
豊
か
に
孕
ん
だ
「
肝
の
文
化
」
の
復
権

と
継
承
の
学
び
を
創
造
し
、
さ
ら
に
は
「
肝
の

文
化
」
を
全
国
へ
発
信
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
沖
縄
に
限
ら
ず
た
と
え
都
会
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、「
声(

口
こ
と
ば
＝
生
活
語
）

の
文
化
」
圏
に
は
、
地
域
の
こ
こ
か
し
こ
に
、

生
活
世
界
に
根
を
降
ろ
し
、
こ
と
ば
と
か
ら
だ

の
結
び
つ
き
を
豊
か
に
孕
み
、
人
と
人
と
の
ふ

れ
合
い
の
も
と
に
育
ま
れ
た
生
活
語
文
化
が
き

っ
と
息
づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

 

「
伝
え
合
う
力
」
の
源
泉
は
、
き
っ
と
市
井
の

人
び
と
が
育
ん
で
き
た
生
活
語
文
化
の
中
に
豊

か
に
見
い
だ
し
得
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

他
者
や
世
界
と
の
関
係
性
が
い
っ
こ
う
に
見

え
て
こ
な
い
、
情
報
化
社
会
に
お
け
る
大
量
の

一
方
通
行
的
無
機
質
な
こ
と
ば
の
洪
水
に
抗
す

る
た
め
に
も
、
一
人
ひ
と
り
固
有
の
生
活
史
と

折
節
の
想
い
の
こ
も
っ
た
こ
と
ば
の
力
を
掘
り

起
こ
す
学
び
を
地
道
に
重
ね
る
中
で
、
肝
か
ら

他
者
の
痛
み
を
感
じ
、
肝
か
ら
他
者
を
思
い
や

る
こ
と
ば
を
育
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
願
う
。

〝
声
〞と
〝
か
ら
だ
〞を

と
り
も
ど
す
学
び
を

　

こ
と
ば
に〝
声
〞
と〝
か
ら
だ
〞
を
と
り
も
ど

す
い
く
つ
か
の
学
び
を
提
案
し
て
終
わ
り
た
い
。

①
〝
声
〞
と
〝
か
ら
だ
〞
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

　

竹
内
敏
晴
氏
に
よ
る
、
こ
と
ば
を
、
か
ら
だ

の
次
元
か
ら
「
劈ひ
ら

く
」
試
み
は
広
く
知
ら
れ
る
。

時
に
机
を
動
か
し
、
相
手
に
〝
声
〞
を
届
か
せ

る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
互
い
に
相
手
の
こ
と
ば

に
〝
聴
き
入
る
〞
対
話
の
レ
ッ
ス
ン
、
群
読
、

小
演
劇
な
ど
、
他
者
に
向
か
っ
て
〝
声
〞
を
劈

き
、他
者
の
〝
声
〞
を
聴
き
、他
者
と
共
に
〝
声
〞

を
響
き
合
わ
す
基
礎
レ
ッ
ス
ン
を
折
節
に
位
置

づ
け
た
い
。

②
〈
場
の
芸
術
〉
と
し
て
の
本
（
文
字
）
の
世
界

の
学
び
を

　

個
的
で
内
省
的
な
読
書
も
も
ち
ろ
ん
大
切
だ

が
、
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
や
読
み
聞
か
せ
（
で
き
れ

ば
学
童
や
子
ど
も
図
書
館
へ
出
か
け
て
〝
実
の

場
〞
を
設
定
し
た
い
）、
詩
の
ボ
ク
シ
ン
グ
や

群
読
な
ど
の
活
動
を
企
画
し
実
践
し
た
い
。
か

ら
だ
ぐ
る
み
で
こ
と
ば
の
リ
ズ
ム
を
楽
し
ん
だ

り
、
登
場
人
物
に
な
っ
て
そ
の
想
い
や
感
覚
を

か
ら
だ
ぐ
る
み
体
験
し
た
り
、
本
の
世
界
を
文

字
に
閉
じ
込
め
ず
、〝
声
〞
に
ひ
ら
き
、
他
者

と
の
か
か
わ
り
の
も
と
に
あ
る
〈
場
の
芸
術
〉

と
し
て
の
読
書
の
学
び
を
つ
く
り
た
い
。

③
聞
き
書
き
ー
生
活
語
文
化
と
の
出
会
い
と
意

識
化
の
学
び
を

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
学
び
を
と
お
し
て
、
相
手

の
仕
事
や
生
活
に
根
ざ
し
た
生
活
語
文
化
と
出

会
い
、
そ
の
〝
声
〞
と
〝
間
〞
に
こ
と
ば
に
で

き
ぬ
想
い
を
感
じ
と
り
、
語
り
口
に
生
活
史
を

読
み
取
り
、
生
活
と
こ
と
ば
の
結
び
つ
き
を
意

識
化
す
る
学
び
を
つ
く
り
だ
し
た
い
。
地
域
や

仕
事
に
根
ざ
し
た
生
活
語
辞
典
、
例
え
ば
「
お

ば
ー
語
」辞
典
づ
く
り
も
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
。

「肝
チム

」の文化の発信を

〔
む
ら
か
み　

ろ
り
〕
琉
球
大
学
助
教
授
。
地
域
の
言

語
文
化
と
近
代
学
校
と
の
関
係
性
を
研
究
中
。
今
年
か

ら
は
ベ
ト
ナ
ム
少
数
民
族
地
域
に
出
か
け
、
言
語
教
育

研
究
を
行
う
予
定
。
ベ
ト
ナ
ム
行
き
が
楽
し
み
。
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実
情

　

こ
の
仕
事
を
し
て
い
れ
ば
、
ほ
ぼ
毎
日
の
よ

う
に
経
験
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

朝
の
学
活
で
担
任
が
生
徒
に
連
絡
を
す
る
。

「
今
日
は
三
時
か
ら
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。」
そ

し
て
学
活
が
終
わ
る
と
生
徒
が
や
っ
て
く
る
。

「
先
生
、
今
日
、
委
員
会
あ
り
ま
す
か
？
」

　

私
は
が
っ
く
り
と
崩
れ
落
ち
、
そ
し
て
こ
う

言
う
。

 

「
そ
れ
は
さ
っ
き
言
っ
た
で
し
ょ
！
」

　

教
師
に
な
っ
て
十
六
年
め
。
こ
ん
な
状
況
は

初
任
の
こ
ろ
と
比
べ
る
と
増
加
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

き
っ
か
け

　

今
振
り
返
る
と
、
九
年
前
の
教
科
会
が
ス
タ

ー
ト
だ
っ
た
。
先
輩
が
「
ね
え
。
静
か
に
聞
い

て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
生
徒
が
話
を
聞

い
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
ん
だ
け
れ
ど
…
…
」

他
の
国
語
科
の
三
人
が
う
な
ず
く
。
先
輩
が
続

け
る
。「
そ
こ
で
、
定
期
テ
ス
ト
の
と
き
に
、

聞
き
取
り
テ
ス
ト
を
や
っ
て
み
よ
う
と
思
う
ん

だ
け
れ
ど
。」
三
人
は
、
ま
た
う
な
ず
い
た
。

み
ん
な
同
じ
思
い
だ
っ
た
。

手
探
り

　

素
晴
ら
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
と
思
い
、
力
を
入

れ
て
「
さ
あ
、
や
る
ぞ
！
」
と
思
っ
た
の
も
束

の
間
、
お
手
本
が
な
い
。
今
で
は
横
浜
市
も
診

断
テ
ス
ト
で
聞
き
取
り
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
い

る
が
、
九
年
前
で
は
、
聞
い
た
こ
と
も
な
い
。

　

自
分
の
経
験
を
振
り
返
っ
て
も
、
あ
ま
り
音

声
言
語
に
時
間
を
割
い
た
こ
と
が
な
い
。
英
語

科
が
昔
か
ら
実
施
し
て
い
る
が
、
国
語
科
と
し

て
考
え
る
と
ピ
ン
と
こ
な
い
。
書
店
に
行
っ
て

も
、
あ
ま
り
資
料
が
な
い
。
自
分
た
ち
で
考
え

る
し
か
な
か
っ
た
。ネ

タ
探
し

　

と
に
か
く
短
い
文
章
を
聞
か
せ
、
そ
の
内
容

に
関
す
る
い
く
つ
か
の
質
問
を
考
え
よ
う
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
日
か
ら
文
章
探
し
が
始
ま
っ
た
。
教
科

書
、
学
校
の
図
書
室
、
地
域
の
図
書
館
、
新
聞

や
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
な
ど
、
と
に
か
く

使
え
そ
う
な
も
の
を
集
め
た
。
そ
の
中
で
何
回

か
参
考
に
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
が
、
日
本
語
を

学
ん
で
い
る
外
国
人
の
教
科
書
で
あ
っ
た
。
な

る
ほ
ど
そ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
も
英
語
を

習
い
、
聞
き
取
り
テ
ス
ト
を
受
け
て
き
た
。
同

「
そ
れ
は
さ
っ
き

言
っ
た
で
し
ょ
！
」

│
聞
く
力
を
育
て
る
│　

和
田 

裕横浜市立釜利谷中学校

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら
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じ
発
想
で
あ
る
。
単
に
聞
き
取
っ
た
中
に
答
え

が
そ
の
ま
ま
あ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
こ
と
ば

の
意
味
か
ら
推
測
し
て
答
え
る
問
題
な
ど
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
や
す
か
っ
た
。他
に
は
、

学
習
材
や
指
導
書
の
作
者
の
こ
と
ば
な
ど
も
使

っ
た
。
作
者
の
考
え
が
別
の
こ
と
ば
で
伝
わ
る

の
で
、
学
習
が
深
ま
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ

　

作
問
が
終
わ
る
と
、
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ

る
。
当
日
の
生
放
送
で
は
何
か
あ
っ
た
場
合
に

対
処
で
き
な
い
の
で
録
音
す
る
し
か
な
い
。

　

生
徒
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
放
送
室
に

入
り
、｢

少
し
で
も
楽
し
く｣

と
、「
踊
る
大
捜

査
線
」
の
テ
ー
マ
曲
を
初
め
と
終
わ
り
に
入
れ

て
原
稿
を
読
ん
だ
。
設
問
は
放
送
で
は
言
わ
ず

に
、
問
題
用
紙
に
書
い
た
。
設
問
も
聞
き
取
ら

せ
た
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
う
す
る
と
か
な
り
時

間
が
か
か
り
、
聞
き
取
り
以
外
の
問
題
を
解
く

時
間
が
不
足
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
っ
た
の
で
こ

う
し
た
の
で
あ
る
。
て
い
ね
い
過
ぎ
る
と
は
思

っ
た
が
、
二
回
読
む
こ
と
に
し
た
。
一
回
目
は

ゆ
っ
く
り
、
二
回
目
は
や
や
早
目
に
読
ん
だ
。

テ
ス
ト
当
日

　

問
題
は
、
学
年
ご
と
に
違
う
た
め
、
時
間
差

を
つ
け
て
放
送
室
か
ら
流
す
。
各
階
ご
と
に
放

送
す
る
や
り
方
を
前
日
に
教
え
て
も
ら
い
、
い

よ
い
よ
本
番
で
あ
る
。

　

朝
の
打
ち
合
わ
せ
で
、
担
任
に
教
室
の
ボ
リ

ュ
ー
ム
を
最
大
に
し
て
お
く
こ
と
を
お
願
い
し

た
。
放
送
時
に
は
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
チ
ェ
ッ
ク
を

す
る
た
め
、
各
階
に
国
語
科
が
待
機
し
、
放
送

室
の
窓
に
向
か
っ
て｢

〇｣｢

小
さ
い｣｢

大
き

い｣

な
ど
の
サ
イ
ン
を
送
っ
て
も
ら
う
。
細
か

い
こ
と
に
気
を
配
り
、
ミ
ス
の
な
い
よ
う
に
し

た
。

　

保
健
室
受
験
の
生
徒
が
い
る
か
ど
う
か
の
確

認
も
重
要
で
あ
る
。
保
健
室
受
験
が
二
学
年
以

上
の
場
合
は
、
ラ
ジ
カ
セ
持
参
で
そ
れ
ぞ
れ
行

う
。（
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
）

結
果
と
生
徒
の
反
応

　

一
回
目
は
、
か
な
り
易
し
く
し
た
の
で
、
ほ

と
ん
ど
の
生
徒
が
満
点
だ
っ
た
。（
五
問
×
二

点
で
、
計
十
点
）
二
回
目
か
ら
は
少
し
難
易
度

を
上
げ
、
平
均
七
〜
八
点
く
ら
い
の
レ
ベ
ル
で

つ
く
り
続
け
た
。

　

生
徒
に
は
好
評
だ
っ
た
。
事
前
に
勉
強
す
る

必
要
が
な
く
、
気
を
付
け
て
聞
い
て
い
れ
ば
あ

る
程
度
の
点
が
取
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。（
こ

ち
ら
の
趣
旨
と
ず
れ
る
点
も
あ
る
が
…
…
）

　

ま
た
、
毎
回
テ
ー
マ
音
楽
を
変
え
る
た
め
、

「
今
度
は
何
の
曲
か
」
と
楽
し
み
に
し
て
い
る

生
徒
も
い
た
。（
余
談
だ
が
、
塾
は
対
策
が
立

て
ら
れ
な
い
こ
の
聞
き
取
り
テ
ス
ト
に
は
苦
労

し
て
い
た
と
か
、
い
な
い
と
か
）

課
題

　

九
年
間
続
け
た
聞
き
取
り
テ
ス
ト
で
、
当
初

の
ね
ら
い
が
達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
。
こ
の
取

り
組
み
の
結
果
、
全
生
徒
が
注
意
深
く
聞
き
取

る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
残
念
な
が
ら

そ
う
は
言
え
な
い
。
た
だ
、
集
中
し
て
話
を
聞

く
力
、
大
切
だ
と
思
う
こ
と
を
メ
モ
し
な
が
ら

聞
く
能
力
は
鍛
え
ら
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。

　

興
味
を
も
っ
た
方
は
試
し
て
み
る
と
何
か
が

見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

〔
わ
だ　

ひ
ろ
し
〕
神
奈
川
県
横
浜
市
立
釜
利
谷
中

学
校
教
諭
。
教
育
基
本
法
・「
愛
国
心
」・
犯
罪
の
低

年
齢
化
・
物
が
豊
か
で
心
が
貧
し
い
な
ど
を
気
に
し

な
が
ら
、
愛
す
べ
き
生
徒
た
ち
と
奮
闘
す
る
毎
日
を

送
っ
て
い
る
。
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１
．
は
じ
め
に

　

国
語
科
教
室
の
中
で
「
自
分
の
考
え
や
思
い

を
文
章
に
書
こ
う
」
と
い
う
と
、「
書
け
な
い
。

何
を
書
い
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。」
と
い

う
生
徒
の
姿
が
多
い
こ
と
を
聞
く
。
し
か
し
、

学
校
生
活
や
国
語
科
学
習
で
「
書
か
ざ
る
を
え

な
い
」
よ
う
な
必
然
性
の
あ
る
学
習
材
に
直
面

し
た
と
き
、
子
ど
も
は
「
書
く
こ
と
」
に
全
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
傾
け
る
。

　

そ
れ
を
実
感
し
た
の
は
、
卒
業
式
の
と
き
、

各
教
室
に
掲
示
さ
れ
た
子
ど
も
か
ら
保
護
者
に

あ
て
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
の

こ
と
だ
っ
た
。一
語
一
語
て
い
ね
い
な
文
字
で
、

「
十
五
歳
の
リ
ン
ゴ
た
ち
で
す
。
こ
ん
な
に
大

き
く
実
り
ま
し
た
。
一
つ
ず
つ
も
ぎ
と
っ
て
読

ん
で
く
だ
さ
い
。」
と
書
か
れ
た
生
徒
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
、
真
剣
な
眼
差
し
で
見
る
保
護
者
の

瞳
か
ら
涙
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。

　

一
枚
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
込
め
ら
れ
た
生
徒
の

こ
こ
ろ
、
何
よ
り
も
こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
の
深
い

結
び
つ
き
を
、
国
語
科
の
教
師
と
し
て
感
じ
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
と
ば
と

こ
こ
ろ
が
深
く
結
び
つ
く
「
学
び
の
場
」
こ
そ

国
語
科
学
習
で
あ
り
、「
書
く
こ
と
」
は
互
い

に
こ
こ
ろ
を
伝
え
合
う
こ
と
だ
と
実
感
し
た
。

２
．
本
の
前
書
き
を
書
く

│
相
手
に
的
確
に
伝
わ
る
よ
う
な
要
約
を
し
よ
う
│

　

一
年
生
で
単
元
に
よ
る
実
践
を
行
っ
た
。
テ

ー
マ
は
「
本
の
前
書
き
を
書
く
│
相
手
に
的
確

に
伝
わ
る
よ
う
な
要
約
を
し
よ
う
│
」で
あ
る
。

学
習
指
導
要
領
で
は
、
論
理
的
思
考
力
の
育
成

に
か
か
わ
っ
て
、「
要
約
力
」
を
育
て
る
指
導

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
生
活
で
も

目
的
や
必
要
に
応
じ
て
、
要
約
す
る
力
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
国
語
科
で

は
、
分
析
力
や
総
合
力
が
問
わ
れ
論
理
的
思
考

力
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
要
約
に
、
な
か
な
か

新
し
い
指
導
法
を
見
い
だ
せ
ず
に
い
た
。

　

そ
ん
な
お
り
、
大
野
晋
氏
の
『
日
本
語
練
習

帳
』
に
出
会
っ
た
。
こ
の
本
に
は
、
文
章
の
骨

格
を
つ
か
む
た
め
に
は
ま
ず
、「
地
図
を
縮
尺

す
る
よ
う
に
、
文
章
全
体
を
縮
約
し
て
ま
と
め

る
」
こ
と
、
そ
し
て
、
次
に
「
文
章
そ
の
も
の

を
読
み
手
が
作
り
か
え
る
要
約
を
行
う
こ
と
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
私
は
「
要
約
」
の
学
習
目

的
や
必
然
性
を
生
徒
が
強
く
意
識
し
、「
縮
約
」

を
手
が
か
り
に
し
て
、
要
約
へ
と
向
か
う
過
程

や
手
だ
て
を
習
得
す
れ
ば
要
約
力
が
身
に
付
く

の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
以
下
の
よ
う
な
項
目

に
ポ
イ
ン
ト
を
お
い
て
実
践
を
行
っ
た
。

こ
と
ば
と

こ
と
ば
、

こ
と
ば
と

こ
こ
ろ
を
結
ん
で

│
要
約
文
の
指
導
│　

武
田　

祐
子福岡市立箱崎清松中学校

書
く
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら
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■
「
要
約
力
」
を
つ
け
る
過
程
と
ポ
イ
ン
ト

①
「
要
約
し
た
い
」
と
思
え
る
魅
力
あ
る
学
習

材
（
題
材
等
）
を
選
定
す
る
こ
と
。

②
要
約
す
る
目
的
や
必
要
性
な
ど
を
、
明
確
に

か
つ
、
具
体
的
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
。

③
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
り
辞
書
を
引
く
な
ど
、「
縮

約
す
る
」
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
る
こ
と
。

④
論
旨
や
要
点
を
明
確
に
す
る
な
ど
、「
要
約

す
る
」
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
る
こ
と
。

⑤
他
の
資
料
と
読
み
比
べ
し
、
文
章
を
再
構
成

す
る
こ
と
。

⑥
で
き
あ
が
っ
た
も
の
を
、
学
校
生
活
等
で
積

極
的
に
活
用
す
る
こ
と
。

３
．
実
践
と
生
徒
の
姿
か
ら

■
魅
力
あ
る
学
習
材
と
、
要
約
す
る
目
的
や
必

要
性
に
つ
い
て

　

今
回
は
、「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り
の
キ
キ
」

を
学
習
材
と
し
て
用
い
た
。
文
章
の
長
さ
が
適

切
で
あ
り
、
子
ど
も
の
目
の
高
さ
で
書
か
れ
て

い
て
、
引
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
文
章
に
目
を
や

る
生
徒
の
姿
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

初
読
後
、
本
の
前
書
き
を
書
き
、
新
一
年
生

に
紹
介
す
る
と
い
う
学
習
の
流
れ
を
説
明
し
、

書
く
こ
と
の
目
的
と
必
要
性
を
意
識
さ
せ
た
。

ま
た
要
約
文
を
書
い
た
あ
と
、
教
師
側
の
パ
ソ

コ
ン
ソ
フ
ト
で
作
っ
た
要
約
文
と
生
徒
の
要
約

文
を
比
べ
読
み
さ
せ
、
推
敲
に
役
立
て
た
。

■
学
習
を
終
え
て
の
生
徒
の
感
想

○
「
人
Ｖ
Ｓ
パ
ソ
コ
ン
」
の
要
約
比
べ
を
行
っ

た
。
ぼ
く
た
ち
が
書
い
た
要
約
文
と
、
パ
ソ
コ

ン
の
要
約
文
を
読
み
比
べ
た
の
だ
。ぼ
く
は「
パ

ソ
コ
ン
に
か
な
う
は
ず
が
な
い
」
と
考
え
た
。

頭
を
悩
ま
せ
て
文
字
と
格
闘
し
た
一
時
間
を
、

パ
ソ
コ
ン
は
何
十
秒
で
要
約
す
る
。
し
か
し
、

結
果
は
意
外
な
も
の
だ
っ
た
。
パ
ソ
コ
ン
の
要

約
は
、
文
章
の
中
の
こ
と
ば
し
か
使
え
な
い
た

め
、語
句
と
語
句
の
つ
な
が
り
が
「
つ
ぎ
は
ぎ
」

だ
ら
け
だ
。
ぼ
く
た
ち
の
要
約
文
は
ひ
と
味
違

う
。
辞
書
で
語
句
を
調
べ
て
、
ほ
か
の
こ
と
ば

に
置
き
換
え
た
り
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
構
成

を
換
え
た
り
し
て
い
る
の
で
読
み
や
す
い
し
、

内
容
も
正
確
だ
。
今
日
の
学
習
で
、
書
く
こ
と

の
コ
ツ
が
わ
か
っ
た
気
が
す
る
。

４
．
学
校
生
活
に
生
か
す

　

完
成
し
た
要
約
文
は
、
司
書
教
諭
の
ご
協
力

に
よ
り
、
読
書
コ
ー
ナ
ー
に
推
薦
図
書
の
前
書

き
と
し
て
掲
示
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
こ
の

学
習
を
基
礎
・
基
本
と
し
て
、
発
展
学
習
と
し

て
図
書
室
で
各
自
が
興
味
・
関
心
の
あ
る
本
を

探
し
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
集
を
つ
く
っ
た
。

　

今
後
は
図
書
室
に
常
設
し
、
新
一
年
生
が
自

由
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
計
画
し
て
い
る
。

■
学
習
を
終
え
て
の
生
徒
の
感
想

〇
自
分
が
苦
労
し
て
作
っ
た
要
約
文
を
、「
こ

の
前
書
き
な
ら
、
買
い
た
く
な
る
ね
」
と
認
め

て
く
れ
た
友
達
の
こ
と
ば
に
励
ま
さ
れ
、
わ
た

し
は
発
展
学
習
「
モ
モ
」
の
本
の
帯
と
前
書
き

を
つ
く
り
終
え
ま
し
た
。

　

今
ま
で
読
書
と
は
読
む
こ
と
だ
け
だ
と
考
え

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
度
の
学
習
で
正
確

に
ま
と
め
て
書
く
こ
と
、
正
確
に
伝
え
る
こ
と

に
難
し
さ
と
や
り
が
い
を
感
じ
ま
し
た
。

　

５
．
終
わ
り
に

　

こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
が
結
び
つ
い
た
と
き
、
こ

と
ば
へ
の
こ
だ
わ
り
が
生
ま
れ
、
一
語
の
重

さ
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
卒
業
生

と
保
護
者
で
交
わ
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う

に
、
私
も
こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
が
深
く
結
び
つ
き

伝
え
合
う
よ
う
な
国
語
教
室
を
目
指
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

〔
た
け
だ 

ゆ
う
こ
〕
福
岡
市
立
箱
崎
清
松
中
学
校
教

諭
。
福
岡
市
中
学
校
国
語
研
究
会
研
究
部
長
。
福
岡

市
教
育
委
員
会
「
基
底
教
育
計
画
」「
中
学
校
評
価

事
例
集
」
の
作
成
に
携
わ
り
、
実
践
と
授
業
検
証
を

行
っ
て
い
る
。
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一　

教
科
書
を
つ
く
ろ
う

　

自
ら
進
ん
で
、
意
欲
的
に
、
興
味
・
関
心
を

も
っ
て
「
読
む
」
活
動
に
取
り
組
ま
せ
る
た
め

に
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

　

生
徒
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分
に
と
っ
て
学
び

が
い
の
あ
る
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
仲
間
と
い

っ
し
ょ
に
学
び
た
い
と
思
う
も
の
、
そ
う
し
た

作
品
を
生
徒
た
ち
が
探
し
出
し
て
、
学
習
材
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
た
ち

で
探
し
て
き
た
、
身
近
で
、
親
し
み
や
す
く
、

自
分
な
り
の
「
こ
だ
わ
り
」
が
あ
る
も
の
な
ら
、

そ
の
学
習
材
は
自
分
の
も
の
と
な
り
、
文
字
や

語
句
も
含
め
て
、
そ
こ
に
も
と
も
と
含
ま
れ
て

い
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
は
余
す
と
こ
ろ
な
く
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

 

「
教
科
書
を
つ
く
ろ
う
」
と
い
う
学
び
は
、
こ

う
し
た
考
え
か
ら
始
ま
っ
た
。

 

「
教
科
書
づ
く
り
」
は
、
ま
ず
学
習
材
自
体
を

各
自
で
選
定
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
最
終
的

に
は
で
き
あ
が
っ
た
自
作
「
教
科
書
」
で
、
各

自
が
授
業
ス
タ
イ
ル
の
発
表
会
を
行
う
。

　

こ
の
よ
う
な
一
連
の
学
習
過
程
の
中
で
、
生

徒
一
人
ひ
と
り
に
読
む
力
・
伝
え
合
う
力
・
自

己
教
育
力
・
メ
タ
認
知
能
力
等
の
力
を
身
に
付

け
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

二　

教
科
書
づ
く
り
に
つ
い
て

①
学
習
材
の
選
定
に
あ
た
っ
て

　

以
下
の
点
に
留
意
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

ア　

学
習
材
が
、
自
分
に
と
っ
て
学
び
が
い
が

あ
り
、
親
し
み
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
。

イ　

学
習
材
が
、
学
級
の
仲
間
と
学
び
合
え
る

要
素
を
も
っ
て
い
る
か
。（
つ
ま
り
、
他
者

の
視
点
か
ら
学
習
材
を
と
ら
え
直
す
こ
と

と
、「
こ
と
ば
の
学
び
」
の
視
点
か
ら
学
習

材
を
吟
味
す
る
。
自
作
教
科
書
で
「
授
業
」

す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
）

②
教
科
書
づ
く
り
の
実
際

展
開
計
画
（
全
12
時
間
扱
い
）

●
第
１
〜
２
時
│
教
科
書
に
な
る
学
習
材（
詩
・

小
説
・
論
説
等
）
の
選
定
。
選
定
終
了
次
第
、

次
時
の
学
習
に
進
む
。

《
生
徒
の
選
材
事
例
》

・
蜘
蛛
の
糸
・
よ
だ
か
の
星
・
ツ
ェ
ね
ず
み
・

ア
ン
ネ
の
日
記
・
ガ
ラ
ス
の
う
さ
ぎ　

ほ
か

《
選
材
理
由
》
想
像
し
や
す
か
っ
た
か
ら
・
感

動
し
た
か
ら
・
み
ん
な
に
も
考
え
て
も
ら
い
た

か
っ
た
か
ら　

な
ど

●
第
３
〜
８
時
│
学
習
材
の
文
字
を
パ
ソ
コ
ン

を
使
っ
て
入
力
。
挿
絵
・
著
者
紹
介
・
新
出

漢
字
・「
学
習
の
手
引
き
」
の
作
成
。

教
科
書
を
つ
く
ろ
う

│
自
作
学
習
材
づ
く
り
を

と
お
し
て
読
み
込
む

屋
代 

健
治千葉市立打瀬中学校

読
む
こ
と

学
びの
部
屋
か
ら
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《
作
品
を
つ
く
り
終
え
た
あ
と
の
感
想
》

◇
初
め
は
パ
ソ
コ
ン
を
使
う
の
が
嫌
で
嫌
で
し

か
た
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
や
っ
て
み
る
と
お

も
し
ろ
く
、
す
ご
く
楽
し
み
に
な
り
ま
し
た
。

◇
ま
ず
本
を
探
す
の
が
楽
し
か
っ
た
。
自
分
で

文
章
を
打
っ
て
い
る
と
話
が
よ
く
わ
か
る
し
、

出
て
く
る
人
の
心
情
が
と
て
も
よ
く
わ
か
る
よ

う
な
気
が
し
た
。

◇
本
に
よ
っ
て
は
難
し
い
漢
字
も
出
て
く
る

し
、
め
っ
た
に
使
わ
な
い
読
み
方
も
出
て
き
て

勉
強
に
な
っ
た

◇
「
学
習
の
手
引
き
」
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い

授
業
に
な
る
か
考
え
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え

が
出
て
き
て
ま
と
め
る
の
が
大
変
だ
っ
た
。
何

回
も
何
回
も
読
み
直
し
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
話

を
覚
え
て
し
ま
っ
た
く
ら
い
で
す
。

◇
自
分
で
想
像
し
て
い
た
以
上
の
も
の
が
で
き

た
。「
学
習
の
手
引
き
」
も
教
科
書
の
も
の
を

た
だ
利
用
す
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
先

生
と
議
論
し
て
い
き
、
教
科
書
と
違
う
手
引
き

が
で
き
た
の
で
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。

《「
学
習
の
手
引
き
」
の
例
》

◇
二
つ
の
詩
を
読
ん
で
、
思
い
浮
か
ぶ
情
景
を

班
で
話
し
合
い
、
絵
に
描
い
て
み
よ
う
。

◇
次
の
お
題
を
参
考
に
歌
を
詠
ん
で
み
よ
う
。

「
紅
葉
」「
風
」「
月
」「
苺
」「
春 

夏 

秋 

冬
」

＊
生
徒
は
「
教
科
書
づ
く
り
」
に
意
欲
的
に
取

り
組
み
、
学
習
材
を
何
回
も
読
み
返
し
、
文
章

を
正
確
に
理
解
し
よ
う
と
し
、
こ
と
ば
を
よ
く

見
つ
め
こ
と
ば
の
も
つ
意
味
を
と
ら
え
な
が
ら

作
業
を
し
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
た
。

●
第
９
〜
12
時
│
３
、４
班
に
分
か
れ
て
、
発

表
会（
授
業
）を
行
う
。（
発
表
者
は
、あ
ら
か

じ
め
班
で
話
し
合
い
、
略
案
形
式
の
発
表
手

順
表
を
作
成
し
、
発
表
授
業
に
の
ぞ
ん
だ
。）

【
発
表
会
（
授
業
）
手
順
例
】

〈
は
じ
め
〉・
黒
板
に
は
っ
て
あ
る
絵
を
見
て
、 

感
想
や
意
見
を
も
つ
。

〈
な
か
〉・
黒
板
に
は
ら
れ
て
い
る
絵
が
、
ど
の

詩
の
も
の
か
発
表
す
る
。

・
班
ご
と
に
、
絵
に
対
す
る
意
見
や
感
想
を
発

表
す
る
。

・
発
表
者
自
身
が
製
作
し
た
絵
を
見
て
、
感
想

や
意
見
を
述
べ
る
。

〈
お
わ
り
〉・
発
表
会
感
想
プ
リ
ン
ト
記
入
。

《
発
表
者
の
感
想
及
び
発
表
会
後
の
感
想
》

◇
時
間
が
ぴ
っ
た
り
で
よ
か
っ
た
。
み
ん
な
話

し
合
う
と
き
は
話
し
合
い
、
聞
く
と
き
に
は
聞

い
て
く
れ
て
よ
か
っ
た
。

◇
細
か
く
言
わ
れ
る
と
「
あ
、
ほ
ん
と
だ
」
と

思
え
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

◇
み
ん
な
の
意
見
を
聞
く
と
、
へ
え
ー
こ
ん
な

と
ら
え
方
も
あ
る
ん
だ
と
思
っ
た
。

＊
授
業
ス
タ
イ
ル
の
発
表
会
に
つ
い
て
の
生
徒

の
感
想
や
活
動
か
ら
、
各
自
が
も
っ
て
い
た
イ

メ
ー
ジ
を
意
欲
的
に
交
換
し
合
い
、
自
分
以
外

の
人
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
を
知
り
、

自
分
の
糧
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

ま
た
、
自
分
で
作
り
上
げ
た
作
品
を
公
開
し
、

他
者
の
反
応
を
知
り
、
自
己
の
思
い
を
修
正
・

深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
そ
し

て
さ
ら
に
、
他
者
の
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
よ

り
、
自
分
の
知
ら
な
か
っ
た
文
種
に
興
味
を
も

つ
こ
と
が
で
き
、
全
体
の
活
動
か
ら
メ
タ
認
知

能
力
も
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

三　

終
わ
り
に

　

今
回
の
「
教
科
書
づ
く
り
」
を
と
お
し
て
、

生
徒
一
人
ひ
と
り
が
学
習
材
を
、
読
み
、
書
き
、

な
ぞ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
と
ば
を
か
み
し
め
読

み
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
発
表
授
業
を

と
お
し
て
、
各
自
の
感
動
が
、
広
が
り
、
伝
わ

り
、高
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

〔
や
し
ろ　

け
ん
じ
〕
千
葉
市
立
打
瀬
中
学
校
教
諭
。

共
著
に
『
総
合
的
な
学
習
を
支
え
る
学
校
図
書
館
』

全
国
Ｓ
Ｌ
Ａ
、『
総
合
的
な
学
習
の
評
価
』
明
治
図

書
な
ど
。
現
在
は
、
心
身
の
発
達
と
学
習
の
過
程
を

研
究
中
。
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一
、
ま
ず
は
興
味
関
心
を

 

「
先
生
、
僕
ら
が
住
ん
で
る
所
に
、
こ
ん
な
お

も
ろ
い
話
が
残
っ
て
る
ん
や
な
あ
。
知
ら
ん
か

っ
た
わ
。」
三
年
生
の
古
典
の
授
業
の
導
入
で

『
雨
月
物
語
』
の
「
夢
応
の
鯉
魚
」
を
紹
介
し

た
あ
と
、
数
名
の
生
徒
が
発
し
た
こ
と
ば
で
あ

る
。
日
ご
ろ
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
な
じ
み

の
な
い
古
典
だ
が
、こ
の
よ
う
な
「
面
白
い
話
」

に
は
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
し
、
そ
の
話
の
舞
台

が
郷
土
で
あ
れ
ば
さ
ら
に
興
味
は
深
ま
る
。
そ

こ
で
、
郷
土
に
伝
わ
る
古
典
を
再
発
見
す
る
中

で
、
古
典
を
も
っ
と
読
み
た
い
、
古
典
の
お
も

し
ろ
さ
を
語
り
合
い
た
い
と
い
う
思
い
を
高
め

る
課
題
解
決
学
習
を
設
定
し
た
。

二
、「
古
典
を
味
わ
う
」
学
習
の
流
れ

　

１　

単
元
指
導
計
画
（
全
一
九
時
間
）

○
学
習
目
標

　

昔
と
今
と
で
変
わ
っ
た
も
の
、
変
わ
ら
な
い

も
の
を
見
つ
け
よ
う

①
教
科
書
教
材
を
学
習
し
、
古
文
の
基
礎
、
古

人
の
人
生
観
、
芸
術
観
を
知
る
。

②
地
域
に
残
る
古
典
を
調
べ
る
。

③
昔
と
現
代
と
で
変
わ
っ
た
こ
と
変
わ
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
追
求
す
る
た
め
の
学
習
課
題
を

練
り
上
げ
る
。

④
自
分
の
学
習
課
題
に
応
じ
た
学
習
計
画
、
学

習
形
態
を
考
え
、
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

⑤
自
分
の
学
習
課
題
を
追
求
す
る
。

⑥
中
間
発
表
を
行
い
、
友
人
と
学
習
の
成
果
を

交
流
す
る
。

⑦
課
題
に
対
す
る
考
え
を
ま
と
め
る
。

⑧
学
習
を
振
り
返
り
評
価
を
行
う
。

三
、
指
導
の
工
夫

　

１
「
ね
ら
い
」
と
「
ゴ
ー
ル
」

　

生
徒
た
ち
は
、
授
業
の
最
初
に
「
今
日
の
学

習
の
ね
ら
い
と
ゴ
ー
ル
」
を
書
く
。
そ
の
時
間

に
追
求
す
る
課
題
を
明
ら
か
に
さ
せ
、
学
習
後

の
自
分
の
姿
を
想
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
学
習

の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
「
一
歩
成
長
し
た
自

分
」
を
メ
タ
認
知
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
課

題
か
ら
ず
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
。

　

２
「
違
い
」
が
「
自
分
ら
し
さ
」

　

生
徒
た
ち
が
学
習
し
た
成
果
を
や
り
と
り
す

る
場
面
を
、
授
業
の
中
で
意
図
的
に
設
け
た
。

こ
こ
で
は
、
生
徒
ど
う
し
、
生
徒
と
教
師
と
の

間
で
「
伝
え
合
う
」
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

友
達
の
優
れ
た
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
学
習

が
深
ま
り
、
人
と
の
違
い
を
知
る
こ
と
で
、
よ

り
自
分
ら
し
い
学
習
に
な
っ
て
い
く
。例
え
ば
、

田
川 

学滋賀県大津市立日吉中学校

古
典

学
びの
部
屋
か
ら

古
典
、
再
発
見
！

│
郷
土
に
息
づ
く

古
典
と
の
出
会
い
│
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「
大
津
の
古
典
を
調
べ
る
」
と
い
う
課
題
は
「
な

ぜ
大
津
に
芭
蕉
の
句
が
多
く
残
っ
て
い
る
の

か
」
に
変
わ
り
「
芭
蕉
の
句
碑
の
あ
る
場
所
を

調
べ
、
そ
の
と
き
の
心
情
を
ま
と
め
る
」
と
い

う
ふ
う
に
、
交
流
を
重
ね
る
こ
と
で
質
的
に
高

ま
っ
て
い
く
。

　

３　

肯
定
的
な
相
互
評
価

　

交
流
の
一
つ
と
し
て
中
間
発
表
の
場
を
作
っ

た
。
生
徒
た
ち
は
掲
示
や
口
頭
で
学
習
の
途
中

経
過
を
報
告
し
、
互
い
に
相
互
評
価
を
行
う
。

下
の
表
の
よ
う
な
五
つ
の
評
価
項
目
か
ら
当
て

は
ま
る
も
の
を
選
ん
で
記
入
し
、
発
表
者
に
渡

す
。
ど
の
項
目
も
肯
定
的
な
内
容
で
あ
る
。
評

価
す
る
生
徒
は
発
表
の
優
れ
た
点
に
着
目
す
る

こ
と
に
な
り
、
発
表
者
は
自
分
の
良
さ
を
教
え

ら
れ
て
、
学
習
の
成
果
に
自
信
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
た
。

四
、
学
習
か
ら
見
え
て
き
た
も
の

 

「
近
江
の
昔
話
」
に
学
習
課
題
を
求
め
た
子
ど

も
は
、
こ
と
ば
づ
か
い
に
注
目
し
た
。

　

物
語
の
出
だ
し
や
お
し
ま
い
の
部
分
の
共
通

し
た
言
い
回
し
、
話
者
の
気
持
ち
を
表
す
独
特

の
文
末
表
現
を
作
品
ご
と
に
整
理
し
た
。
そ
の

結
果
、
昔
話
に
残
る
語
り
口
に
は
あ
た
た
か
み

や
リ
ズ
ム
感
が
あ
り
、
自
分
た
ち
が
使
っ
て
い

る
現
在
の
話
こ
と
ば
と
共
通
点
が
多
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
額
田
王
に
つ
い
て
調

べ
た
生
徒
は
、
近
江
の
地
で
詠
ま
れ
た
歌
「
あ

か
ね
さ
す
紫
野
行
き
標
野
ゆ
き
野
守
は
見
ず
や

君
が
袖
振
る
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
額
田
王

の
恋
愛
観
を
探
っ
た
。
当
時
放
映
さ
れ
て
い
た

恋
愛
ド
ラ
マ
と
比
較
し
な
が
ら
、
相
手
に
気
持

ち
を
伝
え
る
技
法
は
昔
の
ほ
う
が
豊
か
で
あ
っ

た
こ
と
や
、
男
女
が
惹
か
れ
合
う
気
持
ち
は
今

も
昔
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
。

い
ず
れ
も
、
昔
と
現
在
と
で
変
わ
っ
た
も
の
、

変
わ
ら
な
い
も
の
を
追
求
し
た
好
例
で
あ
る
。

　

時
代
や
生
活
、
こ
と
ば
は
変
わ
っ
て
も
、
変

わ
ら
ず
に
日
本
人
に
生
き
続
け
る
精
神
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

五
、
郷
土
そ
し
て
自
分
の
再
発
見
へ

 

「
僕
の
先
祖
も
今
の
僕
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を

考
え
て
い
た
の
か
な
と
思
う
と
ち
ょ
っ
と
う
れ

し
か
っ
た
。
日
本
人
は
昔
と
変
わ
っ
て
い
そ
う

で
変
わ
っ
て
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。」

　

郷
土
の
古
典
を
窓
口
に
、
先
人
の
知
恵
や
思

い
を
探
る
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
ル
ー
ツ
に
触

れ
、
自
分
自
身
を
改
め
て
見
つ
め
る
契
機
と
な

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
た
が
わ　

ま
な
ぶ
〕
滋
賀
県
大
津
市
立
日
吉
中
学

校
教
諭
。
今
年
度
は
「
聞
く
こ
と
」
を
基
盤
と
し
た

「
訊
く
」
力
を
育
成
す
る
授
業
と
評
価
を
研
究
中
。
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は
じ
め
に

　

生
徒
指
導
困
難
校
に
勤
務
し
て
い
た
と
き
の

こ
と
で
あ
る
。
あ
る
男
子
生
徒
が
「
キ
レ
て
」

周
囲
の
人
間
に
暴
力
を
振
る
い
、
担
任
の
私
が

駆
け
つ
け
た
と
き
に
は
、
そ
れ
が
一
段
落
し
、

に
ら
み
合
い
の
状
態
で
あ
っ
た
。
私
は
周
り
に

い
る
同
僚
に
離
れ
て
い
る
よ
う
に
頼
み
、
彼
と

二
人
に
し
て
も
ら
っ
た
。
私
は
彼
の
近
く
に
腰

を
下
ろ
し
、
彼
に
も
座
る
よ
う
に
促
し
た
。
彼

は
感
情
の
大
き
な
う
ね
り
を
荒
い
息
に
し
て
い

た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
私
の
隣
に
座
っ
た
。

　

こ
と
ば
を
子
ど
も
に
得
さ
せ
て
い
く
国
語
教

室
の
営
み
を
思
う
と
き
、
こ
の
場
面
が
私
の
脳

裏
に
甦
っ
て
く
る
。
人
は
こ
と
ば
を
と
お
し
て

他
者
に
何
か
を
伝
え
た
り
、
他
者
を
理
解
し
た

り
す
る
こ
と
で
、
人
間
関
係
を
作
っ
て
い
く
。

い
わ
ば
、
こ
と
ば
こ
そ
が
人
と
人
と
の
最
大
の

交
流
手
段
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
、
私
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
彼

も
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
二
人
で
並
ん
で

座
っ
て
い
る
う
ち
に
、
彼
の
息
づ
か
い
が
次
第

に
整
っ
て
き
た
。

「
伝
え
合
う
力
」を
め
ぐ
っ
て

 

「
伝
え
合
う
力
」
を
育
成
す
る
の
は
、「
相
互

の
理
解
を
深
め
豊
か
な
人
間
関
係
を
構
築
」

（『
学
習
指
導
要
領
解
説
』）
す
る
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
間
関
係
を
構
築
す
る
役
割
を
担
っ
て

い
る
こ
と
ば
が
痩や

せ
、
人
と
人
と
が
つ
な
が
る

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
社
会
が
揺
ら
い

で
い
る
現
況
を
に
ら
ん
だ
も
の
と
し
て
時
宜
に

か
な
っ
て
い
る
。
教
科
書
も
「
伝
え
合
う
」
方

法
を
分
か
り
や
す
く
生
徒
に
示
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
言
語
活
動
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
で
、「
伝
え

合
う
力
」
の
育
成
を
図
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
何

を
」
伝
え
合
う
か
で
あ
る
。
生
徒
が
何
か
の
刺

激
に
よ
っ
て
、
新
し
い
感
性
や
認
識
を
も
つ
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
他
者
に
共
感
を
求

め
た
り
、
是
非
を
問
い
た
く
な
っ
て
、
こ
と
ば

が
発
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
言
語
活
動
を
思
い

描
く
と
き
、
出
発
点
で
あ
る
新
し
い
感
性
や
認

識
を
も
つ
こ
と
、
つ
ま
り
、
新
し
い
感
性
や
認

識
に
対
し
て
こ
と
ば
を
与
え
る
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
こ
の
活
動
は
始
動
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、出
発
点
に
お
け
る
「
こ
と
ば
化
」

さ
れ
た
も
の
を
、
仮
に
「
自
己
表
現
」
と
名
付

け
、
考
察
の
対
象
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

自
己
表
現
へ
の
着
目

　

自
己
表
現
と
は
話
し
手
の
内
部
で
起
こ
る
言

自
己
表
現
に

着
目
し
た

国
語
教
室
を

中
村 

浩山口大学附属山口中学校

こ
と
ば

学
びの
部
屋
か
ら
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語
活
動
で
あ
り
、
外
か
ら
は
見
え
な
い
。
何
か

を
き
っ
か
け
に
し
て
、
自
分
の
中
に
違
和
感
が

生
じ
た
と
き
、
人
は
主
に
こ
と
ば
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
違
和
感
を
対
象
化
し
、
心
の

安
定
を
得
よ
う
と
す
る
。
そ
の
違
和
感
を
了
解

す
る
た
め
に
「
自
己
表
現
」
す
る
の
で
あ
る
。

　

中
学
生
の
場
合
、
自
己
表
現
す
る
た
め
の
こ

と
ば
を
十
分
に
も
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
い
ら

い
ら
し
て
い
る
状
態
を
こ
と
ば
化
す
る
こ
と
が

で
き
ず
に
口
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
り
、
簡
単

に
「
ム
カ
つ
く
」
と
い
う
こ
と
ば
に
し
た
り
す

る
。
し
か
し
、
自
己
表
現
が
自
分
の
心
理
状
態

と
合
致
し
て
い
な
い
の
で
、
心
の
安
定
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
己
表
現
さ
れ
た
こ
と
ば
は
自

分
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
外
部
に
発
せ

ら
れ
る
と
き
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
場
」
意
識
を

受
け
て
、
違
う
表
現
と
な
っ
て
出
て
く
る
。
例

え
ば
、
十
分
な
自
己
表
現
を
も
っ
て
い
て
も
、

相
手
を
拒
否
し
た
い
と
き
は
「
ム
カ
つ
く
」
と

言
っ
て
み
せ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
本
当
の
意
味
で
自
己
表
現
を
吟
味
で
き

る
の
は
使
い
手
自
身
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
。

 

「
伝
え
合
う
」
た
め
の
方
法
を
学
ぶ
こ
と
で
、

自
己
表
現
を
相
手
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
る
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
、「
伝
え
合
う
」
も

の
と
し
て
の
十
分
な
自
己
表
現
を
も
た
せ
る
た

め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
講
じ
ら
れ
て
い

く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
次

の
よ
う
な
手
立
て
を
考
え
て
い
る
。

①
生
徒
の
自
己
表
現
を
誘
発
す
る
よ
う
な
学
習

　

生
徒
の
新
た
な
感
性
や
認
識
を
引
き
出
す
可

能
性
が
あ
り
、
大
き
な
違
和
感
を
感
じ
る
よ
う

な
教
材
を
開
発
す
る
こ
と
。
い
わ
ば
、
生
徒
が

自
分
の
感
性
や
認
識
を
こ
と
ば
に
し
て
理
解
し

た
く
な
る
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
す
こ
と
。

②
生
徒
の
自
己
表
現
と
発
し
た
こ
と
ば
の
ズ
レ

を
感
じ
さ
せ
る
学
習

　

生
徒
が
自
分
の
発
し
て
い
る
こ
と
ば
と
自
己

表
現
と
の
ズ
レ
を
考
え
る
こ
と
で
、
自
己
表
現

す
る
こ
と
＝
こ
と
ば
化
が
十
分
で
あ
る
か
を
考

え
さ
せ
る
授
業
の
展
開
を
す
る
こ
と
。
自
分
の

発
し
て
い
る
こ
と
ば
を
自
分
の
思
い
と
比
べ
る

こ
と
で
、
自
己
表
現
を
見
直
す
契
機
と
な
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
学
習
の
場
面
で
は
自
己

表
現
が
言
語
表
現
と
し
て
は
顕
在
化
し
な
い
た

め
に
、
生
徒
の
こ
と
ば
を
い
か
に
分
析
し
て
い

く
か
が
問
題
と
な
る
。
思
春
期
の
最
中
に
い
る

中
学
生
は
、
教
室
の
中
で
は
、
仲
間
や
教
師
に

対
す
る
過
剰
な
「
場
」
意
識
を
も
っ
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
教
室
の
中
で
発
言
さ
れ
た
り
筆

記
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
ば
の
中
か
ら
、
自
己
表

現
を
見
抜
く
教
師
の
目
が
必
要
に
な
る
。

国
語
教
室
が
で
き
る
こ
と
は
何
か

　

自
己
表
現
を
誘
発
し
、
他
者
へ
伝
え
合
う
段

階
ま
で
が
言
語
活
動
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
や
る
べ
き
こ
と
は
多
い
。
し
か
し
、
こ
う
い

っ
た
言
語
活
動
を
生
徒
は
日
常
生
活
で
行
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。衝
動
的
な
振
る
舞
い
を
し
て
、

人
や
物
や
自
分
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
生

徒
た
ち
に
、国
語
教
室
が
で
き
る
こ
と
は
何
か
。

　

そ
れ
は
、
自
己
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
の
感
性
や
認
識
が
こ
と
ば
と
し
て
対
象
化

さ
れ
、
心
の
安
定
の
糸
口
と
な
る
こ
と
と
、
自

己
表
現
が
相
手
に
対
し
て
伝
え
や
す
い
こ
と
ば

と
な
っ
て
、
他
者
と
の
関
係
づ
く
り
を
担
う
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
生
徒
は
、
私
と
対
し
た
と
き

に
、
自
己
表
現
の
こ
と
ば
を
さ
が
し
て
、
そ
れ

を
繰
り
返
し
反
芻
す
る
中
で
、
落
ち
着
き
を
取

り
戻
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
、
今
は
思
う
。

〔
な
か
む
ら　

ひ
ろ
し
〕
山
口
大
学
教
育
学
部
附
属

山
口
中
学
校
教
諭
。山
口
国
語
教
育
学
会
に
所
属
し
、

「
音
声
と
言
語
の
会
」
に
参
加
し
て
音
読
の
可
能
性

を
探
っ
た
。
最
近
は
国
語
教
室
な
ら
で
は
の
言
語
体

験
を
模
索
中
で
あ
る
。
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「
手
書
き
」
の
よ
さ
を

　

生
徒
を
取
り
巻
く
文
字
環
境
は
、
活
字
が
多

く
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
た
活
字
は
、
均
質
で

読
み
や
す
く
、
最
近
は
さ
ま
ざ
ま
な
書
体
も
あ

る
。
し
か
し
、
手
紙
を
も
ら
う
な
ら
手
書
き
の

も
の
が
欲
し
い
と
言
う
生
徒
も
多
い
。
自
分
一

人
に
向
け
て
、
一
字
一
字
書
い
て
く
れ
た
手
紙

に
は
、
相
手
の
こ
こ
ろ
の
温
も
り
が
感
じ
ら
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
文
化
の
中
の
書
写

　

教
育
課
程
の
改
訂
が
な
さ
れ
る
た
び
に
、
書

写
の
授
業
時
間
が
削
減
さ
れ
て
き
た
。

　

文
字
を
書
く
こ
と
を
力
強
い
芸
術
に
ま
で
高

め
て
い
っ
た
中
国
、
そ
し
て
漢
字
か
ら
か
な
を

つ
く
り
だ
し
、
連
綿
を
使
っ
た
流
れ
る
よ
う
な

筆
の
線
の
美
し
さ
を
生
み
出
し
た
日
本
。

　

漢
字
と
か
な
の
特
長
を
生
か
し
て
文
字
を
書

く
文
化
は
、
日
本
の
文
化
を
あ
る
意
味
で
代
表

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
中
学
の
書
写
は
、
高
校
書
道
と
異

な
り
「
書
の
美
」
の
追
究
を
目
指
し
た
も
の
で

は
な
い
。

　

し
か
し
、
国
際
化
が
進
む
中
で
、
今
こ
そ
生

徒
た
ち
に
日
本
の
文
字
の
文
化
を
、
自
分
の
手

で
文
字
を
書
く
こ
と
を
と
お
し
て
、
し
っ
か
り

と
学
ん
で
も
ら
い
、
外
国
の
人
た
ち
に
「
こ
れ

が
日
本
の
文
化
だ
。」
と
胸
を
張
っ
て
紹
介
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
。

書
写
の
授
業
を
確
保
す
る

　

中
学
校
一
年
生
で
は
、週
一
時
間
を
「
書
写
」

と
時
間
割
の
中
に
明
示
し
、
書
写
と
文
法
の
時

間
と
し
て
い
る
。
二
学
期
ま
で
は
書
写
、
三
学

期
の
書
き
初
め
が
終
わ
っ
て
か
ら
は
文
法
の
授

業
を
し
て
い
る

　

二
・
三
年
生
は
、
行
事
（
県
の
コ
ン
ク
ー
ル
・

市
の
コ
ン
ク
ー
ル
夏
・
冬
二
回
）
の
と
き
に
、

全
校
で
練
習
二
時
間
、
清
書
一
時
間
を
取
っ
て

い
る
。
そ
の
他
、
授
業
の
中
で
は
、
時
間
の
節

約
の
た
め
に
、
筆
ペ
ン
を
使
っ
て
い
る
。
近
ご

ろ
は
筆
先
が
よ
く
き
く
も
の
が
出
て
い
る
の
で

生
徒
た
ち
も
喜
ん
で
書
く
。

　

筆
ペ
ン
は
、
生
徒
た
ち
の
個
人
持
ち
と
し
て

氏
名
を
書
い
て
学
校
で
保
管
し
、
国
語
の
授
業

で
、
詩
・
俳
句
・
短
歌
・
古
典
の
冒
頭
の
文
な

ど
を
視
写
す
る
と
き
に
活
用
し
て
い
る
。

学
習
材
を
手
づ
く
り
で

　

教
科
書
の
活
字
を
見
て
書
く
の
は
難
し
い
の

こ
こ
ろ
の

温
も
り
を
伝
え
る

手
書
き
の
文
字 

小
林 

和
子兵庫県篠山市立篠山中学校

書
写

学
びの
部
屋
か
ら
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で
、
つ
た
な
い
自
作
の
も
の
だ
が
、
学
習
材
を

つ
く
っ
て
、
い
つ
で
も
使
え
る
よ
う
に
フ
ァ
イ

ル
に
し
て
い
る
。
フ
ァ
イ
ル
の
内
容
は
、
国
語

の
教
科
書
の
中
の
詩
・
俳
句
・
短
歌
・
古
典
の

冒
頭
の
文
な
ど
で
、
夏
休
み
・
書
き
初
め
な
ど

の
文
字
例
も
掲
載
し
て
い
る
。

　

で
き
る
だ
け
筆
文
字
に
親
し
み
、
日
本
文
化

の
よ
さ
を
理
解
し
、
継
承
し
て
欲
し
い
と
願
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、
指
導
に
自
信
が
な
い
と
き
は
、
書
写

の
教
科
書
を
Ａ
３
の
大
き
さ
に
拡
大
コ
ピ
ー
し

て
文
字
の
部
分
を
切
り
取
り
、
Ｂ
４
の
紙
に
張

り
直
す
。
そ
の
文
字
を
も
と
に
、
箱
書
き
や
、

骨
書
き
用
の
プ
リ
ン
ト
を
作
る
と
文
字
が
大
き

く
な
り
、
の
び
の
び
と
書
く
こ
と
が
で
き
、
生

徒
の
作
品
も
大
き
く
力
強
い
も
の
に
な
る
。

生
徒
の
こ
こ
ろ
へ
の
呼
び
か
け
に

　

物
質
的
に
豊
か
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
み
ん

な
が
忙
し
す
ぎ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
話
し
合
い
が

で
き
な
い
の
か
、
こ
こ
ろ
が
満
た
さ
れ
て
い
な

い
生
徒
も
多
い
よ
う
に
思
う
。
教
師
も
ま
た
、

忙
し
さ
で
子
ど
も
た
ち
と
ゆ
っ
く
り
話
す
時
間

の
余
裕
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
と
き
、
こ
こ
ろ
の
温
も
り
を
伝
え
る

手
書
き
の
文
で
、
生
徒
の
こ
こ
ろ
に
語
り
か
け

た
い
も
の
で
あ
る
。
今
は
、
絵
手
紙
で
習
っ
た

絵
を
添
え
て
毎
月
書
き
換
え
て
い
る
。

　

学
校
の
階
段
の
踊
り
場
に
あ
る
黒
板
に

チ
ョ
ー
ク
で
、
そ
の
時
々
の
季
節
に
合
わ
せ
て

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
く
。
チ
ョ
ー
ク
の
色
も
た
く

さ
ん
あ
り
、
横
に
使
う
こ
と
で
色
々
な
表
現
が

で
き
て
お
も
し
ろ
い
。

　

月
ご
と
に
、
そ
の
こ
ろ
咲
い
て
い
る
花
を
モ

チ
ー
フ
に
生
徒
へ
の
呼
び
か
け
の
文
を
書
く
。

あ
ま
り
堅
す
ぎ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
が
ら

…
…
。

　

生
徒
た
ち
の
文
字
環
境
に
、
こ
こ
ろ
の
温
も

り
の
伝
わ
る
手
書
き
の
文
字
を
増
や
し
て
い
こ

う
と
考
え
て
い
る
。

〔
こ
ば
や
し　

か
ず
こ
〕
兵
庫
県
篠
山
市
立
篠
山
中

学
校
教
諭
。
新
潟
大
学
書
道
科
卒
・
丹
有
地
区
書
写

指
導
員
、
兵
庫
県
教
育
研
修
所
の
書
写
の
講
師
を
経

て
、
現
在
丹
有
地
区
書
写
幹
事
。
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「
授
業
時
数
が
足
り
な
い
」、「
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
経
験
が
な
い
」
な
ど
、「
話
す
こ
と
・
聞

く
こ
と
」
学
習
の
指
導
は
、
先
生
方
の
多
く
が

苦
心
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
度
、
先
生
方
は
新
し
い
教
科
書
の
「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
学
習
材
を
ど
う
受
け
止

め
、
ど
う
実
践
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

三
省
堂
で
は
、
平
成
十
四
年
版
『
現
代
の
国

語
』
を
使
用
さ
れ
て
い
る
全
国
の
先
生
方
に
ア

ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
回
答
か
ら
一
部
を
ご
紹

介
し
ま
す
。
今
後
の
ご
指
導
の
お
役
に
立
て
ば

幸
い
で
す
。

・
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
期
間
＝
二
〇
〇
二
年
十
月

〜
十
二
月

・
有
効
回
答
数
＝
515

■
学
習
材
に
つ
い
て
の
ご
感
想
・
ご
意
見

 

『
現
代
の
国
語
』
の
中
か
ら
二
つ
の
学
習
材
に

つ
い
て
、
先
生
方
の
ご
意
見
を
ご
紹
介
い
た
し

ま
す
。

①
「
討
論
ゲ
ー
ム
を
し
よ
う
」（
１
年
）

・
基
本
的
な
討
論
の
形
を
学
ば
せ
る
の
に
は
有

用
だ
っ
た
。

・
理
由
を
確
か
に
し
て
意
見
を
述
べ
る
学
習
は

大
切
で
あ
る
。
生
徒
も
興
味
を
も
っ
た
。

・
全
員
が
話
し
合
い
に
参
加
で
き
る
学
習
材
で

活
発
に
学
習
で
き
た
。

と
、
討
論
の
基
礎
習
得
の
た
め
の
学
習
材
と
し

て
評
価
も
高
く
、
実
践
さ
れ
た
教
室
も
多
い
よ

う
で
す
。

　

一
方
で
、
実
践
す
る
中
で
、「
題
材
選
び
が

難
し
い
」、「
自
分
の
意
見
に
固
執
し
て
フ
ロ
ア

の
移
動
（
自
分
の
意
見
に
応
じ
て
場
所
を
移
動

す
る
）
が
ほ
と
ん
ど
な
い
」、「
議
論
が
白
熱
す

る
と
適
切
な
こ
と
ば
遣
い
が
で
き
な
く
な
る
」

な
ど
の
問
題
が
起
き
て
き
ま
す
。

　

実
施
の
前
に
、『
学
習
指
導
書
』
付
属
の
ビ
デ

オ
（『「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
学
び
を
ひ

ら
く
ビ
デ
オ
』）
を
見
せ
、
実
際
の
討
論
ゲ
ー

ム
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ま
せ
る
こ
と
で
、
い
く

つ
か
の
問
題
は
解
決
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

・
Ｖ
Ｔ
Ｒ
を
見
せ
て
か
ら
行
っ
た
が
、
生
徒
に

と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。

・
ビ
デ
オ
が
と
て
も
役
立
ち
ま
し
た
。
よ
い
発

表
と
直
し
た
ほ
う
が
よ
い
発
表
が
あ
っ
た
の

が
特
に
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。

と
、
ビ
デ
オ
を
評
価
さ
れ
る
ご
意
見
が
多
く
寄

せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
ビ
デ
オ
が
役
に

立
っ
た
と
さ
れ
る
ご
回
答
が
各
学
習
材
と
も
目

「話すこと・聞くこと」
指導の実践

─『現代の国語』アンケートから─
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」指
導
の
実
践

ア
ン
ケ
ー
ト
報
告
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立
ち
ま
し
た
。
と
く
に
「
討
論
ゲ
ー
ム
を
し
よ

う
」
と
３
年
の
「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
し
よ
う
」
の
ビ
デ
オ
の
評
価
は
高
か
っ
た
よ

う
で
す
。

〈
ビ
デ
オ
所
収
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
関
連
学
習
材
〉

１
年

　
「
討
論
ゲ
ー
ム
」

　

▼｢

討
論
ゲ
ー
ム
を
し
よ
う｣

　
「
話
し
合
い
│
企
画
会
議
」

　

▼「
学
校
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
つ
く
ろ
う
」

　
　

｢

話
し
合
い
の
仕
方｣

２
年

　
「
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
」

　

▼｢

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
よ
う｣

３
年

　
「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」

　

▼「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
よ
う
」

②
「
対
話
劇
を
体
験
し
よ
う
」（
２
年
）

　

劇
の
創
作
・
発
表
と
い
う
活
動
を
と
お
し
て
、

子
ど
も
た
ち
自
身
の
日
常
の
話
し
こ
と
ば
を
振

り
返
ら
せ
る
こ
の
学
習
材
は
、

・
対
話
は
重
要
で
あ
る
の
に
、
生
徒
は
苦
手
で

あ
る
の
で
、こ
の
学
習
材
に
期
待
し
て
い
る
。

な
ど
、
関
心
が
高
く
、
ま
だ
実
践
さ
れ
て
い
な

い
先
生
が
た
か
ら
も
、「
ぜ
ひ
取
り
組
み
た
い
」

と
取
り
組
み
へ
の
意
欲
を
示
さ
れ
る
ご
回
答
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

実
践
さ
れ
た
先
生
方
は
、「
内
容
が
や
や
難

し
い
。
ビ
デ
オ
を
見
て
理
解
で
き
る
表
現
も
あ

る
」、「
平
田
オ
リ
ザ
さ
ん
の
ビ
デ
オ
が
つ
い
て

い
る
の
が
あ
り
が
た
い
」
と
、
や
は
り
ビ
デ
オ

を
援
用
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は
離
れ
ま
す
が
、『
演
劇

と
教
育
』二
〇
〇
三
年
六
月
号（
晩
成
書
房
）は
、

「〝
対
話
劇
〞
っ
て
何
だ
？
」
と
題
し
た
特
集
を

組
み
、
対
話
劇
の
実
践
例
を
二
つ
紹
介
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
実
践
へ
の
提
言
と
し
て
正
嘉
昭

先
生
（
東
久
留
米
市
立
南
中
学
校
）
の
文
章
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
中
で
正
先
生
は
、「
苦
戦
例
」
の
原
因

を
分
析
し
、
ご
自
身
の
工
夫
を
い
く
つ
か
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
こ
の
対
話
劇
の

授
業
の
生
命
線
は
『
目
』
に
あ
る
」
と
し
、
創

作
し
た
劇
の
発
表
で
は
、
教
科
書
か
ら
目
を
離

し
、
相
手
に
向
け
さ
せ
る
こ
と
を
強
く
勧
め
て

お
ら
れ
ま
す
。

■
学
習
材
以
外
で
の
「
話
す
・
聞
く
」
学
習
活
動

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
教
科
書
の
学
習
材
以
外

に
ど
ん
な
学
習
活
動
を
実
施
さ
れ
た
か
、
お
聞

き
し
て
い
ま
す
。

　

各
学
年
と
も
に
多
か
っ
た
の
は
、「
弁
論
大

会
」、「
ス
ピ
ー
チ
（
大
会
）」、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」、

「
聞
き
取
り
（
テ
ス
ト
）」
で
し
た
。

　

聞
き
取
り
の
素
材
は
、
先
生
方
そ
れ
ぞ
れ
工

夫
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
指
導
書
付
属
の

Ｃ
Ｄ
の
ほ
か
、「
外
国
人
向
け
日
本
語
教
材
」、

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
」「『
コ
ラ
ム
歳

時
記
』（
地
方
紙
の
コ
ラ
ム
を
集
め
た
月
刊
誌
。

ニ
ホ
ン
ミ
ッ
ク
発
行
）」「『
力
の
つ
く
音
声
言

語
学
習
50
の
ア
イ
デ
ィ
ア
』（
三
省
堂
刊
・
巻

末
の
書
籍
案
内
参
照
）」
な
ど
が
あ
が
っ
て
い

ま
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
つ
ひ
と
つ
の
ご
意
見

を
今
後
の
教
科
書
づ
く
り
に
生
か
し
て
い
き
ま

す
。
ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
集
計
結
果
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公

開
す
べ
く
準
備
中
で
す
。

　

ま
た
、
三
省
堂
『
現
代
の
国
語
』
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
は
、
実
践
の
ア
イ
デ
ィ
ア
や
学
習
材
案

を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
裏
表
紙
の
ご
案
内
を

ご
参
照
い
た
だ
き
、
ど
し
ど
し
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。

（
編
集
部
）

「話すこと・聞くこと」指導の実践
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「ことばに、思い出す」
－「ことばの力」を取り戻すために

清水 毅四郎 滋賀大学

こ
と
ば
に
せ
ま
る

一　

富
山
市
立
堀
川
小
の

研
究
テ
ー
マ

　

筆
者
が
こ
こ
数
年
来
参
観
し
て
い
る
富
山
市

立
堀
川
小
学
校
（
恒
田
勉
校
長
）
で
は
「
個
と

追
究
」
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い
る
。

二
十
年
ほ
ど
前
の
（
同
校
七
冊
目
の
）
著
書
の

中
の
、「
こ
と
ば
と
事
実
と
思
考
の
関
連
を
求

め
る
」
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な

考
え
を
述
べ
、
今
日
に
至
る
ま
で
実
践
し
て
き

て
い
る
（『
生
き
か
た
が
育
つ
授
業
・
上
巻
・

理
論
編
』
明
治
図
書　
一
九
八
四
）。

 

「
授
業
は
子
ど
も
の
追
究
の
具
体
化
に
働
き
を

も
っ
て
く
る
場
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
追
究

を
具
体
化
す
る
と
は
、
こ
と
ば
と
事
実
と
思
考

の
関
連
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
の
事

実
認
識
は
、
こ
と
ば
に
置
き
換
え
ら
れ
、
こ
と

ば
に
よ
り
整
理
さ
れ
て
い
く
。
こ
と
ば
は
、
認

識
成
立
へ
の
手
さ
ぐ
り
の
武
器
で
あ
る
。
こ
と

ば
に
よ
る
認
識
と
事
実
の
対
応
を
求
め
続
け
る

こ
と
が
思
考
で
あ
り
、
追
究
で
あ
る
。
私
た
ち

が
、
こ
と
ば
に、
思
い
出
す
こ
と
を
重
視
す
る
の

は
、
以
上
の
考
え
に
基
づ
く
。
こ
と
ば
に、
思
い

出
す
と
い
う
こ
と
か
ら
、
授
業
に
お
け
る
発
端

の
追
究
を
『
設
題
』
や
『
課
題
』
に
求
め
る
こ

と
が
多
い
。」（
前
掲
書
Ｐ
78
〜
80　

引
用
者
に

よ
る
要
約
）

　

同
校
の
授
業
を
参
観
し
て
き
て
私
は
、
発
言

し
て
い
る
子
ど
も
が
泣
き
出
す
場
面
に
何
度
か

出
く
わ
し
た
。
参
観
者
の
自
分
が
そ
の
場
に
居

合
わ
せ
る
の
が
い
た
た
ま
れ
な
く
な
る
と
き
が

あ
っ
た
。
体
を
強
ば
ら
せ
て
忍
び
泣
く
と
か
、

泣
い
て
ご
ま
か
す
と
か
、
泣
き
叫
ぶ
と
か
、
と

い
う
の
で
は
な
い
。

　

同
校
の
授
業
は
「
話
し
合
い
」
と
言
う
よ
り

も「
独
白
」（
宇
都
宮
大
学　

溜
池
善
裕
氏
）、「
聴

き
合
い
」（
元
同
校
校
長　

竹
田
正
雄
氏
）
に

近
い
と
言
う
が
、同
感
で
あ
る
。
あ
る
い
は「
各

自
が
問
い
た
く
て
問
い
、
聴
か
ず
に
お
れ
な
く

て
聴
く
構
え
を
感
じ
る
」（
埼
玉
大
学　

岩
川

直
樹
氏
）
と
も
言
わ
れ
る
。
他
者
と
語
り
合
う

な
か
で
子
ど
も
が
自
分
自
身
の
立
場
を
見
つ

め
、
発
し
た
こ
と
ば
を
吟
味
検
討
し
、
他
の
人
・

物
・
事
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
新
た
に
気
付

い
た
り
改
め
て
想
起
し
た
り
し
て
、
目
を
潤
ま

せ
涙
声
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん

担
任
教
師
の
持
ち
味
や
力
量
、
学
年
の
特
性
、

学
級
の
雰
囲
気
の
違
い
で
異
な
っ
て
く
る
）。

子
ど
も
が
本
音
を
自
前
の
こ
と
ば
で
語
り
か
け

る
の
を
他
の
子
ど
も
ら
が
よ
く
聴
い
て
い
る
。

と
と
も
に
、
発
言
し
て
い
る
本
人
自
身
が
心
を
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揺
り
動
か
さ
れ
泣
き
声
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
場
面
に
ふ
れ
て
「
こ
と
ば
の
力
」
を
感

じ
た
の
で
あ
る
。

二 
「
弱
く
な
っ
て
い
る

言
葉
の
力
」

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め

た
の
は
、
過
日
の
新
聞
紙
上
（
朝
日
・
二
〇
〇

三
・
七
・
八
）
に
、
井
上
ひ
さ
し
氏
と
秋
田
喜
代

美
氏
に
よ
る
読
書
の
意
味
を
め
ぐ
る
対
談
が
掲

載
さ
れ
、
そ
こ
に
「
弱
く
な
っ
て
い
る
言
葉
の

力
」
と
い
う
見
出
し
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出

し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

近
年
の
読
書
離
れ
に
言
及
す
る
な
か
で
秋
田

氏
は
「
視
覚
情
報
化
が
進
む
社
会
の
中
で
体
感

が
と
も
な
わ
ず
、
言
葉
は
平
面
的
な
文
字
記
号

に
過
ぎ
な
い
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
だ
か
ら
言
葉
が
人
々
の
心
に
深
く
入
っ

て
い
か
な
い
。（
か
つ
て
は
）
言
葉
が
出
来
事

に
な
っ
て
い
た
、
生
き
た
つ
な
が
り
を
作
っ
て

い
た
が
、
今
は
そ
の
力
が
弱
ま
っ
て
い
る
。
パ

ッ
ケ
ー
ジ
み
た
い
に
送
ら
れ
て
く
る
情
報
の
中

で
、
流
さ
れ
て
い
く
記
号
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て

い
る
。」
と
指
摘
す
る
。

 

「
生
活
経
験
の
乏
し
さ
や
読
書
・
作
文
の
量
の

少
な
さ
」
は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
既
に
四
半

世
紀
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。「
下
層
の
生

ま
の
経
験
が
や
せ
細
り
、
よ
り
上
方
の
抽
象
的

な
こ
と
ば
の
層
も
貧
弱
に
な
っ
て
い
る
。逆
に
、

テ
レ
ビ
を
中
心
と
す
る
映
像
と
の
結
び
つ
き
に

頼
る
抽
象
度
の
低
い
こ
と
ば
の
層（
中
間
的
層
）

が
占
め
る
量
的
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。」

と
（
宇
佐
美
寛
『
授
業
に
と
っ
て
「
理
論
」
と

は
何
か
』
明
治
図
書　
一
九
七
八　

Ｐ
146
）。

三　

生
活
の
再
建
と

一
人
追
究
の
徹
底

　

そ
れ
以
来
、
一
方
で
子
ど
も
た
ち
の
生
活
の

再
建
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
だ
し
た
（
一
九
九
八

年
版
の
『
学
習
指
導
要
領
』
で
「
総
合
的
な
学

習
の
時
間
」
が
新
設
さ
れ
、「
体
験
的
な
学
習
、

問
題
解
決
的
な
学
習
の
必
要
性
」
が
掲
げ
ら
れ

た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
）。
子
ど
も
ら
が

手
間
ひ
ま
か
け
て
周
り
の
対
象
と
深
く
か
か
わ

り
、
の
め
り
こ
む
体
験
を
回
復
し
て
や
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
人
間
の
交
流
（
フ
ェ
イ
ス
ト
ゥ

フ
ェ
イ
ス
）
に
お
け
る
気
づ
か
い
や
わ
ず
ら
わ

し
さ
の
体
験
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
テ

レ
ビ
ゲ
ー
ム
な
ど
に
み
る
リ
セ
ッ
ト
可
能
な
人

工
的
な
擬
似
体
験
で
は
な
く
、
生
き
た
本
も
の

の
人
や
事
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

堀
川
小
で
は
、
教
科
外
活
動
と
し
て
「
朝
活

動
・
く
ら
し
の
た
し
か
め
・
自
主
活
動
」
を
正

規
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
な
り

の
時
間
を
充
て
、
さ
さ
や
か
に
見
え
る
日
々
の

諸
活
動
の
平
凡
な
営
み
の
継
続
性
を
大
切
に
し

て
い
る
。
い
わ
ば
「『
こ
と
ば
↑
↓
経
験
』
の

思
考
の
往
復
運
動
」（
宇
佐
美
前
掲
書
）
を
重

視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朝
活
動
や

自
主
活
動
で
は
教
師
と
も
ど
も
子
ど
も
ら
の
真

剣
に
取
り
組
む
姿
や
助
け
合
う
姿
が
見
ら
れ

る
。
く
ら
し
の
た
し
か
め
で
は
相
互
に
き
つ
い

こ
と
、
言
い
に
く
い
こ
と
も
発
言
し
て
い
る
。

身
に
つ
ま
さ
れ
泣
き
出
す
子
ど
も
も
い
る
。

　

子
ど
も
ら
を
取
り
巻
く
今
日
の
擬
似
体
験

的
・
映
像
的
な
文
化
の
も
つ
負
の
面
に
飲
み
込

ま
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
打
ち
ま
か
さ
れ
て
し

ま
わ
な
い
学
校
生
活
や
学
級
生
活
の
充
実
が
こ

の
学
校
の
子
ど
も
ら
の
追
究
を
支
え
る
基
盤
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

他
方
で
「
こ
と
ば
に、
思
い
出
す
」
と
い
う
授

業
発
端
の
「
設
題
」
方
式
に
同
校
の
工
夫
が
見

ら
れ
る
。「
丸
い
形
」（
一
年
算
数
）・「
美
し
い
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形
」（
六
年
同
）、「
と
け
る
」（
五
年
理
科
）・「
て

こ
」（
六
年
同
）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　

こ
と
ば
の
提
示
に
よ
り
思
い
出
す
こ
と
（
単

語
や
短
い
語
句
）を
自
由
に
書
き
留
め
さ
せ
る
。

思
い
出
し
た
事
項
を
一
人
追
究
に
よ
っ
て
比
較

し
整
理
す
る
。
事
実
・
事
物
・
事
象
を
イ
メ
ー

ジ
豊
か
に
想
起
し
、
そ
れ
ら
を
関
連
的
に
把
握

し
て
仮
説
や
予
想
を
深
め
て
い
く
。
さ
ら
に
新

し
い
視
点
や
意
味
を
見
出
し
な
が
ら
、
見
え
て

い
る
世
界
を
そ
れ
な
り
に
統
合
し
て
い
く
。
こ

の
よ
う
な
思
考
を
と
お
し
て
、
子
ど
も
は
自
ら

の
追
究
課
題
を
明
確
に
し
構
想
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
設
題
に
見
る
こ
と
ば
を
契
機
に
、
自
ら

の
生
活
経
験
を
再
構
成
し
、
諸
事
実
の
間
に
疑

問
や
関
連
性
を
見
い
だ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
「
こ
と
ば
に、
思
い
出
す
」

指
導
の
難
し
さ

　

堀
川
小
は
毎
年
、
一
月
末
に
公
開
の
校
内
研

修
会
を
、
五
月
末
の
水
曜
・
木
曜
に
二
日
間
の

研
究
発
表
会
を
開
催
し
て
い
る
。
今
年
の
研
究

会
で
は
、
授
業
の
事
例
研
究
の
一
つ
に
五
学
年

「
と
け
る
」
が
報
告
さ
れ
た
。「
と
け
る
」
と
い

う
設
題
を
教
師
が
提
示
す
る
こ
と
か
ら
授
業
は

始
ま
る
。
子
ど
も
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
身
の
回
り
の

経
験
を
想
起
し
て
、「
鉄
が
熔
け
る
」
や
「
薬

が
水
に
溶
け
る
」
な
ど
自
分
の
追
究
問
題
を
設

定
し
、
そ
し
て
実
験
・
観
察
し
、
解
決
し
よ
う

と
一
人
で
学
習
を
進
め
て
い
く
。
岡
田（
仮
名
）

さ
ん
は
「
ナ
メ
ク
ジ
が
と
け
る
」
と
い
う
現
象

に
こ
だ
わ
り
、
顕
微
鏡
を
使
っ
て
ナ
メ
ク
ジ
を

と
か
す
実
験
を
し
、
観
察
、
比
較
、
予
想
、
考

察
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
同
校
は
、
集
団
学
習

と
し
て
の
授
業
を
他
者
の
視
点
に
刺
激
さ
れ
自

己
の
追
究
を
見
直
し
、
評
価
し
て
い
く
場
と
見

て
い
る
。
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
「
と
け
る
」
イ
メ

ー
ジ
を
出
し
合
い
、「
と
け
る
と
混
ざ
る
の
違

い
」
な
ど
各
自
の
「
と
け
る
」
観
を
出
し
合
う

こ
と
と
な
る
。
子
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の

生
活
に
根
づ
い
て
実
感
の
と
も
な
っ
た
リ
ア
ル

な
追
究
を
し
て
欲
し
い
と
授
業
者
は
願
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
同
校
は
、
子
ど
も
に

現
れ
た
事
実
を
ふ
ま
え
て
次
時
の
授
業
の
計
画

を
創
っ
て
い
く
、
と
主
張
す
る
。

　

右
の
研
究
発
表
会
で
は
、「
ナ
メ
ク
ジ
が
と

け
る
」
現
象
の
解
明
に
執
念
を
燃
や
し
続
け
た

岡
田
さ
ん
の
追
究
の
視
点
が
、
他
者
の
追
究
の

視
点
と
噛
み
合
わ
ず
ス
レ
違
っ
て
い
る
の
に
取

り
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
五
年
理
科
の
指
導

内
容
（
モ
ノ
の
水
に
よ
る
溶
け
方
、
水
溶
液
の

意
味
と
重
さ
の
変
化
、
温
度
変
化
と
溶
け
る
量

の
関
連
、
な
ど
）
の
す
べ
て
に
つ
な
が
ら
な
い

点
が
課
題
と
し
て
出
さ
れ
た
。
授
業
の
中
で
現

れ
る
子
ど
も
の
「
事
実
」
も
、
発
端
の
授
業
に

お
い
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
設
題
を
提
示
し

追
究
を
開
始
さ
せ
る
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
。

土
俵
の
大
き
さ
を
変
え
れ
ば
力
士
の
動
き
も
変

わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
、
当
然
、
教
師
の

こ
と
ば
の
提
示
の
仕
方
に
応
じ
諸
事
実
（
追
究

の
姿
）
の
違
い
も
現
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
単
に
「
と
け
る
」
か
、
そ
れ
と
も
「
水

に
と
け
る
」
か
、
さ
ら
に
は
、
教
科
書
教
材
の

見
出
し
に
見
る
「
塩
や
ほ
う
酸
の
と
け
方
」
に

ま
で
限
定
す
る
か
。
教
師
の
提
示
す
る
こ
と
ば

に
よ
っ
て
子
ど
も
の
追
究
様
相
は
大
き
く
違
い

が
出
て
く
る
。「
こ
と
ば
に、
思
い
出
す
」
は
た

ら
き
へ
の
教
師
の
見
通
し
に
、
子
ど
も
ら
の
追

究
を
ど
う
生
か
す
か
が
懸
か
っ
て
い
る
。
そ
の

際
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
師
は
考
慮
す
る
だ
ろ

う
。
子
ど
も
ら
の
、
当
該
学
年
の
発
達
的
特
性

と
し
て
の
思
考
力
・
認
識
力
の
程
度
、
既
習
経

験
に
よ
る
追
究
力
の
育
ち
ぐ
あ
い
、
生
活
に
見

る
知
識
の
量
と
質
、
追
究
へ
の
意
欲
・
関
心
・

必
要
感
（
切
実
性
）、
後
の
学
年
を
見
通
し
た

教
科
内
容
指
導
の
順
序
の
妥
当
性
、
当
該
学
級

に
見
る
学
習
集
団
と
し
て
の
凝
集
力
、
科
学
・

こ
と
ば
に
せ
ま
る
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芸
術
な
ど
文
化
の
本
質
に
迫
り
か
つ
子
ど
も
の

手
に
負
え
る
学
習
と
成
り
う
る
か
、
等
々
に
つ

い
て
判
断
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
「
こ
と
ば
を、
思
い
出
す
」
で
は
な
く
て
「
こ
と

ば
に、
思
い
出
す
」
と
こ
ろ
に
難
し
さ
が
あ
る
と

言
え
よ
う
。

五　

個
全
体
の

迫
力
衰
退
の
問
題
と
し
て

　

こ
と
ば
の
指
導
は
、
国
語
科
だ
け
に
か
か
わ

る
問
題
で
は
な
い
し
、
国
語
科
に
閉
じ
こ
め
る

べ
き
で
も
な
い
。
他
教
科
の
内
容
指
導
も
こ
と

ば
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
先

の
「
と
け
る
」
現
象
に
し
て
も
、「
ま
ざ
る
」

と
の
違
い
が
話
し
合
わ
れ
た
よ
う
に
、
理
科
に

お
い
て
も
こ
と
ば
を
手
段
と
し
て
思
考
し
追
究

し
て
い
る
。
こ
と
ば
を
手
段
と
し
な
け
れ
ば
、

知
識
や
理
解
の
獲
得
は
あ
り
得
な
い
。
他
教
科

に
お
い
て
も
こ
と
ば
を
吟
味
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
然
や
社
会
に
み
る
現
象
・
事
象
・

事
実
の
関
連
性
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ

け
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
深
く
意
味
づ
け
ら
れ

た
こ
と
ば
の
学
習
を
す
る
に
あ
た
り
、
国
語
科

の
枠
を
超
え
て
い
く
こ
と
が
あ
る
の
も
自
然
で

あ
る
。

　

半
世
紀
前
に
出
版
さ
れ
長
年
読
ま
れ
て
き
た

『
山
び
こ
学
校
』（
無
着
成
恭
編
一
九
五
一
）
は
、

戦
後
初
期
の
生
活
綴
方
指
導
の
輝
か
し
い
成
果

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
編
者
は
「
あ

と
が
き
」
で
「
私
は
社
会
科
で
求
め
て
い
る
よ

う
な
ほ
ん
も
の
の
生
活
態
度
を
発
見
さ
せ
る
一

つ
の
手
が
か
り
を
綴
方
に
求
め
た
」
ま
た
「（
そ

れ
ま
で
の
）
目
的
の
な
い
綴
方
指
導
か
ら
、
現

実
の
生
活
に
つ
い
て
討
議
し
、
考
え
、
行
動
ま

で
も
押
し
進
め
る
た
め
の
綴
方
指
導
へ
と
移
っ

て
い
っ
た
」
と
述
べ
る
。
同
書
に
収
め
ら
れ
て

い
る
綴
方
は
、
生
活
に
お
け
る
こ
と
ば
を
文
に

書
き
留
め
、
社
会
や
生
活
を
考
え
直
さ
せ
る
た

め
の
出
発
点
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

（
学
習
の
結
果
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
な

い
）。
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

生
き
生
き
と
し
た
生
活
感
情
や
生
活
認
識
に
あ

ふ
れ
た
こ
と
ば
の
表
現
に
よ
る
綴
方
は
そ
の
よ

う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
日
、「
学
力
」
低
下
論
で
基
礎
・
基
本
の

徹
底
が
叫
ば
れ
る
。
読
み
・
書
き
・
計
算
の
力

の
こ
と
が
話
題
と
な
り
、
国
語
科
や
算
数
科
の

問
題
と
し
て
語
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
読
み
書
き

計
算
の
技
能
獲
得
の
訓
練
に
は
「
学
年
的
適
時

性
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
は
分
か
る
が
、

も
う
少
し
広
い
舞
台
（
視
点
）
で
問
題
に
す
る

必
要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
子
ど
も
ら
の
生
活
体

験
の
貧
困
さ
や
、映
像
文
化
の
氾
濫
に
よ
る「
こ

と
ば
と
経
験
の
往
復
運
動
的
思
考
」
の
弱
さ
、

自
前
の
こ
と
ば
で
思
考
し
表
現
し
交
流
す
る
機

会
の
乏
し
さ
、
パ
ソ
コ
ン
・
計
算
機
の
多
用
に

よ
る
技
能
の
退
化
、
な
ど
は
ど
う
関
係
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。「
弱
く
な
っ
て
い
る
」
の
は
、

「
こ
と
ば
の
力
」
だ
け
で
な
く
「
思
考
す
る
力
」

や
、さ
ら
に
言
葉
や
思
考
を
支
え
る
基
盤
の「
体

験
・
行
動
、
体
を
動
か
し
て
い
く
力
」
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。

　

言
語
能
力
育
成
を
孤
立
的
に
云
々
す
る
の
で

は
な
く
、
子
ど
も
ら
の
個
と
し
て
の
全
体
的
な

迫
力
の
衰
退
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い

の
で
あ
る
。〔

し
み
ず　

た
け
し
ろ
う
〕
滋
賀
大
学
教

育
学
部
教
授
。
島
根
県
松
江
市
生
ま
れ
。

日
本
教
育
方
法
学
会
理
事
。『
合
科
・
総

合
学
習
と
生
活
科
│
五
感
を
通
し
た
認
識

の
成
立
を
│
』（
黎
明
書
房
）
ほ
か
。
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キ
ー
ワ
ー
ド
で
読
む
国
語
教
育

＊
発
展
的
な
学
習

＊
子
ど
も
読
書
の
日

＊
ヒ
ド
ゥ
ン
・

　

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

尾
木 

和
英東京女子体育大学

発
展
的
な
学
習 

理
解
の
進
ん
で
い
る
子
へ
の
指
導
の
工
夫

　

発
展
的
学
習
に
強
い
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
十
四
年
、
文
部
科
学

省
「
確
か
な
学
力
の
向
上
の
た
め
の
二
○
○
二

ア
ピ
ー
ル
」
が
出
さ
れ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ア
ピ
ー
ル
で
は
、
基
礎
基
本
や
自
ら
学
び
考

え
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
学
ぶ
こ
と
の
楽

し
さ
の
体
験
等
と
並
ん
で
、
発
展
的
な
学
習
で

個
性
等
に
応
じ
る
力
を
よ
り
伸
ば
す
こ
と
の
必

要
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。

　

確
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
授
業
に
お
い
て
、
学

習
に
遅
れ
が
ち
な
子
ど
も
に
対
す
る
指
導
の
工

夫
に
比
べ
、
理
解
の
進
ん
で
い
る
子
ど
も
に
対

す
る
効
果
的
な
学
習
指
導
に
関
し
て
は
、
今
後

の
国
語
科
の
指
導
に
お
け
る
重
要
な
課
題
に
な

っ
て
い
た
。

　

日
本
国
語
教
育
学
会
編
集
の
『
月
刊
国
語
教

育
研
究　

第
三
六
一
号
』
は
「
総
合
的
・
関
連

的
な
指
導
の
具
体
化
」
を
特
集
し
て
い
る
が
、

こ
の
中
に
あ
る
次
の
よ
う
な
実
践
は
こ
れ
か
ら

の
指
導
開
発
に
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

﹇
事
例
一　

小
学
校
二
年
﹈

・
展
開
や
順
序
に
気
を
つ
け
て
恐
竜
の
話
を
創

作
す
る
。

・
創
作
し
た
話
を
友
達
に
よ
く
わ
か
る
よ
う
に

話
し
、
友
達
の
話
を
聞
く
。

・
展
開
や
順
序
を
考
え
な
が
ら
物
語
を
読
む
。

﹇
事
例
二　

中
学
校
一
〜
三
年
﹈

・
新
聞
の
投
稿
欄
記
事
を
学
習
材
と
す
る
。

・
独
話
、
対
話
、
話
し
合
い
、
作
文
な
ど
の
言

語
活
動
を
位
置
づ
け
る
。

・
総
合
的
な
活
動
を
通
し
て
、
生
き
方
の
追
求

と
い
う
課
題
解
決
を
図
る
。

　

こ
う
い
っ
た
先
導
的
な
実
践
を
手
が
か
り
と

し
、
新
し
い
多
様
な
指
導
を
開
発
す
る
こ
と
が

こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

子
ど
も
読
書
の
日

求
め
ら
れ
る
読
書
指
導
の
工
夫

 

「
子
ど
も
読
書
の
日
」
は
何
月
何
日
か
。
こ
の

質
問
は
意
外
に
難
問
の
よ
う
で
あ
る
。

 

「
子
ど
も
の
読
書
活
動
に
つ
い
て
の
関
心
と
理

解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
が
積
極
的
に

読
書
活
動
を
行
う
意
欲
を
高
め
る
た
め
」
四
月

二
十
三
日
を
読
書
の
日
と
し
て
い
る
の
は
、「
子

ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
平

成
十
三
年
法
律
第
一
五
四
号
）で
あ
る
。

　

平
成
十
三
年
十
二
月
に
、
文
部
科
学
省
事
務
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こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
、
読
む
こ
と
を
楽
し
い

と
感
じ
る
指
導
の
展
開
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

ヒ
ド
ゥ
ン
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

魅
力
的
な
授
業
づ
く
り
の
条
件

　

読
む
こ
と
の
指
導
に
限
ら
な
い
。
子
ど
も
が

主
体
的
な
意
欲
を
感
じ
る
授
業
の
設
計
、
学
習

環
境
の
整
備
を
図
る
際
に
、
視
野
に
入
れ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
の
が
、
教
室
の
日
常
生
活
に

潜
在
す
る
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
あ
る
。

　

こ
の
語
の
定
義
は
一
様
で
な
い
が
、
一
般
的

に
は
子
ど
も
が
学
級
の
生
活
や
学
習
活
動
に
適

応
す
る
過
程
で
結
果
的
に
身
に
つ
け
て
い
く
価

値
、
態
度
、
規
範
意
識
な
ど
に
関
す
る
潜
在
的

な
機
能
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
魅
力
的
な
授
業
づ
く
り
に
お
い

て
は
、
教
師
の
意
図
す
る
目
標
、
内
容
、
学
習

活
動
等
か
ら
な
る
顕
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
同

時
に
、
ヒ
ド
ゥ
ン
・
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
機

能
す
る
、
学
習
集
団
を
支
配
し
て
い
る
き
ま
り

や
学
習
集
団
と
し
て
の
学
級
文
化
な
ど
に
も
目

を
向
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

〔
お
ぎ　

か
ず
あ
き
〕
東
京
女
子
体
育
大
学
教
授
。

各
地
の
、
創
意
を
生
か
し
た
先
導
的
な
実
践
事
例
の

収
集
と
分
析
を
続
け
て
い
る
。

次
官
か
ら
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
あ
て
に
通

知
さ
れ
た
、「
子
ど
も
の
読
書
活
動
の
推
進
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て
」
で
は
、
子
ど

も
の
読
書
活
動
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
と
し
た
上
で
、
読

書
活
動
推
進
計
画
の
基
本
的
な
内
容
に
つ
い
て

明
示
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
受
け
平
成
十
四
年
八
月
に
閣
議
決
定

さ
れ
た
基
本
的
計
画
で
は
、
学
校
等
に
お
け
る

推
進
に
関
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

・
従
来
か
ら
国
語
な
ど
の
各
教
科
等
に
お
け
る

学
習
活
動
を
通
じ
て
、
読
書
活
動
が
行
わ
れ
て

お
り
、
子
ど
も
の
読
書
習
慣
を
形
成
し
て
い
く

上
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

・
小
・
中
・
高
等
学
校
の
各
学
校
段
階
で
、
児
童

生
徒
の
読
書
に
親
し
む
態
度
を
育
成
し
、
読
書

習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

子
ど
も
の
読
書
離
れ
の
克
服
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
関
係
者
が
強
い
問
題
意
識
を
抱
い
て
い

る
。
各
地
で
創
意
を
生
か
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
実

践
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
は
こ
こ
に
示

さ
れ
て
い
る
趣
旨
を
踏
ま
え
、

①
読
書
の
面
白
さ
を
実
感
さ
せ
る

②
読
書
習
慣
を
育
て
る

③
習
慣
的
な
読
書
の
基
礎
と
な
る
文
章
読
解

の
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
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■  

「
学
校
教
育
の
Ｉ
Ｔ
化
」

         

研
究
発
表
会

　

平
成
十
五
年
一
月
二
十
四
日
、
現
任
校
に
お

い
て
「
学
校
教
育
の
Ｉ
Ｔ
化
」
の
テ
ー
マ
に
よ

る
研
究
奨
励
校
の
発
表
会
を
開
催
し
た
。
板
橋

区
教
育
委
員
会
指
定
の
発
表
会
で
あ
っ
た
が
、

案
内
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載
せ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
沖
縄
ま
で
、
多
く

の
方
に
お
い
で
い
た
だ
い
た
。

　

こ
の
発
表
会
に
は
い
く
つ
か
特
色
が
あ
る
。

　

そ
の
一
つ
め
は
、
日
常
の
研
究
の
姿
を
あ
り

の
ま
ま
示
そ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
も
す

る
と
、
著
名
な
講
師
を
招
い
た
り
大
が
か
り
な

会
場
の
準
備
に
追
わ
れ
た
り
す
る
発
表
会
に
な

り
、
そ
れ
だ
け
で
先
生
方
は
消
極
的
に
な
る
。

私
は
、
そ
ん
な
研
究
発
表
会
の
も
ち
方
は
も
う

避
け
た
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
よ
り
も
普
段

の
様
子
を
し
っ
か
り
と
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が

大
事
だ
と
考
え
、
朝
の
登
校
時
か
ら
下
校
時
ま

で
、
公
開
す
る
方
法
に
し
た
。
ま
た
、
担
任
や

専
科
の
授
業
だ
け
で
な
く
、
事
務
室
、
保
健
室

や
給
食
室
（
栄
養
士
）
も
い
か
に
Ｉ
Ｔ
と
か
か

わ
り
、
効
果
的
活
用
を
図
っ
て
い
る
か
を
見
て

い
た
だ
く
よ
う
に
し
た
。

　

そ
の
二
つ
め
は
、
研
究
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
教

職
員
の
力
量
ア
ッ
プ
に
定
め
て
取
り
組
ん
だ
こ

と
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
休
み
時
間
も
開

放
さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン
室
で
、
の
び
の
び
と
機
器

を
操
作
し
て
楽
し
ん
で
い
る
。
大
人
で
あ
る
教

職
員
が
、
Ｉ
Ｔ
対
応
力
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
っ
そ
う
子
ど
も
た
ち
の
力
を
伸
ば
す
こ

と
が
可
能
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
実
技
の
研

修
を
主
と
し
て
研
究
を
進
め
、
地
道
な
積
み
上

げ
を
重
ね
て
き
た
。

　

そ
の
三
つ
め
は
、
研
究
資
料
に
か
か
る
経
費

を
極
力
少
な
く
し
た
こ
と
で
あ
る
。
発
表
会
で

は
研
究
資
料
が
分
厚
い
冊
子
に
な
り
が
ち
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
校
の
場
合
、
学
校
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
研
究
に
か
か
わ
る
内
容
を
多
く
載
せ

て
い
る
の
で
、
そ
の
う
ち
の
要
点
の
み
を
プ
リ

ン
ト
ア
ウ
ト
し
た
も
の
を
配
布
資
料
と
し
た
。

　

発
表
会
当
日
、
早
朝
か
ら
多
く
の
参
会
者
に

恵
ま
れ
、
発
表
会
の
趣
旨
が
生
き
た
と
う
れ
し

く
思
っ
た
。

塚
田 

正
宏

東
京
都
板
橋
区
立
板
橋
第
一
小
学
校

い
ま
、

小
学
校
で
は

Ｉ
Ｔ
時
代
だ
か
ら
こ
そ
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振
り
返
っ
て
み
る
と

　

私
は
、
三
十
六
年
前
に
教
職
に
つ
い
た
。
そ

の
当
時
を
思
い
返
す
と
、
学
校
に
お
け
る
教
育

機
器
の
変
化
の
す
ご
さ
を
思
う
。
鉄
筆
で
ガ
リ

版
を
懸
命
に
書
い
た
時
代
が
ほ
ろ
苦
く
な
つ
か

し
い
。
国
語
専
攻
の
意
識
も
あ
っ
て
、
ワ
ー
プ

ロ
が
普
及
し
始
め
た
と
き
も
、「
手
書
き
を
大
事

に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と

は
言
っ
て
い
た
も
の
の
、
気
が
つ
く
と
学
校
と

自
宅
に
ワ
ー
プ
ロ
を
一
台
ず
つ
お
い
て
活
用
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
任
校
に

着
任
す
る
と
、
す
で
に
主
流
は
パ
ソ
コ
ン
で
あ

る
。
電
気
店
に
行
っ
て
も
、
ワ
ー
プ
ロ
の
姿
は

消
え
つ
つ
あ
っ
た
。
あ
わ
て
て
自
宅
に
パ
ソ
コ

ン
を
求
め
置
き
、
少
し
ず
つ
馴
染
も
う
と
努
力

し
始
め
て
い
る
。

　

今
や
、
道
具
と
し
て
の
パ
ソ
コ
ン
そ
し
て
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
考
え

て
い
る
。
学
校
教
育
の
Ｉ
Ｔ
化
は
も
は
や
と
ど

め
る
こ
と
の
で
き
な
い
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。

  

■　

だ
が
、
し
か
し

　
　
　

考
え
さ
せ
ら
れ
る

　

今
回
の
発
表
会
で
、
今
や
パ
ソ
コ
ン
時
代
で

あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
同
時
に
、
し
っ
か
り

と
心
に
と
め
て
お
く
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

　

こ
れ
か
ら
の
高
度
か
つ
高
速
の
情
報
化
が
進

行
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
光
の
部
分
だ
け

に
心
を
奪
わ
れ
る
と
、
思
わ
ぬ
落
と
し
穴
が
待

っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、

パ
ソ
コ
ン
は
万
能
で
は
な
い
。
不
確
か
な
情
報

の
洪
水
の
中
で
お
ぼ
れ
、
擬
似
体
験
の
中
に
自

己
を
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

 

「
伝
え
合
う
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
国
語
の

指
導
の
核
と
な
り
、
各
学
校
で
は
そ
の
た
め
に

腐
心
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
基
本
は
、
人
と

人
が
直
接
面
と
向
か
っ
て
、
自
分
を
知
ら
せ
相

手
を
知
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に

向
か
っ
て
互
い
を
「
伝
え
合
う
」
こ
と
は
、
次

善
の
策
で
し
か
な
い
、
と
思
う
。
相
手
の
身
振

り
や
か
す
か
な
表
情
の
変
化
を
受
け
止
め
、
そ

の
思
い
や
考
え
を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
、

何
よ
り
今
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

現
任
校
で
は
、
Ｉ
Ｔ
教
育
に
力
を
入
れ
て
い

る
が
、
一
方
で「
生
身
の
人
と
人
の
か
か
わ
り
」

体
験
を
、
例
え
ば
、
あ
い
さ
つ
に
よ
る
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
づ
く
り
や
、「
苦
楽
を
と
も
に
す

る
」
異
年
齢
集
団
を
育
て
る
こ
と
な
ど
も
と
お

し
て
深
め
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

  

■　

こ
と
ば
に
感
謝
す
る

　

人
間
は
、「
好
奇
心
」
に
よ
っ
て
他
の
動
物
と

は
異
な
る
進
化
発
展
を
遂
げ
、
今
日
に
い
た
っ

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
き
わ
め
て
高
度
繊
細
な

言
語
を
作
り
、
駆
使
し
て
き
た
。
互
い
を
よ
く

理
解
し
、
協
力
・
連
携
し
て
こ
ら
れ
た
の
も
微

妙
な
レ
ベ
ル
ま
で
わ
か
り
合
え
る
言
語
を
使
い

こ
な
し
て
き
た
お
か
げ
だ
と
つ
く
づ
く
思
う
。

　

今
、
若
者
の
活
字
離
れ
が
問
題
と
な
り
、
日

本
語
の
理
解
が
不
十
分
だ
と
の
指
摘
も
あ
る
。

　

人
間
の
好
奇
心
の
成
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ

た
パ
ソ
コ
ン
が
、
人
間
の
相
互
理
解
と
相
互
伝

達
の
基
本
で
あ
る
「
面
と
面
と
向
か
い
合
っ
て

生
き
た
こ
と
ば
で
話
し
合
う
」
機
能
を
損
ね
ず

に
前
進
す
る
よ
う
、
努
力
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
強
く
思
っ
て
い
る
。

　

私
は
、
余
暇
に
パ
ズ
ル
づ
く
り
を
楽
し
ん
で

い
る
。
こ
れ
も
好
奇
心
の
一
端
と
し
て
、
子
ど

も
の
教
育
に
生
か
せ
た
ら
と
願
っ
て
い
る
。

〔
つ
か
だ　

ま
さ
ひ
ろ
〕
東
京
都
板
橋
区
立
板
橋
第

一
小
学
校
校
長
。
都
内
小
学
校
、
東
京
学
芸
大
学
付

属
小
学
校
等
に
勤
務
。
東
京
都
小
学
校
国
語
教
育
研

究
会
事
務
局
長
。
平
成
十
二
年
度
よ
り
現
任
校
に
勤

務
。
東
京
都
生
ま
れ
。
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　現行学習指導要領が「伝え合う力」育成を
重視したことにより、昨年度から使用されて
いる新教科書の学習材には変化があらわれた。
話すこと・聞くこと、書くことの学習材が、
以前の簡略なものから、具体的過程を提示し
た実際的なものに補強された。読解中心の国
語の授業の偏りをただすうえで、活動をとお
して学ぶ授業への変化に意義を認める方は少
なくないだろう。しかし同時に、実際に教え
る立場として、新たな授業に挑戦することへ
のとまどいと、ことばの力がほんとうにつく
のかという不安をお感じかもしれない。
　わたしたち国語教師は話すこと・聞くこと、
（生活文・行事作文以外の）書くことの授業を
受けた経験が皆無に近い。読むことについて
も、パターン化された読解以外の可能性をあ
まり知らない。それだけに経験知の蓄積が乏
しい状態で授業に挑戦することになる。新た
な授業の効果について、不安を打ち消せるだ
けの確証を体得するには時間が必要である。
　このようなとき、わたしたちの参考になる
のは諸外国での取り組みである。この小論で
は、いまのわが国にとっての新たなタイプの

学習活動を積
極的に実施し
ているイギリ
スの実際をみ
ていく。
　最近、イギ
リスの実際を
知らせる良書
が刊行された。
山本麻子氏の
『ことばを鍛え
るイギリスの
学校』（岩波書
店）である。氏は日本の大学を卒業し、のち、
生活の拠点をイギリスに移した。現地の学校
で三人のご子息が受けた教育についてその実
際を活写している。氏は言語発達の研究者（レ
ディング大学）であり、客観的な立場からの
論述が行われている。書店にあふれる素朴な
イギリス賛美本とは一線を画している。
　同書にもとづきつつ、わたしたち国語教師
にとって必要な情報を補いながら述べていき
たい。

１　教科書の変化・教師の不安

中村 敦雄
群馬大学助教授

活動をとおして学ぶ　
新たな国語の授業の可能性
－イギリスの取り組みを手がかりに

　わが国の学習指導要領にあたる存在として、
イギリスにはナショナルカリキュラムがある。
ちなみに同カリキュラムはインターネットで
閲覧可能である（http://www.nc.uk.net/）。5
歳から 16歳のあいだを四つの段階に分け、キ
ーステージ（KS）1（5～ 7歳）、2（7～ 11歳）、
3（11 ～ 14 歳）、 4（14 ～ 16 歳）から構成さ
れている。各キーステージの最後にあたる 7・

11・14歳ではナショナルテストを受け、16歳
では中等教育修了一般資格であるGCSE のた
めの試験を受ける。到達度の点検が徹底して
いる。
　領域としては、話すこと・聴くこと（Speaking 
and listening）、読むこと（Reading）、書くこ
と（Writing）から構成されている。わが国と
同じであり、もしかしたら現行の学習指導要

２　ナショナルカリキュラムの構造

新しい視点で
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領は影響を受けたのかもしれない。各領域は
「学習のプログラム」（Programmes of study）
と「到達目標（Attainment targets）」から成る。
　学習指導要領の記述に相当するのが「学習
のプログラム」であり、キーステージごと（3

と 4は共通内容）に記述がある。一方、「到達
目標」として九つのレベルが用意されており、
キーステージごとにどこまで到達すべきかが
レベルに即して明記されている。

 「学習のプログラム」について、中等教育段
階のキーステージ 3・4を中心に紹介を進めた
い。話すこと・聴くことについての「知識・
スキル・理解（Knowledge, skills and under-
standing）」としては、話すこと、聴くこと、
グループディスカッション・相互交流（Group 
discussion and interaction）、 劇（Drama）、
標準英語（Standard English）、言語の諸相
（Language variation）がある。最後の二つは
わが国の言語事項に相当する。カリキュラム
の各所で標準英語の重要性が強調されている
点に特徴が指摘できる。
　話すことでは、明瞭に流暢に話すこと、写
真などの補助資料を活用して効果的に伝える
ことが重視されている。同書第４章ではイギ
リスにおける一般的な実践として「トーク」
の授業が紹介されている。各自が 3分間の発
表に取り組む授業である。自分で話題を選択
し、調査し、原稿を書く。パネルボードなど

の補助資料を用意する。こうした準備のうえ
で、書いたものを見ないで発表し、質疑応答
を行う。氏が紹介している私立学校の事例で
は、トークが試験として行われ、学習者だけ
でなく、校長、他の教師も聴衆として参加す
るという。準備にあたって親が手伝う場面も
少なくないという実際も披露されている。
  話すことと表裏一体の関係で、受け身では
なく主体的に聞く（＝聴く）ことが重視され
ている。キーステージ 3・4では「話の曖昧
性とか、故意に不明瞭にした言い方、証拠の
不当な使用法、根拠に根ざさない議論などに
ついても、それに気づくように指導を受ける」
といった、クリティカル（批判的）に聴くこ
とが項目に含まれている。グループディスカ
ッション・相互交流については、低学年から
重視されている。相互交流は直接対面だけで
なく、インターネットなど電子媒体によるも
のも含まれる。

３　話すこと・聴くこと

　ところで、話すこと・聴くことのなかの劇
（ドラマ）について、教育としての意義がある
のかと疑問をもつ方もいるだろう。わが国で
劇というと学芸会などの行事で扱われている
にすぎない。ここでの劇とはステージ上の特
別な活動ばかりではない。身体活動を含めた
自己表現や、脚本の劇化をとおした作品理解、
批評力の育成が目ざされている。
　わたしたち国語教師は文字言語に過度の注
意を向ける一方で、音声言語や、ことばを発
している身体への関心が低かった。また、文

学作品の理解というと、作品を細かく切り刻
み別のことばで置きかえていくことに陥りや
すい。わが国の現状をみると、音声言語教育
としての朗読や動作化による作品の表現の試
みが取り組まれている段階にある。だが、ナ
ショナルカリキュラムではそれが総体的・系
統的に位置づけられている。そのうえ、統合
的な観点から、読むことの対象としてイギリ
スが誇る著名劇作家の脚本が列挙され、書く
ことでも脚本が挙がっている。同書第 7章で
は、劇の授業の様子が披露されている。

４　劇（ドラマ）の意義

　読むことについての「知識・スキル・理解」
としては、テキストを理解する（Understanding 

texts）、古典（English literary heritage）、異
文化テキスト（Texts from different cultures 

５　読むことの対象としてのメディア
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and traditions）、印刷・電子媒体による情報
テキスト（Printed and ICTbased information 
texts）、メディア・動画テキスト（Media and 
moving image texts）、ことばの組み立てと種
類（Language structure and variation）があ
る。最後の一つにはそのなかに文法も含まれ
ており、言語事項にあたるものと理解できる。
　自国の古典と異文化テキストの双方を尊重
している点、ならびに印刷・電子媒体による
情報テキスト、メディア・動画テキストまで

が包含されている点に大きな特徴がある。同
書第 5章では、小説の場合、抜粋ではなく 1
冊の本を読むことまで含まれること、シェイ
クスピアの脚本について、『ロミオとジュリエ
ット』の映画・舞台を鑑賞し、脚本とそれら
とを比較する学習が紹介されている。日常的
な言語生活を視野に入れ、個人の言語的な成
長が想定されている。多文化社会の実情も考
慮されているところに注目したい。

　書くことについての「知識・スキル・理解」
としては、コンポジション（Composition）、
プラン・草稿（Planning and drafting）が挙
がっている。前者は書く活動全般を指し、後
者は推敲や批正を指す。他に、わが国の言語
事項にあたる、句読法（Punctuation）、綴り
（Spelling）、 ハンドライティング・プレゼンテ
ーション（Handwriting and presentation）、

標準英語、ことばの組み立てが挙がっている。
同書第 6章では、本作り、詩集作りといった、
効果的なハンドライティングや、イラストな
どの視覚効果も含めた書くことの学習活動の
例が紹介されている。また、「マクベス」を新
聞記事にするという書き換えの表現学習、脚
本や物語を書くといった創造的表現活動の例
も取り上げられている。

６　書くこと

　学習者が活動を楽しみながら進める学習に
ついて、「遊んでいるだけで力がつかない」と
いった非難がなされる。しかし、イギリスで
の実際からすると、経験知の蓄積にもとづき、
相応の成果をあげていることがうかがえる。
ナショナルカリキュラムが制定されたのは意
外にも 1980 年代末である。以前は教師の裁量
に任されていた歴史的経緯、いまでも検定教
科書がなく教師が学習材を活用できる自由が
独自の特質をつくったのだろう。
　ただし、イギリスの母国語教育は順風のな
かにあるのではない。伝統的階級差に加え、
移民増加により国内では他文化・多言語状況
が生じている。イギリスの学校ではあえて区
別をせず、一般の子どもと一緒に学ぶため、
教室内での英語習熟度のばらつきが生じてい
るそうだ。こうした状況に鑑み、全国レベル
での読み書き能力の底上げを目ざした「全国
読み書き戦略」も行われ、すべての公立初等
学校で毎日一時間のリテラシーアワーが特設

された。佐貫浩氏はバーミンガム市の学校で
の取り組みとして「全員で読み、書き取りをし、
ストーリーを作り、そして全体で話し合う」＊

活動を紹介している。ドリル的学習に陥らず、
活動から学ぶ取り組みが行われている点に蓄
積の厚さがうかがわれる。
　2000 年に公表された「生徒の学習到達度調
査（PISA）」によると、15歳児の読解力につ
いて日本とイギリスとはほぼ同ランクであり、
統計的有意差はないとされる＊＊。イギリスの
母国語教育を特徴づける、活動をとおしたこ
とばの学びが、わが国で懸念される学力低下
に直結しないことを裏づける結果として解せ
よう。
  本書では競争原理導入による学校間格差、
イギリスの教師の置かれた立場についても述
べられており、多面的に考えるうえでも参考
になる。山本氏の著書をお読みになって、わ
が国のこれからの教育について確かな手がか
りを得ることを読者諸賢におすすめしたい。

７　活動をとおして学ぶ授業は学力低下をもたらすか

〔注〕 * 佐貫浩『イギリスの教育改革と日本』高文研、2002 年。
 **『図表で見る教育　OECDインディケータ』明石書店、2003 年。
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も
う
三
十
年
も
前
の
話
に
な
る
が
、
大
学
時

代
、
野
地
潤
家
先
生
の
ご
講
義
で
「
西
尾
実
」

と
い
う
名
前
を
頻
繁
に
お
聞
き
し
た
よ
う
な
気

が
し
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
ん
な
に
い

つ
も
そ
の
お
名
前
が
出
た
わ
け
で
は
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
野
地
先
生
が
そ
の
お
名
前
を

口
に
さ
れ
る
と
き
、
昂
然
と
言
う
か
、
う
っ
と

り
と
言
う
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
一
種
独
特
な

雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
記
憶
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
「
西
尾
実
」
と
い
う
名
前
に
確
信
を

も
っ
た
雰
囲
気
で
あ
り
、
野
地
先
生
が
確
か
に

「
西
尾
実
」
に
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
る
雰
囲
気
で
あ
っ

た
。

　

私
な
ど
は
単
純
で
あ
る
か
ら
、
西
尾
実
先
生

の
ご
著
書
を
ま
と
も
に
読
ん
だ
わ
け
で
も
な
い

の
に
、
西
尾
実
と
い
う
先
生
は
偉
い
先
生
だ
と

思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
無
論
、
後
に
い
く
ら

か
西
尾
先
生
の
ご
著
書
に
触
れ
て
、
そ
の
思
い

込
み
が
間
違
い
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
と

な
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

さ
て
、「
名
著
再
読
」
と
い
う
形
で
西
尾
実

を
取
り
上
げ
る
場
合
、『
国
語
教
育
学
の
構
想
』

（
一
九
五
一
）『
国
語
教
育
学
序
説
』（
一
九
五
七
）

『
言
語
生
活
の
探
求
』（
一
九
六
一
）
な
ど
、
ど

の
著
書
を
取
り
上
げ
て
も
「
名
著
」
に
値
す
る

も
の
だ
と
思
わ
れ
る
し
、
取
り
上
げ
方
と
し
て

は
、
時
枝
誠
記
と
の
「
言
語
教
育
か
文
学
教
育

か
」
と
い
っ
た
論
争
を
対
象
化
す
る
の
も
興
味

深
い
。

　

し
か
し
今
回
私
は
あ
え
て
『
言
葉
と
そ
の
文

化
』
を
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、

本
著
が
「（
戦
後
の
国
語
教
育
界
に
）
日
常
的

な
こ
と
ば
の
実
態
把
握
を
根
底
と
す
る
言
語
文

化
革
新
の
方
向
を
照
ら
す
道
標
」（
野
地
潤
家

『
言
葉
と
そ
の
文
化
』
解
説
、『
西
尾
実
国
語
教

育
全
集
』
第
四
巻
）
と
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
て

い
る
書
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。ま
た
私
自
身
、

現
今
の（
あ
え
て
言
え
ば
）「
音
声
言
語
ブ
ー
ム
」

に
、
一
種
の
危
う
さ
を
感
じ
て
お
り
、「
道
標
」

と
し
て
の
本
著
に
、
立
ち
返
る
に
十
分
な
理
由

が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
本
著
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

 

「
こ
う
い
う
文
字
を
使
っ
て
い
る
た
め
に
、
わ

れ
わ
れ
の
言
葉
が
、
話
す
言
葉
と
書
く
言
葉
と

い
ち
じ
る
し
く
か
け
離
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉

の
文
化
が
、
文
芸
も
、
哲
学
、
科
学
も
、
す
べ

て
、
読
む
文
化
と
し
て
の
み
発
達
を
遂
げ
、
聞

く
文
化
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
発
育
不
能
の
状
態

に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
た
め
に
、
読
む
文
化

さ
え
、
大
衆
か
ら
遠
ざ
か
り
、
日
常
の
話
し
言

葉
か
ら
離
れ
て
、
無
力
不
健
全
な
も
の
に
な
っ

て
い
る
。」

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読

西尾 実『言葉とその文化』
（岩波書店、1947 年）

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読

　
　

 

西
尾 
実

　
　
『
言
葉
と
そ
の
文
化
』
を
読
む三

浦 

和
尚

愛
媛
大
学

国語教育の『名著』再読
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「
こ
れ
ま
で
の
学
校
教
育
で
は
、
そ
の
教
育
の

ほ
と
ん
ど
全
部
が
教
科
書
と
い
う
読
み
書
く
言

葉
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
近
年
、
映
画
・
音
盤
・

ラ
ジ
オ
等
が
多
少
取
り
入
れ
ら
れ
始
め
て
は
い

る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
補
助
的
手
段
に
す
ぎ
な

い
。
本
体
は
依
然
と
し
て
教
科
書
で
あ
り
、
文

字
言
葉
で
あ
る
。」

 

「
近
年
、
国
民
学
校
で
は
、
国
語
の
一
分
科
と

し
て
話
方
が
設
置
さ
れ
、
演
説
や
童
話
の
稽
古

で
は
な
い
、
日
常
の
話
し
言
葉
の
教
育
が
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
、中
等
学
校
で
も
、

（
中
略
）実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。（
中

略
）
し
か
し
、
そ
れ
は
制
度
と
し
て
の
規
定
で

あ
っ
て
、
教
育
の
実
際
と
し
て
は
ど
れ
だ
け
の

実
績
を
あ
げ
得
て
い
る
か
。
わ
た
く
し
に
は
、

こ
の
ま
ま
で
い
け
ば
、
こ
の
進
歩
的
な
制
度
さ

え
や
が
て
取
消
さ
れ
る
と
き
が
来
は
し
な
い
か

と
さ
え
懸
念
せ
ら
れ
る
。」

　

こ
う
い
っ
た
内
容
を
、
今
「
半
世
紀
以
上
も

前
の
話
」
だ
と
、
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
今
日
の
こ
と
を
言
わ
れ

て
い
る
の
だ
と
錯
覚
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
は
な

い
か
。

　

逆
に
「
い
や
、
音
声
言
語
の
学
習
指
導
は
、

今
日
む
し
ろ
盛
ん
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
」
と
い

う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。
私
も
そ
の
考
え
を
一
概

に
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。し
か
し
そ
の「
盛

ん
」
が
、ほ
ん
と
う
に
実
を
挙
げ
て
い
る
の
か
、

ほ
ん
と
う
に
子
ど
も
に
力
を
つ
け
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
私
自
身
は
、
私
の
力

不
足
を
す
べ
て
認
め
た
う
え
で
、
疑
い
な
し
と

は
し
な
い
。

　

西
尾
実
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。

 

「
わ
た
く
し
は
、
日
常
の
話
し
聞
く
生
活
に
お

い
て
、
言
う
べ
き
こ
と
は
、
言
う
べ
き
と
き
に
、

言
う
べ
き
場
所
で
、
言
う
べ
き
方
法
で
言
わ
な

く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張
し
、
そ
こ
に
は
言

葉
に
関
す
る
新
し
い
倫
理
が
生
れ
な
く
て
は
な

ら
ぬ
と
さ
え
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に

も
ま
し
て
必
要
な
の
は
、
聞
く
こ
と
の
真
意
義

に
目
ざ
め
る
こ
と
で
あ
る
。」

　

私
た
ち
は
果
た
し
て
「
言
う
べ
き
と
き
に
、

言
う
べ
き
こ
と
を
…
…
」
と
い
う
子
ど
も
を
育

て
得
て
い
る
だ
ろ
う
か
。「
新
し
い
倫
理
」
が

何
か
に
つ
い
て
は
、
こ
と
ば
を
慎
重
に
せ
ざ
る

を
得
な
い
が
、
西
尾
実
に
お
い
て
は
、「
民
主

主
義
的
革
新
」
が
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
ま

た
「
聞
く
こ
と
の
真
意
義
」
で
も
、
今
日
を
振

り
返
る
重
要
な
視
点
と
な
ろ
う
。

 

『
言
葉
と
そ
の
文
化
』
は
、「
話
し
聞
く
」
領

域
を
言
葉
の
地
盤
領
域
と
位
置
づ
け
、
そ
の
豊

か
さ
の
保
障
に
よ
っ
て
「
読
む
書
く
」
領
域
を

充
実
さ
せ
、
さ
ら
に
は
こ
と
ば
の
文
化
を
発
展

さ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
に
貫
か
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
た
と
き
、
現
今
の
話

し
こ
と
ば
の
学
習
指
導
が
「
〜
の
仕
方
」
的
な

と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
か
、
私
た
ち
は

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

私
の
手
元
に
あ
る
『
言
葉
と
そ
の
文
化
』
は
、

時
代
が
時
代
だ
け
に
、付
箋
を
貼
る
こ
と
さ
え
、

い
や
、
め
く
る
こ
と
さ
え
は
ば
か
ら
れ
る
よ
う

な
紙
質
の
、
わ
ず
か
一
〇
三
ペ
ー
ジ
の
本
で
あ

る
。
し
か
し
そ
こ
に
あ
る
内
容
は
、
話
し
こ
と

ば
の
教
育
の
根
幹
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
も
の

で
あ
り
、
今
の
混
迷
期
に
こ
そ
読
ま
れ
て
よ
い

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〔
み
う
ら　

か
ず
な
お
〕
愛
媛
大
学
教
授
。
近
著
に

『「
話
す
・
聞
く
」
の
実
践
学
』『「
読
む
」
こ
と
の
再

構
築
』（
と
も
に
三
省
堂
）。
四
月
か
ら
附
属
小
学
校

校
長
と
な
り
、
子
ど
も
た
ち
と
の
ふ
れ
合
い
を
楽
し

ん
で
い
る
。
し
か
し
、
発
達
差
の
あ
る
子
ど
も
た
ち

へ
の
話
は
難
し
い
。

国
語
教
育
の『
名
著
』再
読
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本本本
の
紹
介

 阪田寛夫
『童謡でてこい』
河出文庫・河出書房新社
1990・11刊

　

２
歳
７
カ
月
の
知（
と
も
）
く
ん
が
夜

寝
る
と
き
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
歌
う
童
謡

「
サ
ッ
ち
ゃ
ん
」
を
聞
き
な
が
ら
涙
を
流

し
た
と
い
う
。
驚
い
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に

孫
は
言
っ
た
。「
知
く
ん
も
う
泣
か
な
い

か
ら
も
っ
と
歌
っ
て
」
と
。

　

今
こ
の
話
を
読
み
な
が
ら
、
客
員
教
授

と
し
て
四
か
月
北
京
で
す
ご
し
た
十
五
年

前
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
あ
る
日
の
夕

刻
、
大
き
な
ホ
テ
ル
の
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
で

一
人
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
と
涙
が
出

て
き
た
の
で
あ
る
。
ス
ピ
カ
ー
か
ら
流
れ

る
日
本
の
歌
の
せ
い
だ
と
す
ぐ
分
か
っ

た
。「
雨
の
中
の
二
人
」
の
メ
ロ
デ
ィ
が

流
れ
て
い
た
。
歌
の
力
、
こ
と
ば
の
力
の

不
思
議
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

言
語
に
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
。
主

と
し
て
音
の
強
弱
に
よ
る
か
、
高
低
に
よ

る
か
で
二
分
さ
れ
る
が
、前
者
で
あ
れ
ば
、

リ
ズ
ム
言
語
で
あ
り
、
後
者
で
あ
れ
ば
メ

ロ
デ
ィ
言
語
。
日
本
語
は
、
メ
ロ
デ
ィ
言

語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
日
本
語

は
こ
と
ば
が
メ
ロ
デ
ィ
を
も
っ
て
い
て
、

歌
詞
に
曲
を
つ
け
る
と
な
る
と
、
こ
と
ば

の
メ
ロ
デ
ィ
と
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
と
を
ど

う
合
わ
せ
る
か
が
問
題
に
な
る
。

　

童
謡
・
唱
歌
に
お
い
て
、
こ
と
ば
の
メ

ロ
デ
ィ（
ア
ク
セ
ン
ト
）
に
注
意
し
て
、

作
曲
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
作
曲
家
た
ち

が
い
た
。
今
静
か
に
童
謡
・
唱
歌
が
見
直

さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
単
に
大
人
の
心
の

故
郷
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
現
代

の
リ
ズ
ム
重
視
の
歌
に
対
し
て
、
メ
ロ
デ

ィ
が
重
視
さ
れ
て
い
た
時
代
の
歌
へ
の
郷

愁
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

知
く
ん
を
泣
か
せ
た
童
謡
「
サ
ッ
ち
ゃ

ん
」
を
作
詞
し
た
人
こ
そ
、
こ
こ
に
紹
介

す
る
『
童
謡
で
て
こ
い
』
の
著
者
で
あ
る
。

先
の
話
は
「
文
庫
版
の
あ
と
が
き
」
で
著

者
自
身
が
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
本
で
阪

田
氏
は
、
約
50
曲
を
取
り
上
げ
て
、
ひ
と

つ
の
童
謡
が
で
き
る
ま
で
の
作
詞
家
や
作

曲
家
に
ま
つ
わ
る
事
情
を
語
っ
て
い
る
。

　

心
癒
さ
れ
る
話
、
歌
が
で
き
る
ま
で
の

苦
労
話
や
楽
し
い
裏
話
で
あ
っ
た
り
、
わ

ら
べ
う
た
な
ど
の
伝
統
的
な
音
階
の
話
で

あ
っ
た
り
、
話
題
が
豊
富
で
あ
る
が
、
著

者
の
阪
田
氏
な
ら
で
は
の
話
が
多
い
。

　

そ
う
し
た
中
で
な
ん
と
い
っ
て
も
、
ま

ど
・
み
ち
を
作
詞
に
な
る
「
ぞ
う
さ
ん
」

に
つ
い
て
の
話
が
も
っ
と
も
心
に
残
る
話

で
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
二
回
に

わ
た
っ
て
書
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
本
の

「
あ
と
が
き
」
も
、「
ぞ
う
さ
ん
」
と
ま
ど

さ
ん
の
こ
と
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ど
さ
ん
が
、あ
の
歌
は
象
の
子
が「
象

が
象
と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
す

ば
ら
し
い
」と
思
っ
て
い
る
歌
だ
と
述
べ
、

「
よ
く
、目
の
色
や
髪
の
色
が
違
っ
て
も
仲

よ
く
し
よ
う
、と
い
わ
れ
た
り
し
ま
す
が
、

私
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
違
う
か
ら
仲
よ

く
し
よ
う
と
思
う
わ
け
で
す
」
と
語
っ
た

こ
と
を
著
者
は
紹
介
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
だ
け
で
も
、

私
に
と
っ
て
こ
の
本
は
大
事
な
本
な
の
で

あ
る
。

糸
井 

通
浩

〔
い
と
い　

み
ち
ひ
ろ
〕
龍
谷
大
学
教
授
。
文

法
・
文
章
・
談
話
を
研
究
。

本の紹介



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
3
号

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
日
発
行

定
価  

一
〇
〇
円
（
本
体
九
六
円
）

編
集
・
発
行
人    

佐
伯　

勇

〔
発
行
所
〕
株
式
会
社　

三
省
堂

 

〒
一
〇
一
ー
八
三
七
一

 

東
京
都
千
代
田
区
三
崎
町
二
ー
二
二
ー
一
四

 

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
三
（
三
二
三
〇
）
九
四
二
七
〔
編
集
〕

 

振
替  

東
京　

〇
〇
一
六
〇
ー
五
ー
五
四
三
〇
〇

〔
印
刷
所
〕
泰
成
印
刷
株
式
会
社

 

東
京
都
墨
田
区
両
国
三
ー
一
ー
一
二

　
　

 

編
集
後
記

　

神
奈
川
県
内
の
あ
る
中
学
校
の
一
年
生
全
員
の
「
自
分
新

聞
」
を
読
み
ま
し
た
。
一
人
ひ
と
り
が
一
年
前
の
小
学
生
と

は
違
っ
て
し
ま
っ
た
「
自
分
」
を
発
見
し
て
い
ま
し
た
。

　

本
号
で
は
「
か
ら
だ
と
こ
と
ば
」
を
特
集
し
て
い
ま
す
。

　

中
学
生
は
、
い
や
で
も
変
化
す
る
「
か
ら
だ
」
と
本
人
の

意
思
に
関
係
な
く
広
が
っ
て
い
く
「
こ
と
ば
」
の
両
面
で
、

自
己
の
内
部
と
外
部
に
折
り
合
い
を
付
け
る
こ
と
に
、
と
ま

ど
い
を
感
じ
た
り
不
安
を
感
じ
た
り
し
て
い
ま
す
。
中
学
生

は
、
か
な
え
が
た
い
「
調
和
」
を
め
ざ
し
て
も
が
い
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 

「
話
す
・
聞
く
」
活
動
は
、
教
室
（
学
室
）
で
、
生
の
自
分

を
そ
し
て
生
の
他
者
を
受
け
入
れ
る
学
び
の
大
事
な
部
分
で

す
。
本
号
で
は
、『
現
代
の
国
語
』ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
か
ら
、「
話

す
・
聞
く
」
に
関
す
る
項
目
の
一
部
を
ご
報
告
し
て
い
ま
す
。

ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
ご
協
力
に
こ
こ
ろ
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
と
と
も
に
、
18
年
度
版
の
教
科
書
づ
く
り
へ
の
協
働
的
参

加
を
改
め
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。（
Ｆ
）
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篠
田
信
司
・

大
村
市
中
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会 

著

中
学
校
国
語
科
の
評
価

│
単
元
の
学
習
指
導
と
評
価
計
画
│ 

１
、６
０
０
円

国
語
科
に
お
け
る
「
指
導
と
評
価
の
一
体
化
」
と
は
。

『
現
代
の
国
語
』
準
拠
の
実
践
的
評
価
入
門
書
。

髙
木 

展
郎 

著

こ
と
ば
の
学
び
と
評
価 

２
、１
０
０
円

新
学
習
指
導
要
領
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
実
践
的
に

学
習
と
評
価
の
新
し
い
展
望
を
示
し
た
提
案
の
書
。

髙
木 

展
郎
・
三
浦
修
一 

監
修

こ
と
ば
を
育
て
る
学
び
の
プ
ラ
ン

 

２
、０
０
０
円

中
学
校
国
語
科
で
生
徒
の
学
び
を
ど
う
組
織
す
る

か
。『
現
代
の
国
語
』
に
よ
る
学
習
プ
ラ
ン
実
践
集
。

河
野 

庸
介 

著

去
り
ゆ
く
時
を
つ
か
ま
え
て 

１
、２
０
０
円

日
本
各
地
で
出
会
っ
た
な
つ
か
し
い
風
景
を
、
う

つ
ろ
う
時
の
中
で
切
り
取
っ
た
エ
ッ
セ
イ
集
。

久
芳 

美
恵
子 

著

教
師
の
た
め
の
教
育
相
談
の
基
礎

 

１
、８
０
０
円

毎
日
の
教
室
で
取
り
組
め
る
教
育
相
談
の
理
論
と

方
法
を
楽
し
い
イ
ラ
ス
ト
付
き
で
明
解
に
示
す
。

新
刊
・
近
刊

国
語
科
教
育

評
価
で
変
わ
る

　
　

国
語
の
授
業

尾
木
和
英 

著　

１
、８
０
０
円

評
価
に
つ
い
て
の
基
本
的

な
考
え
方
を
12
の
角
度
か

ら
検
討
し
、
新
し
い
国
語

科
の
授
業
と
評
価
を
提
案

す
る
。

二
十
一
世
紀
の
国
語
科
の

新
し
い
授
業
を
構
築
す
る

た
め
に
、
十
二
の
視
点
か

ら
追
究
し
た
力
作
。

提
言  

国
語
科
授
業

　
　
　
　

改
善
十
二
章

尾
木
和
英 

著　

１
、７
０
０
円

「
伝
え
合
い
」
を
軸
に
、

受
信
中
心
の
国
語
教
室
か

ら
、
発
信
・
交
信
を
す
る

国
語
教
室
へ
の
転
換
を
め

ざ
す
。

「
伝
え
合
う
力
」

　
　
　

と
は
何
か

花
田
修
一 

著　

１
、７
０
０
円

時
間
数
の
削
減
の
中
で

「
読
む
こ
と
」
の
授
業
は

ど
う
あ
る
べ
き
か
。
教
師

と
生
徒
の
実
践
記
録
か
ら

追
究
す
る
。

「
読
む
こ
と
」
の

　
　
　
　
　

授
業
改
革

花
田
修
一 

著　

１
、８
０
０
円

辞
書
・
辞
典

例
解
新
国
語
辞
典

林
四
郎
（
編
修
代
表
）

２
、５
０
０
円

使
い
や
す
さ
、
わ
か
り
や
す

さ
、
精
確
さ
で
高
い
評
価
を

受
け
て
い
る
、
中
学
生
向
け

国
語
辞
典
の
ト
ッ
プ
セ
ラ

ー
。
収
録
語
数
５
万
５
千
。 

２
色
刷
。

例
解
新
漢
和
辞
典

山
田
俊
雄
（
編
修
代
表
）・

戸
川
芳
郎
・
影
山
輝
國 

編
著

２
、５
０
０
円

発
売
以
来
圧
倒
的
な
支
持

を
受
け
て
い
る
漢
和
辞
典
。

親
字
７
０
０
０
字
、
熟
語

３
５
３
０
０
語
を
収
録
。
２

色
刷
。

日
本
語
便
利
帳

三
省
堂
編
修
所 

編

１
、５
０
０
円

用
字
用
語
、
書
き
方
・
話
し

方
か
ら
漢
字
の
読
み
書
き
、

古
典
の
知
識
ま
で
、
日
常
生

活
で
必
要
な
こ
と
ば
の
知
識

を
網
羅
し
た
、
何
で
も
わ
か

る
「
日
本
語
百
科
」。

教
科
書
か
ら
ひ
ろ
が
る
学
び
へ

50
の
ア
イ
デ
ィ
ア

気
軽
に
楽
し
く
短
い
時
間
で

力
の
つ
く
こ
と
ば
の
学
習

50
の
ア
イ
デ
ィ
ア

気
軽
に
楽
し
く
短
い
時
間
で

力
の
つ
く
作
文
学
習

50
の
ア
イ
デ
ィ
ア

気
軽
に
楽
し
く
短
い
時
間
で

力
の
つ
く
音
声
言
語
学
習

50
の
ア
イ
デ
ィ
ア

教
育
文
化
研
究
会 

編

各
２
、０
０
０
円

自
主
的
に
学
べ
る
50
の
活

動
例
と
、
こ
と
ば
の
楽
し

さ
が
わ
か
る
50
の
ミ
ニ
ア

イ
デ
ィ
ア
を
収
録
。

楽
し
み
な
が
ら
活
用
で
き

る
作
文
学
習
の
ア
イ
デ
ィ

ア
を
見
開
き
に
収
め
た
使

い
や
す
い
実
践
例
集
。

音
声
学
習
の
基
本
を
つ
か

む
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
例
50

と
音
声
指
導
に
役
立
つ
知

識
・
情
報
の
コ
ラ
ム
35
を

収
録
。

「
読
む
」
こ
と
の
再
構
築

三
浦
和
尚 

著　

１
、５
０
０
円

子
ど
も
た
ち
の
「
読
む
喜

び
」
を
支
援
す
る
発
問
、

指
導
方
法
、
評
価
の
実
践

的
検
証
と
提
言
。

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
扉
を
ひ
ら
く

│
新
し
い
学
び
の
実
践
研
究
│　

沖
山 

吉
和 

監
修

全
日
本
中
学
校

国
語
教
育
研
究
協
議
会 

編

　

９
５
２
円

「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
学
び
を
ど
う
展
開
す
る

か
？　

全
日
本
中
学
校
国

語
教
育
研
究
協
議
会
全
国

大
会
に
お
け
る
実
践
・
研

究
事
例
の
発
表
を
中
心
に

11
編
収
録
。




