
if

漸
近
線
と
し
て
の
日
本
語
・
国
語
教
育

-
　
「
分
裂
し
た
自
己
を
統
合
す
る
企
て
」
　
へ
の
拒
否
　
-

-
 
'
日
本
語
教
育
の
現
場
か
ら

最
初
に
'
次
の
問
題
を
や
っ
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

川
　
あ
な
た
は
不
満
か
も
し
れ
な
い
が
'
私

こ
れ
が
精
1
杯
の
結
果
な

ん
で
す
。

1
　
に
し
て
は
　
2
　
に
よ
れ
ば
　
3
　
に
す
れ
ば

㈲
　
父
が
病
気
に
な
り
'
母
一
人
で
大
変
だ
っ
た
の
で
'

4
　
に
か
け
て
は

私
は
勉
強
の

店
も
手
伝
っ
た
。

I
　
か
わ
り
に
　
2
　
か
た
が
た
　
3
　
か
た
わ
ら
　
4
　
つ
い
で
に

㈱
　
私
ど
も
の
た
め
に
へ
雨
の
中
わ
ざ
わ
ざ
　
　
　
ま
し
て
へ
本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

1
　
お
み
え
に
な
り
　
2
　
ま
い
ら
れ
　
3
　
い
ら
っ
し
ゃ
い

4
　
お
い
で
く
だ
さ
い

㈹
　
彼
の
文
は
ま
ち
が
い
　
　
'
直
す
の
に
時
間
が
か
か
る
。

1
　
ず
く
め
で
　
2
　
の
み
で
　
3
　
だ
け
で
　
4
　
だ
ら
け
で

㈲
　
娘
は
'
帰
っ
て
か
ら
'
自
分
の
部
屋
に
入
っ
た
　
　
'
出
て
こ
な
い
。

-
　
な
り
　
2
　
と
た
ん
に
　
3
　
ぱ
な
し
で
　
4
　
ま
ま

難
　
　
波
　
　
博
　
　
孝

(
佐
々
木
仁
子
・
松
本
紀
子
(
1
九
九
四
)
　
日
本
語
能
力
検
定
試
験
対
策
　
日
本
語

総
ま
と
め
問
題
集
　
実
戦
編
よ
-
)

私
は
'
あ
る
大
学
で
'
留
学
生
に
日
本
語
を
教
え
る
授
業
を
持
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
'
活
動
中
心
の
「
日
本
語
単
元
学
習
」
　
の
よ
う
な
授
業
を
週
に
一
時

間
や
っ
て
い
る
の
だ
が
'
他
の
教
員
が
受
け
持
つ
授
業
や
今
ま
で
留
学
生
た
ち

が
日
本
語
学
校
や
留
学
生
別
科
で
受
け
て
い
た
授
業
へ
ま
た
'
彼
ら
の
ほ
と
ん

ど
が
目
指
し
て
い
る
'
日
本
語
1
級
の
能
力
検
定
試
験
の
た
め
の
問
題
集
に
は
'

こ
の
よ
う
な
問
題
が
目
白
押
し
に
出
題
さ
れ
て
い
る
。

み
な
さ
ん
は
'
こ
の
間
題
を
す
い
す
い
と
解
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
H
本
譜
母

語
話
者
に
と
っ
て
は
'
四
つ
の
内
か
ら
正
解
を
選
ぶ
の
は
'
そ
れ
ほ
ど
社
し
い

こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
当
に
へ
　
こ
れ
ら
の
問
題
に
へ
　
た

だ
1
つ
の
正
解
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
o
例
え
ば
'
州
で
'
「
娘
は
'
帰
っ
て

か
ら
へ
自
分
の
部
屋
に
入
っ
た
な
り
'
出
て
こ
な
い
。
」
や
「
娘
は
'
帰
っ
て

か
ら
へ
自
分
の
部
屋
に
入
っ
た
と
た
ん
に
'
出
て
こ
な
い
。
」
と
い
う
文
は
'

許
容
さ
れ
な
い
文
な
の
だ
ろ
う
か
。
川
で
は
'
「
だ
ら
け
」
が
よ
り
「
自
然
」

の
よ
う
な
気
が
す
る
が
'
「
ず
-
め
で
」
が
お
か
し
い
と
も
思
え
な
い
。
何
度

も
「
彼
の
文
は
ま
ち
が
い
ず
-
め
で
'
直
す
の
に
時
間
が
か
か
る
。
」
と
言
っ
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て
い
る
う
ち
に
'
こ
れ
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
-
る
e
川

で
は
'
「
に
す
れ
ば
」
が
い
い
の
は
分
か
る
。
で
は
'
「
に
し
て
は
」
を
少
し
変

え
た
　
「
と
し
て
は
」
　
は
'
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
大
丈
夫
な
ら
'
「
に
す
れ

ば
」
と
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
'
留
学
生
に
そ
の

違
い
が
分
か
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
o

違
い
な
ど
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
'
良
心
的
な
日
本
語
教
師
は
知
っ
て
い
る
。

違
い
を
説
明
す
る
た
め
に
'
こ
こ
で
紹
介
し
た
問
題
文
よ
り
も
は
る
か
に
社
し

い
日
本
語
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
'
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の

違
い
自
体
の
中
身
が
'
日
本
語
母
語
話
者
同
士
で
も
異
な
る
こ
と
が
多
い
の
で

あ
る
O
同
じ
H
本
譜
を
使
っ
て
い
て
も
'
私
と
あ
な
た
の
言
語
経
験
が
異
な
れ

ば
'
違
い
の
中
身
も
変
わ
っ
て
く
る
。

日
本
語
学
習
者
は
'
初
級
の
う
ち
は
'
「
「
ま
す
」
　
に
つ
な
が
る
の
は
'
「
普

-
」
な
ら
「
書
き
」
'
「
受
け
る
」
な
ら
「
受
け
」
だ
」
　
の
よ
う
に
'
コ
ー
ド
的

な
操
作
を
覚
え
て
い
-
。
中
級
に
入
っ
て
も
'
そ
れ
は
続
-
。
し
か
し
t
 
I
級

試
験
を
受
け
る
ぐ
ら
い
の
レ
ベ
ル
に
来
た
と
き
に
'
日
本
語
学
習
に
大
き
な
壁

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
-
。
今
ま
で
'
演
緒
的
な
説
明
を
覚
え
て
い
れ
ば
使
え
た

の
に
'
こ
の
レ
ベ
ル
ま
で
来
る
と
'
教
師
の
方
が
説
明
で
き
な
-
な
っ
た
り
'

教
師
ご
と
に
説
明
の
中
身
が
違
っ
た
り
す
る
　
(
上
の
問
題
で
'
周
囲
の
日
本
語

母
語
話
者
に
ヘ
ビ
の
選
択
肢
な
ら
許
容
で
き
る
か
確
か
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
ぶ

ん
'
人
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
は
異
な
る
だ
ろ
う
)
。
こ
こ
に
来
て
'
日
本
語
学
習

者
達
は
'
例
文
を
覚
え
る
し
か
な
い
と
い
う
気
分
に
な
る
。

日
本
語
を
学
習
し
て
'
上
級
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
へ
　
日
本
語
学
習
者
は
'
日

本
語
が
近
づ
き
が
た
い
も
の
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
へ
覚
え
る
し
か
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
も
へ
　
日
本
語
が
一
つ
で
は
な
い
こ
と
へ
方
言
の
違
い
で
は
な

-
'
一
人
一
人
の
日
本
語
母
語
話
者
の
日
本
語
が
異
な
る
こ
と
に
気
づ
き
始
め

る
。
学
習
者
達
は
言
う
。
「
日
本
人
の
よ
う
に
日
本
語
を
L
や
ベ
-
た
い
」
と
。

し
か
し
'
学
習
が
進
む
に
つ
れ
へ
　
そ
の
希
望
が
絶
望
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。

日
本
語
を
説
明
し
た
い
と
い
う
日
本
語
教
育
の
欲
望
が
'
「
た
だ
一
つ
の
日

本
語
」
と
い
う
対
象
を
生
み
出
す
。
た
だ
一
つ
の
正
解
'
た
だ
一
つ
の
日
本
語

が
あ
る
t
と
い
う
'
日
本
語
教
師
の
信
念
が
'
日
本
語
学
習
者
を
苦
し
め
る
。

日
本
語
学
習
者
が
'
放
課
後
や
ア
ル
バ
イ
ト
で
出
会
う
「
多
様
で
雑
多
な
日
本

語
」
　
で
は
な
い
へ
　
た
だ
一
つ
の
「
教
室
の
日
本
語
」
が
'
日
本
語
教
育
で
生
み

出
さ
れ
、
学
習
者
は
「
多
様
で
雑
多
な
日
本
語
」
と
「
均
一
化
し
た
教
室
の
日

本
語
」
　
の
狭
間
で
立
ち
往
生
す
る
。
日
本
語
学
習
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
へ
　
日
本

語
学
習
者
に
と
っ
て
は
'
い
つ
ま
で
も
近
づ
-
こ
と
が
で
き
な
い
漸
近
線
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
'
日
本
語
が
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

清
田
(
一
九
九
五
)
　
は
'
中
国
残
留
孤
児
の
子
弟
の
日
本
語
能
力
の
変
容
を

調
べ
て
'
日
本
語
習
得
が
進
ん
で
も
'
情
緒
面
で
の
中
国
語
に
対
す
る
依
存
度

が
高
い
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
日
本
に
定
住
し
ょ
う
と
し
て
い
る
人
々
に

と
っ
て
'
悩
み
を
打
ち
明
け
た
り
'
自
分
の
悲
し
み
や
喜
び
を
表
現
し
た
り
す

る
言
語
が
'
日
本
語
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
希
望
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
'
現
実
は
'
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。
中
国
残
留
孤
児
の
子
弟
た
ち
に

と
っ
て
も
'
日
本
語
は
'
漸
近
線
と
し
て
現
出
し
て
い
る
。

イ
・
ヨ
ン
ス
ク
　
(
一
九
九
六
)
　
は
'
「
「
国
語
」
　
が
さ
ま
さ
ま
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
洗
礼
を
受
け
て
生
ま
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
は
へ
　
い
ま
で
は
広
-
認
識

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
'
「
日
本
語
」
は
言
語
学
的
に
承
認
さ
れ
た
中
立
的
な

客
観
的
実
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'
「
日
本

語
」
と
い
う
何
の
含
み
も
な
さ
そ
う
な
こ
の
概
念
も
'
あ
る
種
の
意
識
の
構
え

の
中
か
ら
し
か
生
れ
て
こ
な
い
　
(
p
.
i
i
i
-
i
v
)
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
　
「
意

識
の
構
え
」
と
は
'
「
現
実
に
は
'
ど
ん
な
に
言
語
変
異
が
あ
っ
た
と
し
て
も
も
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そ
れ
を
こ
え
た
ゆ
る
ぎ
な
い
言
語
の
同
一
性
が
存
在
す
る
と
い
う
信
仰
」
　
で
あ

り
'
「
想
像
さ
れ
る
「
国
語
」
　
の
同
l
性
こ
そ
が
本
質
的
な
も
の
だ
と
い
う
言

語
意
識
(
p
.
i
v
-
v
)
」
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
.

日
本
の
場
合
へ
　
「
「
日
本
語
」
と
い
う
地
盤
が
確
固
と
し
て
存
在
し
た
上
に

「
国
語
」
と
い
う
建
築
物
が
建
て
ら
れ
た
　
(
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
p
∴
i
i
)
」
　
の
で
は

な
く
'
「
「
国
語
」
と
い
う
は
で
や
か
な
尖
塔
が
立
て
ら
れ
た
後
に
へ
土
台
と
な

る
　
「
日
本
語
」
　
の
同
一
性
を
大
急
ぎ
で
こ
し
ら
え
た
　
(
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
p
.

i
i
i
)
」
　
の
で
あ
っ
た
。
日
本
語
教
育
は
'
「
国
語
」
確
立
の
た
め
の
土
台
と
な
る
へ

「
た
だ
一
つ
の
日
本
語
」
と
い
う
幻
想
を
産
出
す
る
装
置
と
し
て
'
未
だ
に
稼

働
し
続
け
て
い
る
。
た
だ
し
へ
　
そ
の
実
態
は
'
日
本
語
母
語
話
者
に
は
ほ
と
ん

ど
伝
わ
ら
ず
'
日
本
語
学
習
者
の
「
日
本
語
」
を
「
多
様
で
雑
多
な
日
本
語
」

か
ら
「
均
一
化
し
た
教
室
の
日
本
語
」
に
統
合
さ
せ
る
装
置
と
し
て
'
日
本
語

学
習
者
に
君
臨
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
'
日
本
語
学
習
者
の
母
語
や
'
ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
の
生
活
で
手
に
入
れ
た
「
多
様
で
雑
多
な
日
本
語
」
は
'
自
己
内
他

者
と
し
て
'
日
本
語
学
習
の
た
め
の
異
物
と
し
て
'
日
本
語
学
習
者
の
中
で
抑

圧
さ
れ
て
い
-
の
で
あ
る
。

2
t
　
国
語
教
育
の
現
場
か
ら

た
だ
一
つ
の
日
本
語
と
い
う
虚
構
は
'
日
本
語
教
育
が
制
度
的
に
確
立
さ
れ

る
こ
と
を
促
進
剤
と
し
て
、
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
。
日
本
語
母
語
話
者
は
'

日
本
語
を
日
本
語
学
習
者
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
自
ら
の
日
本
語

が
「
た
だ
一
つ
の
日
本
語
」
と
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
日
本
語
学
習
者
を
植

民
地
化
し
て
い
る
。
一
方
で
'
鵜
飼
二
九
九
七
)
　
は
'
日
本
語
母
語
話
者
は
'

「
い
わ
ば
同
化
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
か
ざ
る
言
語
的
「
被
植
民
者
」
な
の

だ
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
へ
我
が
国
語
は
'
「
た
だ
一
つ
の
も
の
」
と
い
う

こ
と
を
教
え
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
る
と
へ
鵜
飼
も
考
え
、
イ
も
「
日
本
の
「
言

語
的
近
代
」
は
'
そ
も
そ
も
「
日
本
語
」
と
い
う
言
語
的
統
一
体
が
ほ
ん
と
う

に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
疑
念
か
ら
出
発
し
た
。
「
国
語
」
と
は
へ
　
こ
の
疑
念

を
力
ず
-
で
打
ち
消
す
た
め
に
創
造
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。

(
p
.
v
)
」
と
述
べ
た
と
お
-
'
国
語
教
育
を
そ
の
よ
う
な
力
ず
-
の
企
て
を
推

し
進
め
る
た
め
の
装
置
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
'
国
語
教
育
が
行
っ
て
き
た
'
ま
た
現
に
行
っ
て
い
る
'
「
植
民
地

化
」
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
事
態
は
'
一
層
複
雑
で
あ
り
深
刻
で
あ
る
と
'

考
え
る
。
私
は
す
で
に
へ
　
難
波
(
一
九
九
六
)
　
で
'
「
推
論
解
釈
」
　
の
レ
ベ
ル

で
行
わ
れ
る
'
「
自
動
化
さ
れ
た
物
語
」
　
の
発
動
を
詳
述
し
た
。
こ
の
　
「
自
動

化
さ
れ
た
物
語
」
　
の
発
動
こ
そ
が
'
日
本
語
母
語
話
者
を
「
被
植
民
者
」
に
す

る
も
の
で
あ
-
'
本
論
で
は
'
国
語
教
育
が
そ
の
企
て
を
推
し
進
め
て
い
っ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
き
た
い
。

国
語
教
育
の
現
場
で
'
頻
繁
に
見
ら
れ
る
発
間
と
し
て
　
(
特
に
文
学
教
材
の

授
業
で
)
へ
　
「
こ
の
部
分
の
登
場
人
物
の
気
持
ち
は
?
」
と
か
「
こ
の
部
分
の
あ

な
た
の
感
想
は
?
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
正
解
と
い
う
も
の

が
な
い
'
と
い
う
の
は
あ
た
り
ま
え
な
の
だ
が
　
(
推
論
は
無
限
に
可
能
で
あ
り
'

そ
れ
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
の
は
'
認
知
的
コ
ス
ト
と
の
か
ね
あ
い
で
あ
る
。
難
波

(
一
九
九
六
)
参
照
)
'
こ
れ
ら
の
発
間
に
対
し
'
学
習
者
は
へ
　
た
だ
一
つ
の
答

え
を
答
え
る
こ
と
を
通
常
は
要
求
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
へ
要
求
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
学
習
者
が
感
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
へ
学
習
者
は
'
「
登
場
人
物

の
気
持
ち
」
や
「
自
分
の
感
想
」
に
つ
い
て
へ
　
た
だ
一
つ
の
答
え
を
答
え
る
。

教
師
が
権
力
的
で
な
い
教
室
で
は
'
学
習
者
た
ち
の
多
様
な
答
え
が
許
容
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
'
一
人
の
学
習
者
の
中
で
の
多
様
さ
は
通
常
認
め
ら

れ
な
い
。
同
じ
発
間
に
対
し
て
'
同
じ
学
習
者
が
互
い
に
矛
盾
し
た
り
'
ず
れ
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た
り
し
た
答
え
を
'
同
時
に
ま
た
時
間
を
お
い
て
発
言
す
る
と
'
教
師
や
他
の

学
習
者
に
よ
っ
て
'
選
択
を
迫
ら
れ
た
り
す
る
。
一
人
の
学
習
者
の
内
部
で
は

首
尾
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
'
同
じ
発

問
に
対
し
て
'
違
う
答
え
を
同
じ
学
習
者
が
発
言
す
る
と
き
は
'
「
前
と
変

わ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
'
程
波
(
一
九
九
六
)
　
で
r
I
つ
の
文
ま
た
は
表
意
に
推
意
は
1
つ

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
状
況
や
狭
義
の
文
脈
な
ど
使
用
で
き
る
情
報

を
利
用
す
る
こ
と
で
'
さ
ま
ざ
ま
な
推
意
が
生
ま
れ
る
。
」
と
指
摘
し
た
よ
う

に
'
あ
る
部
分
の
登
場
人
物
の
気
持
ち
や
自
分
の
感
想
は
'
同
じ
学
習
者
の
中

で
も
'
無
数
に
生
ま
れ
て
い
る
。
通
常
の
会
話
で
は
'
相
手
の
発
言
を
推
論
し

た
後
'
関
連
性
の
原
則
(
利
益
と
コ
ス
ト
の
相
関
関
係
)
　
に
よ
っ
て
へ
　
最
適
な

関
連
性
の
あ
る
推
論
を
決
定
し
へ
　
そ
の
推
論
に
合
わ
せ
て
次
の
発
言
を
行
う
。

そ
の
時
に
'
「
他
の
関
連
性
の
高
-
な
い
推
意
も
聞
き
手
の
中
で
消
え
る
こ
と

な
-
'
い
わ
ば
浮
遊
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
に
残
る
こ
と
に
な
る
　
(
杜
波
l
九

九
六
)
」
　
の
で
あ
る
が
'
相
手
に
対
し
て
次
の
発
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

以
上
へ
と
り
あ
え
ず
相
手
の
発
言
の
推
意
を
決
定
し
て
'
そ
れ
に
対
す
る
反
応

と
し
て
'
自
分
の
発
言
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

登
場
人
物
の
気
持
ち
や
文
章
の
感
想
を
述
べ
る
こ
と
は
へ
　
こ
の
こ
と
と
異
な

る
。
学
習
者
は
'
登
場
人
物
に
対
し
て
'
ま
た
へ
作
者
や
語
り
手
に
対
し
て
発

言
を
す
る
の
で
は
な
い
。
文
章
の
全
-
外
側
に
い
る
教
師
に
向
か
っ
て
行
う
の

で
あ
る
。
従
っ
て
'
関
連
性
の
原
則
を
働
か
せ
る
こ
と
も
な
く
へ
自
分
の
心
に

浮
か
ん
だ
思
い
を
へ
　
い
-
つ
も
述
べ
れ
ば
い
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
へ
文
章

の
場
合
へ
音
声
言
語
の
よ
う
に
は
'
相
手
の
表
情
も
'
音
調
も
な
い
の
で
あ
り
へ

推
論
に
使
え
る
材
料
が
'
文
脈
と
文
体
し
か
な
い
た
め
へ
推
意
を
一
つ
に
絞
る

こ
と
は
'
困
難
で
あ
る
。

だ
が
、
国
語
教
育
の
現
場
で
は
'
登
場
人
物
の
心
情
や
自
分
の
感
想
に
つ
い

て
は
'
単
一
の
も
の
へ
　
あ
る
い
は
'
複
数
の
場
合
は
'
一
貫
性
が
あ
る
こ
と
を

求
め
ら
れ
る
。
異
な
る
場
合
は
'
「
変
わ
っ
た
」
と
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
　
明
ら
か
に
'
人
間
の
認
知
の
実
態
を
無
視
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
へ
学
習
者
の
内
部
に
起
こ
る
'
さ
ま
ざ
ま
な
推
意
(
感
想
・

意
見
)
　
は
'
異
な
る
自
己
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

3
t
　
分
裂
し
た
自
己

難
波
(
一
九
九
八
a
)
　
で
は
'
説
明
文
の
読
み
の
調
査
の
結
果
を
報
告
し
た
。

調
査
対
象
は
'
小
一
-
中
二
　
仝
四
二
ク
ラ
ス
の
一
三
四
五
名
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
'
主
成
分
分
析
・
数
量
化
Ⅲ
類
・
相
関
係
数
に
よ
る
分
析
を
行
い
へ
読
み

に
関
わ
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
　
(
下
位
構
造
)
群
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に
'
決
定
し
た

モ
ジ
ュ
ー
ル
群
の
学
年
別
の
発
達
を
調
べ
へ
読
み
の
発
達
モ
デ
ル
の
導
出
を

行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
は
'
「
メ
タ
認
知
的
活
動
(
文
章
に
対
す
る
意
見
や
感
想

の
産
出
)
・
解
釈
-
(
表
意
の
解
釈
)
・
解
釈
2
　
(
推
意
の
解
釈
)
・
言
語
知
識
・

意
欲
・
メ
タ
認
知
意
識
(
世
界
に
つ
い
て
の
意
識
な
ど
)
」
の
六
つ
の
モ
ジ
ュ
ー

ル
が
析
出
で
き
た
。

次
に
へ
各
学
年
の
設
問
間
の
相
関
や
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
あ
り
よ
う
が
ど
の
よ
う

に
変
化
し
て
い
る
か
を
見
た
。
な
お
へ
　
こ
の
分
析
の
前
提
に
は
'
認
知
モ
デ
ル

の
考
え
方
と
し
て
コ
ネ
ク
シ
ョ
こ
ズ
ム
を
採
用
し
て
い
る
の
で
'
ま
ず
へ
　
こ
の

コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
は
'
神
経
系
の
構
造
に
基
づ
い
た
認
知
の
モ
デ
ル
の
枠

組
み
で
あ
り
'
「
並
列
性
」
と
「
分
散
性
」
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
'
並
列
分

散
処
理
　
(
p
a
r
a
l
l
e
l
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
d
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
=
P
D
P
)
と
も
呼
ば
れ
る
O
　
こ
の
モ
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デ
ル
が
提
案
さ
れ
た
前
提
に
は
'
脳
神
経
系
の
構
造
が
あ
る
。
脳
は
'
多
数
の

ニ
ュ
ー
ロ
ン
　
(
神
経
細
胞
)
　
が
結
合
し
た
ニ
ュ
ー
ラ
ル
‥
不
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ

る
。
脳
に
は
ス
キ
ー
マ
な
ど
は
な
-
'
神
経
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
性
化
の
全
体
的

な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
分
散
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
経
系
に
よ
る
処
理
シ
ス
テ
ム
の
並
列
性
と
分
散
性
に
よ
っ
て
へ

人
間
の
持
つ
思
考
の
可
塑
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
富
田
も
述
べ
る
よ

う
に
　
(
p
.
9
4
-
6
)
へ
初
心
者
が
1
つ
l
つ
の
要
素
を
順
を
追
っ
て
処
理
し
て
い

く
の
に
対
し
'
熟
練
し
て
-
る
と
多
-
の
要
素
を
一
度
に
処
理
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
熟
練
に
よ
る
並
立
性
の
獲
得
や
'
学
習
の
過
程
で
同
じ
対
象
を
そ

れ
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
間
の
つ
な
が
り
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に

な
る
こ
と
　
(
例
え
ば
「
台
所
」
に
つ
い
て
'
小
さ
い
こ
ろ
は
お
い
し
い
食
べ
物
を

持
っ
て
き
て
く
れ
る
と
こ
ろ
と
い
う
つ
な
が
り
か
ら
'
レ
ン
ジ
・
流
し
・
冷
蔵
庫
な

ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
や
道
具
と
人
が
一
定
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
食
べ
物
が
作
ら
れ

て
く
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
つ
な
が
り
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
る
)
　
が
、
こ
の
よ

う
な
シ
ス
テ
ム
の
想
定
に
よ
っ
て
'
簡
単
に
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
P
D
P
モ
デ
ル
を
踏
ま
え
へ
各
学
年
の
設
問
間
の
相
関
や
モ
ジ
ュ
ー
ル

の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
見
た
と
こ
ろ
'
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
た
。

糾
　
読
み
に
関
わ
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
'
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
　
「
発
達
」
　
(
変

容
)
様
式
を
持
っ
て
お
り
へ
　
モ
ジ
ュ
ー
ル
自
体
も
刻
々
と
変
容
し
て
い
る
。

㈱
　
E
]
年
や
六
年
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
発
達
」
が
進
む
と
い
わ
れ
る
学
年
で

は
'
設
問
間
の
相
関
が
減
っ
て
お
-
'
モ
ジ
ュ
ー
ル
も
小
さ
-
な
る
傾
向
が
あ

る
。
脳
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
'
活
発
に
　
(
あ
る
意
味
'
勝
手
に
)
動
い
て
い
る
。

一
方
へ
　
五
年
や
中
二
で
は
設
問
間
の
相
関
が
増
え
へ
　
モ
ジ
ュ
ー
ル
も
大
き
-
な

る
。
脳
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
緊
密
化
を
増
し
'
脳
が
内
閉
化
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
表
面
で
は
「
発
達
」
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
'
脳
の
内
部
で
は

こ
の
よ
う
な
緊
密
化
・
内
開
化
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈱
一
年
か
ら
次
第
に
脳
内
部
の
連
携
化
が
進
ん
で
い
る
も
の
の
'
基
本
的

に
は
'
読
む
こ
と
に
対
し
て
〓
疋
の
脳
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
は
並
列
的
に
独
自
の

働
き
　
(
あ
る
程
度
の
連
携
が
あ
る
も
の
の
)
　
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
へ
　
そ
こ
に

は
'
複
数
の
読
み
　
(
モ
ジ
ュ
ー
ル
的
に
い
う
と
'
同
じ
部
分
に
つ
い
て
'
例
え
ば
'

表
意
の
解
釈
を
担
う
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
と
推
意
の
解
釈
を
担
う
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
が
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
働
き
で
「
解
釈
結
果
」
を
産
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
)
を
行
っ
て

い
る
の
で
あ
り
へ
　
メ
タ
認
知
活
動
に
よ
っ
て
解
釈
が
一
本
化
し
て
表
出
さ
れ
る

に
し
て
も
'
脳
内
に
は
'
異
な
る
位
相
の
　
「
読
み
」
が
成
立
し
て
い
る
。

㈱
　
メ
タ
認
知
的
活
動
は
'
読
む
活
動
全
体
の
中
で
そ
の
占
め
る
割
合
が
螺

旋
的
に
大
き
-
な
っ
て
は
い
る
が
　
(
一
三
1
二
〇
1
二
三
1
二
〇
1
二
六
1
二
四

1
二
三
1
二
八
%
)
へ
　
そ
れ
で
も
読
み
の
活
動
の
三
割
弱
し
か
支
配
し
て
は
い

な
い
。こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
'
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
が

文
章
を
読
む
こ
と
に
対
し
て
'
い
く
つ
か
の
神
経
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
関
与
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
連
関
し
な
が

ら
も
'
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
働
き
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
'
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
固

定
的
な
も
の
で
は
な
-
'
そ
こ
に
関
わ
る
神
経
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
刻
々
と
変
化
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
'
そ
れ
ぞ
れ
関
係
し
合
い
な
が
ら
も
'
独

自
の
解
釈
結
果
を
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
'
解
釈
-
(
表
意
の
解
釈
)
　
と
名
づ

け
ら
れ
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
解
釈
2
　
(
推
意
の
解
釈
)
　
と
名
づ
け
ら
れ
た
モ

ジ
ュ
ー
ル
は
'
そ
れ
ぞ
れ
関
係
し
合
い
な
が
ら
も
へ
独
自
の
解
釈
結
果
を
出
し

て
い
る
。
ま
た
へ
　
同
じ
解
釈
2
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
内
部
も
一
様
で
は
な
-
多
-
の

神
経
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
へ
　
い
-
つ
か
の
神
経

ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
異
な
る
解
釈
結
果
を
産
出
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
推
意
の
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多
様
性
は
'
脳
的
に
は
'
神
経
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
よ
る
並
列
・
分
散
的
処
理
の
結

果
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
脳
は
'
表
意
の
解
釈
の
出
力
を
推

意
の
解
釈
を
担
当
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
　
(
モ
ジ
ュ
ー
ル
)
　
に
入
力
す
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ら
の
処
理
は
'
同
時
に
一
挙
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
　
こ
れ
ら
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
群
の
中
で
特
権
的
な
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
存

在
す
る
。
メ
タ
認
知
的
活
動
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
。
こ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
'

感
想
や
意
見
の
形
成
に
関
わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
へ
　
ど
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
比
べ

て
も
'
他
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
。
し
か
も
へ
　
こ
の
モ
ジ
ュ
ー

ル
の
支
配
力
は
'
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
'
高
ま
っ
て
い
-
。
と
は
言
っ
て
も
へ

こ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
読
み
を
全
て
支
配
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
中
二
に
至
っ

て
も
せ
い
ぜ
い
三
割
で
あ
る
。
後
の
七
割
は
へ
　
そ
の
支
配
か
ら
逃
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
'
例
え
ば
'
授
業
で
意
見
や
感
想
を
述
べ
る
と
き
は
'
こ
の
モ

ジ
ュ
ー
ル
の
産
出
結
果
に
よ
る
の
だ
か
ら
'
三
割
の
支
配
が
'
自
己
の
外
で
は

十
割
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
o
　
こ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
す
く
い
あ
げ

ら
れ
な
か
っ
た
'
脳
内
に
お
け
る
文
章
の
解
釈
産
出
結
果
は
'
日
の
目
を
見
な

い
ま
ま
終
わ
る
。

こ
れ
ら
'
メ
タ
認
知
的
活
動
に
よ
っ
て
す
-
い
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
解
釈
結

果
を
生
み
出
す
モ
ジ
ュ
ー
ル
群
を
'
「
自
己
内
他
者
た
ち
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

よ
う
。
「
自
己
内
他
者
た
ち
」
　
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
解
釈
結
果
は
'
国
語
教
育

に
お
い
て
'
た
だ
一
つ
の
意
見
や
感
想
を
言
わ
せ
ら
れ
る
内
に
'
ま
す
ま
す
抑

圧
さ
れ
'
声
を
上
げ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
く
。
「
自
己
と
自
己
内
他
者
と

の
対
話
」
と
い
う
名
の
も
と
に
'
メ
タ
認
知
的
活
動
を
担
う
神
経
ニ
ュ
ー
ロ
ン

群
に
よ
っ
て
へ
　
さ
ら
に
'
神
経
ニ
ュ
ー
ロ
ン
群
を
支
援
す
る
'
国
語
の
授
業
と

い
う
外
部
か
ら
の
侵
略
者
に
よ
っ
て
へ
　
「
自
己
内
他
者
た
ち
」
　
の
声
は
徹
底
的

に
弾
圧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
へ
自
由
な
感
想
・
意
見
と
い
い
な
が
ら
へ

個
人
の
学
習
者
の
そ
れ
は
一
つ
の
一
貫
し
た
も
の
に
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1
貰
性
は
t
 
P
D
P
モ
デ
ル
か
ら
は
導
き
だ
さ
れ
な
い
、
脳
本
来
の
機
能
か
ら

は
「
外
来
」
　
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

日
本
語
母
語
話
者
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
を
国
語
の
授
業
で
読
ま
さ
れ
'
そ

れ
に
対
し
て
一
つ
の
意
見
や
感
想
を
言
わ
さ
れ
た
-
'
人
物
の
心
情
に
つ
い
て

一
つ
の
答
え
を
言
わ
さ
れ
た
り
し
な
が
ら
'
「
自
己
内
他
者
た
ち
」
　
の
声
を
抑

え
込
ん
で
い
-
。
あ
る
学
習
者
が
'
「
自
分
は
こ
う
も
思
う
L
へ
　
あ
あ
も
思
う

L
t
　
わ
か
ん
な
い
」
と
言
う
と
'
教
師
や
周
囲
の
学
習
者
か
ら
'
「
と
ろ
い

子
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
へ
　
無
理
に
で
も
へ
自
分
の
　
「
メ
タ
認
知
的

活
動
」
　
の
声
だ
け
を
聞
い
て
t
 
l
つ
の
首
尾
1
貫
し
た
声
だ
け
を
表
明
す
る
か
'

「
わ
か
ん
な
い
」
と
答
え
る
か
'
黙
る
か
の
い
ず
れ
か
に
な
っ
て
い
-
。
国
語

の
授
業
を
受
け
へ
意
見
や
感
想
を
自
由
に
言
わ
せ
ら
れ
れ
ば
言
わ
せ
ら
れ
る
ほ

ど
へ
　
つ
ま
り
'
自
己
の
内
部
に
近
づ
-
よ
う
な
行
為
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
'

「
自
己
内
他
者
た
ち
」
　
の
声
た
ち
に
は
'
近
づ
け
な
い
の
で
あ
る
。

マ
リ
ア
・
ミ
-
ス
　
二
九
九
八
)
　
は
'
「
主
体
の
自
己
決
定
は
'
あ
る
特
定

の
人
間
を
客
体
つ
ま
-
「
他
者
」
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
た
」

「
主
体
の
自
律
性
は
あ
る
他
者
　
(
自
然
'
他
の
人
間
'
自
己
の
「
下
位
の
」
部

分
)
　
の
他
律
性
に
基
づ
い
て
い
た
」
と
い
う
。
主
体
の
自
己
決
定
は
'
自
己
内

他
者
た
ち
の
　
「
決
定
の
　
(
横
領
)
　
(
川
本
一
九
九
八
)
」
　
で
あ
る
と
見
抜
い
た
。

こ
う
し
て
　
(
横
領
)
　
さ
れ
た
'
自
己
内
他
者
た
ち
の
声
は
'
「
記
憶
さ
れ
え

ぬ
も
の
」
と
し
て
忘
却
の
彼
方
に
消
え
か
か
る
。
日
本
語
学
習
者
が
抱
-
「
多

様
で
雑
多
な
日
本
語
」
　
の
声
は
'
日
本
語
母
語
話
者
が
抱
-
「
自
己
内
他
者
た

ち
」
　
の
声
は
'
「
た
だ
一
つ
の
日
本
語
」
　
「
た
だ
一
つ
の
主
体
」
と
い
う
「
外

部
」
　
に
よ
っ
て
'
弾
圧
さ
れ
る
。
日
本
語
教
師
や
国
語
教
師
は
'
「
結
果
的
に

「
征
服
者
」
　
に
よ
る
「
歴
史
の
治
世
」
に
奉
仕
し
'
記
憶
の
抹
消
と
い
う
「
完



70

仝
犯
罪
」
　
に
わ
れ
し
ら
ず
加
担
(
高
橋
一
九
九
五
)
」
し
て
い
っ
て
い
る
。

4
'
分
裂
し
た
自
己
を
統
合
す
る
こ
と
の
拒
否

こ
の
よ
う
な
'
「
自
己
内
他
者
た
ち
」
　
の
声
を
抹
殺
す
る
企
み
を
拒
否
す
る

た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
日
本
語
教
育
や
国
語
教
育
を
作
り
替
え
る
し

か
な
い
。
「
た
だ
一
つ
の
日
本
語
」
「
た
だ
一
つ
の
主
体
」
を
打
ち
立
て
る
企
み

を
ひ
っ
-
り
返
し
'
日
本
語
の
授
業
が
'
国
語
の
授
業
が
'
「
多
様
で
雑
多
な

日
本
語
」
や
メ
タ
認
知
に
制
御
さ
れ
な
い
　
「
雑
多
な
自
己
内
他
者
た
ち
」
　
の
声

に
満
た
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
に
す
れ
ば
い
い
。

だ
が
'
そ
の
よ
う
な
実
践
は
簡
単
に
は
行
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
'
「
文
学
教

育
」
な
る
も
の
を
行
え
ば
'
そ
の
よ
う
な
声
に
教
室
が
満
ち
溢
れ
る
と
考
え
る

人
は
'
も
う
少
な
い
だ
ろ
う
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
(
難
波
一
九
九
八
b
)
ち

文
学
は
そ
の
教
材
と
し
て
の
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
学
習
者
は
'
文
学
の
語
り

の
世
界
に
'
参
加
す
ら
し
よ
う
と
し
な
い
。
学
習
者
が
参
加
し
な
い
メ
デ
ィ
ア

を
使
っ
て
'
ど
の
よ
う
な
「
ね
ら
い
」
　
の
授
業
を
行
っ
て
も
'
学
習
者
に
は
何

も
生
ま
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
「
文
学
」
と
い
う
'
た
か
だ
か
教
材
の
一
ジ
ャ
ン

ル
に
し
か
過
ぎ
な
い
こ
と
ば
を
「
教
育
」
　
の
上
に
か
ぶ
せ
て
'
何
の
違
和
感
も

感
じ
な
い
　
「
文
学
教
育
実
践
者
」
　
の
行
う
授
業
で
は
'
日
本
語
母
語
学
習
者
の

「
自
己
内
他
者
た
ち
」
　
の
声
は
'
ま
す
ま
す
圧
殺
さ
れ
る
だ
け
だ
ろ
う
(
こ
の

よ
う
な
教
師
に
'
「
説
明
文
教
育
」
と
あ
な
た
は
な
ぜ
言
わ
な
い
の
か
尋
ね
て
み
れ

ば
'
そ
の
人
の
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
l
層
明
ら
か
に
な
る
)
0

で
は
'
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
「
多
様
で
雑
多
な
日
本
語
」
　
や
「
雑
多
な
自

己
内
他
者
た
ち
」
　
の
声
が
響
-
よ
う
な
教
室
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。

ス
ピ
ヴ
ア
ッ
ク
は
言
う
'
他
者
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
　
(
S
p
i
v
a
k
.

1
9
8
8
)
'
こ
れ
は
'
決
し
て
「
他
者
」
が
'
抑
圧
さ
れ
た
「
他
者
」
が
'
叫
ぶ

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
語
り
は
、
決
し
て
'
話
し

手
と
聞
き
手
の
間
に
起
こ
る
「
対
話
」
　
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
　
(
L
a
n
d
r
y
&
M
a
c
L
e
a
n
.
1
9
9
6
)
c
　
そ
の
語
り
は
'
語
ら
れ
る
側
が
設

定
し
た
解
釈
図
式
(
自
動
化
さ
れ
た
物
語
)
　
に
回
収
さ
れ
る
。
つ
ま
り
'
そ
こ

で
へ
　
語
ら
れ
る
側
の
い
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
「
サ
バ
ル
タ
ン
=
他
者
」
　
の

声
は
決
し
て
届
か
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
'
語
ら
れ
る
側
が
'
「
サ
バ
ル
ダ
ン
=
他
者
」
　
の
声
を
聞
き
届
け
た
と

き
へ
　
「
サ
バ
ル
タ
ン
=
他
者
」
は
'
「
サ
バ
ル
タ
ン
-
他
者
」
で
あ
る
こ
と
を
や

め
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ヘ
　
ス
ピ
ヴ
ア
ッ
ク
の
望
む
姿
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
語
る
側

を
「
他
者
化
」
し
な
い
こ
と
が
、
「
サ
バ
ル
タ
ン
-
他
者
」
　
の
声
を
開
-
唯
一

の
道
な
の
で
あ
る
。
「
雑
多
な
自
己
内
他
者
た
ち
」
　
の
声
を
「
他
者
た
ち
」
　
で

は
な
-
'
「
自
己
た
ち
」
　
の
声
と
し
て
聞
-
こ
と
で
あ
る
。

足
立
　
(
一
九
九
七
)
　
は
言
う
。
「
自
己
と
他
者
へ
　
味
方
と
敵
と
い
う
知
覚
の

あ
り
方
は
'
世
界
な
い
し
人
類
を
二
分
す
る
」
。
そ
の
区
別
は
'
「
多
様
性
の
認

識
で
は
な
い
」
.
多
様
性
を
知
る
と
は
へ
　
「
交
換
可
能
性
を
意
識
す
る
こ
と
が
含

ま
れ
る
」
　
の
で
あ
り
'
「
わ
れ
わ
れ
は
'
多
様
な
人
類
の
中
で
'
自
分
が
今
こ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
へ
　
こ
の
場
所
を
占
め
て
い
る
と
い
う
事
実
が
'
血
の
宿

命
で
も
神
の
摂
理
で
も
な
-
'
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
偶
然
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入

れ
」
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
「
自
己
」
と
い
う
も
の
が
'
「
多
く
の
可
能
性

の
中
か
ら
た
ま
た
ま
選
び
と
ら
れ
た
偶
有
性
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
」
る
こ
と

で
あ
る
。

自
己
の
内
部
で
「
自
己
然
」
と
し
て
い
る
「
自
己
」
は
'
た
ま
た
ま
'
多
-

の
神
経
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
集
合
体
の
中
か
ち
選
ば
れ
た
'
モ
ジ
ュ
ー
ル
に
過
ぎ
な

い
。
そ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
'
外
部
の
教
育
な
ど
に
よ
っ
て
へ
　
メ
タ
認
知
的
横
能

を
持
つ
に
至
り
へ
外
的
表
象
を
受
け
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
'
な
お
脳
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内
に
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
「
自
己
」
が
存
在
し
て
い
る
。
外
的
表
象
を
受
け
持
つ

「
自
己
」
と
他
の
「
自
己
た
ち
」
と
の
問
の
相
違
は
'
他
の
「
自
己
た
ち
」
同

士
の
相
違
と
同
じ
で
あ
る
。
「
み
ず
か
ら
を
含
め
へ
相
互
に
他
者
で
あ
る
も
の

た
ち
は
'
各
々
の
個
体
差
を
示
し
っ
つ
'
同
時
に
同
じ
類
に
属
す
る
も
の
と
し

て
認
識
　
(
足
立
)
」
す
る
こ
と
'
こ
れ
が
'
「
自
己
内
他
者
た
ち
　
(
む
し
ろ
「
自

己
内
自
己
た
ち
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
)
」
　
の
声
を
聞
-
第
一
歩
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
へ
　
「
耗
合
さ
れ
た
自
己
」
と
い
う
「
自
動
化
さ
れ
た
物
語
」

を
崩
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
耗
合
体
と
し
て
の
「
自
己
」
は
'
あ
ら
か

じ
め
失
わ
れ
て
い
た
。
同
じ
く
幻
想
と
し
て
あ
る
「
共
同
体
は
'
こ
の
よ
う
な

分
解
さ
れ
た
個
人
の
統
合
を
保
証
す
る
場
と
し
て
追
想
さ
れ
続
け
て
き
た
(
桧

葉
1
九
九
八
)
」
　
に
過
ぎ
な
い
.
「
共
同
体
の
崩
壊
1
統
合
さ
れ
た
個
人
の
成
立

1
個
人
の
校
合
の
崩
壊
」
と
い
う
過
程
は
'
仮
構
さ
れ
た
「
自
動
化
さ
れ
た
物

語
」
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
'
弱
体
化
し
た
「
自
己
内
自
己
た
ち
」
を
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
長
年
'
外
国
語
教
育
を
研
究
し
て
き
た
C
u
m
m
i
n
s
(
一

九
九
六
)
　
は
'
真
の
外
国
語
習
得
の
た
め
に
は
'
外
国
語
学
習
者
で
あ
る
言
語
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
が
'
言
語
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
と
闘
っ
て
い
く
中
で
'
エ
ン
パ
ワ
ー
メ

ン
ト
さ
れ
へ
ま
た
へ
自
己
の
内
部
の
'
外
国
語
習
得
に
よ
っ
て
弱
体
化
し
た
「
自
己

た
ち
」
が
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

と
同
時
に
'
外
国
語
学
習
者
を
取
-
ま
く
'
言
語
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
も
'
学
習
者
た

ち
と
の
交
渉
の
中
で
'
自
分
自
身
の
持
つ
先
入
観
や
偏
見
か
ら
解
放
さ
れ
'
エ
ン
パ

ワ
ー
メ
ン
ト
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

久
木
田
ら
　
(
一
九
九
八
)
　
は
'
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ー
を
へ
　
「
社
会
的
に
差
別
や

搾
取
を
受
け
た
り
'
組
織
の
な
か
で
自
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
-
力
を
奪
わ

れ
た
人
々
が
へ
　
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
取
り
戻
す
プ
ロ
セ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
0

声
を
奪
わ
れ
た
　
「
自
己
内
自
己
た
ち
」
　
の
力
を
取
-
戻
す
こ
と
が
'
エ
ン
パ

ワ
ー
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
母
語
と
は
異
な
る
'
し
か
も
た
ま
た
ま
、

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
で
知
っ
た
「
多
様
で
雑
多
な
日
本
語
」
や
生
ま
れ
て
か
ら
こ

の
か
た
外
的
表
象
を
行
っ
た
こ
と
が
な
い
　
「
自
己
内
自
己
た
ち
」
を
エ
ン
パ

ワ
ー
メ
ン
ト
す
る
こ
と
な
ど
可
能
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
は
'
太
田
(
一
九
九
八
)
　
に
倣
っ
て
'
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
名
の
も
と
に
イ

エ
ス
と
言
っ
て
お
こ
う
。
「
存
在
し
え
な
か
っ
た
も
の
を
回
復
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
問
い
か
け
が
'
そ
も
そ
も
意
味
を
も
ち
え
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
答
え
は
'
イ
エ
ス
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
'
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
「
過
去
に
お
い
て
実
現
し
な
か
っ
た
が
t
も
し
か
し
た
ら
実
現
し
た

か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
現
在
に
実
現
す
る
と
い
う
意
味
で
の
　
(
過
去
の
救

済
)
」
　
(
三
島
一
九
九
八
)
を
語
る
の
で
あ
る
。

過
去
に
お
け
る
可
能
性
を
現
在
に
実
現
す
る
こ
と
'
そ
れ
は
'
現
在
の
牡
界

の
あ
り
よ
う
を
'
可
能
世
界
の
出
た
日
の
一
つ
と
と
ら
え
る
こ
と
　
-
　
偶
然

-
　
に
つ
な
が
る
。
「
自
己
内
自
己
た
ち
」
　
へ
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
は
'
「
自

己
」
　
の
あ
り
よ
う
を
偶
然
の
姿
と
捉
え
る
こ
と
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

で
は
'
学
習
者
の
「
自
己
内
自
己
た
ち
」
を
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
す
る
こ
と

を
'
日
本
語
・
国
語
教
師
は
ど
の
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
へ
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
は
'
「
あ
る
〓
正
の
順
序
で
行
わ
れ
る
　
(
久
木
田

a
)
」
。
「
第
一
段
階
の
「
基
本
的
ニ
ー
ズ
」
　
の
充
足
に
は
じ
ま
り
'
リ
ソ
ー
ス

へ
の
　
「
ア
ク
セ
ス
」
　
の
確
保
へ
構
造
的
な
問
題
の
　
「
意
識
化
」
へ
意
思
決
定
へ

の
　
「
参
加
」
へ
　
パ
ワ
ー
の
　
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
　
に
よ
る
価
値
の
達
成
の
五
段
階

で
　
(
久
木
田
a
)
」
あ
る
。

こ
れ
を
授
業
に
あ
て
は
め
る
と
'
次
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。

糾
　
権
威
的
で
な
い
教
室
の
雰
囲
気
形
成
(
基
本
的
ニ
ー
ズ
の
充
足
)
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㈱
　
「
自
己
内
自
己
た
ち
」
　
の
声
を
喚
起
で
き
る
'
教
材
と
授
業
方
法

(
合
わ
せ
て
「
単
元
」
)
　
の
設
定
(
リ
ソ
ー
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
確
保
)

㈱
　
授
業
過
程
に
お
け
る
'
「
自
己
内
自
己
た
ち
」
　
の
声
の
学
習
者
自
身

に
よ
る
意
識
化
(
意
識
化
)

㈱
　
学
習
者
同
士
の
交
流
に
よ
る
'
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
「
声
」
の
交

歓
(
参
加
)

㈲
　
学
習
者
自
身
あ
る
い
は
学
習
集
団
に
よ
る
'
「
自
己
内
自
己
た
ち
」

の
声
の
意
識
さ
れ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
　
(
パ
ワ
ー
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
)

ま
ず
へ
教
師
は
権
威
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
荒

木
(
一
九
九
八
)
　
は
'
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
は
'
「
固
定
化
さ
れ
た
　
「
弱
者

-
強
者
」
　
の
関
係
性
」
か
ら
自
由
に
な
る
発
想
の
転
換
が
必
要
に
な
っ
て
-
る

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
へ
久
木
田
　
(
1
九
九
八
b
)
　
は
「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

の
プ
ロ
セ
ス
を
促
進
す
る
介
入
に
つ
い
て
最
も
大
切
な
こ
と
は
'
働
き
か
け
る

側
の
態
度
や
弱
者
と
の
　
「
関
係
性
」
　
で
あ
る
」
と
し
'
「
一
方
的
に
働
き
か
け

る
こ
と
や
'
弱
者
の
自
己
決
定
を
疎
外
す
る
よ
う
な
関
わ
り
方
は
エ
ン
パ
ワ
ー

メ
ン
ト
を
促
進
し
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
教
師
自
身
も
'
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
さ
れ
る
可
能
性
を
開
い
て
お
-
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
師
自
身
が
「
現
実

社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
た
自
己
を
見
つ
け
る
」
可
能
性
を
開
い
て
お
-
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

次
に
教
師
は
'
日
本
語
教
材
に
し
ろ
国
語
教
材
に
し
ろ
、
「
自
己
内
自
己
た

ち
」
　
の
声
が
、
母
語
や
「
多
様
で
雑
多
な
日
本
語
」
が
思
わ
ず
わ
き
出
る
よ
う

な
教
材
を
開
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
の
'
文
学
教
材
の
使
用
は
留

保
が
つ
く
こ
と
は
'
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
'
な
に
よ
り
も

重
要
な
こ
と
は
'
母
語
や
「
多
様
で
雑
多
な
日
本
語
」
　
の
使
用
を
禁
止
し
た
り
'

発
間
に
お
い
て
答
え
を
一
つ
に
絞
っ
て
答
え
さ
せ
る
よ
う
な
授
業
方
法
を
取
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
こ
の
時
の
人
物
の
思
い
を
好
き
な
だ
け
書
い
て
み
て
。
文
字
に
な
ら
な
い

の
は
絵
で
も
い
い
よ
.
絵
も
1
つ
で
な
-
て
い
い
か
ら
ね
。
」
「
文
章
の
感
想
を

書
い
て
ほ
し
い
け
れ
ど
へ
文
章
に
し
な
い
で
断
章
風
に
一
杯
書
い
て
。
全
然
違

う
こ
と
書
い
て
い
い
よ
。
」
「
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
も
ら
う
け
れ
ど
へ
正
し
い
日
本

語
を
使
わ
な
-
て
い
い
よ
。
自
分
の
気
持
ち
が
一
番
伝
わ
る
言
葉
で
話
し
て
o
L

「
日
本
人
の
歌
に
は
英
語
が
た
-
さ
ん
は
い
っ
て
い
る
ね
。
み
ん
な
も
'
日
本

語
と
母
語
と
英
語
と
な
ん
で
も
チ
ャ
ン
ボ
ン
の
歌
詞
を
つ
く
っ
て
み
よ
う
。
」

そ
こ
で
'
生
ま
れ
た
'
学
習
者
た
ち
の
「
自
己
内
自
己
た
ち
」
　
の
声
を
意
識

化
さ
せ
'
さ
ら
に
交
流
さ
せ
る
こ
と
で
'
教
室
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の

「
自
己
た
ち
」
　
の
声
に
満
ち
溢
れ
る
だ
ろ
う
。
次
に
は
そ
れ
ら
の
声
を
ど
の
よ

う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
べ
き
か
と
い
う
段
階
に
な
る
。
教
師
は
へ
　
こ
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
性
急
に
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
再
び
へ

「
強
者
と
し
て
の
声
」
　
が
復
活
し
な
い
よ
う
に
'
教
師
は
注
意
深
く
へ
　
「
異

化
」
　
の
声
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
そ
ん
な
か
ん
た
ん
に
ま
と
め
て
い

い
か
。
」
「
こ
れ
以
外
に
'
君
ら
は
何
か
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
」
「
こ
れ

で
尽
き
る
と
は
へ
君
ら
の
考
え
も
浅
は
か
だ
な
あ
」
-
-
。
こ
う
し
て
'
学
習

者
た
ち
は
'
自
己
の
内
部
の
「
自
己
た
ち
」
　
に
集
団
の
中
で
気
づ
き
'
そ
れ
ら

を
抱
え
て
な
ん
と
か
生
き
て
い
-
道
を
仲
間
た
ち
と
共
に
見
つ
け
て
い
-
O

「
本
来
な
ら
ば
習
得
さ
れ
身
に
つ
い
た
も
の
が
'
あ
た
か
も
第
二
の
自
然
で

あ
る
か
の
よ
う
に
自
明
の
理
と
し
て
'
他
の
可
能
性
や
創
造
力
に
た
い
し
て
閉

鎖
的
に
な
る
と
き
'
ス
ピ
ヴ
ア
ッ
ク
は
こ
の
　
「
必
然
」
を
「
偶
然
」
と
し
て
捉

え
直
す
こ
と
へ
　
す
な
わ
ち
「
と
き
ほ
ぐ
す
(
u
n
l
e
a
r
n
)
」
必
要
が
あ
る
と
い
う

(
太
田
)
」
。
私
た
ち
'
日
本
語
・
国
語
教
師
が
'
教
育
観
だ
の
言
語
観
だ
の
と
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い
う
抽
象
的
な
観
念
で
は
な
-
'
身
体
に
染
み
着
い
た
'
日
本
語
や
国
語
の
教

材
・
授
業
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
信
念
を
'
と
き
ほ
ぐ
す
(
u
n
l
e
a
r
n
)
　
こ

と
が
で
き
た
と
き
へ
学
習
者
は
も
ち
ろ
ん
へ
教
師
の
「
自
己
内
自
己
た
ち
」
　
の

声
を
'
よ
う
や
-
「
聞
-
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
'

そ
の
道
は
へ
　
こ
の
国
で
は
遠
い
。
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漸
近
線
と
し
て
の

日
本
語
・
国
語
教
育

難
　
波
　
博
　
孝

日
本
語
教
育
の
学
習
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
へ
学
習

者
は
「
日
本
人
」
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
悩
む
。
「
日
本
語
」

に
疎
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
日
本
人
」

や
「
日
本
語
」
は
実
態
で
は
な
-
'
「
実
定
化
」
し

た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
国
語
教
育
で
は
'
思
っ
た
こ

と
感
じ
た
こ
と
を
発
表
さ
せ
る
。
そ
の
と
き
へ
学
校

制
度
や
教
師
に
よ
る
「
検
閲
」
以
前
に
'
学
習
者
自

身
の
「
検
閲
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
'

既
に
分
裂
し
て
い
る
「
自
己
」
を
統
合
し
よ
う
と
す

る
企
て
を
拒
否
す
る
こ
と
の
必
要
を
述
べ
た
。
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The Asymptotic Line between Japanese Language
and Japanese Literature Educations:

Against the "Unification" of Self and Its Image

Hirotaka Nanba

The more one learns Japanese language, the more seriously one must face the prob-

lem of what the "Japanese" are. In an extreme case, one may come to be uncertain of one's

self. In other words, one is torn between one's own self and the self-image which is con-

structed through the "standard" language of Japanese language education. Wheras, in

Japanese literature education, one is expected to "freely" express what one thinks and

feels. There the censor is neither the education system nor teachers but the learner him-

or herself. It is necessary to cultivate one's self for oneself and resist the standardized

self-image.




