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一

　学
習
者
の
抱
え
る
課
題

　

国
語
教
育
と
い
う
分
野
に
限
定
し
て
み
て
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
研
究

は
多
く
の
積
み
重
ね
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ

を
育
む
国
語
教
育
の
実
践
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
見
て
、
真
新
し
さ
を
感
じ

ず
、「
何
を
い
ま
さ
ら
」
と
い
う
印
象
を
受
け
る
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
実
際
に
教
育
現
場
に
身
を
置
く
と
、
こ
う
し
た
実
践
を
、
ま
た
、
こ

う
し
た
研
究
を
耐
え
ず
続
け
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
を
、
日
々
感
じ
る
。

　

高
校
生
の
学
校
生
活
の
中
で
の
発
言
を
注
意
深
く
聴
き
取
る
と
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
関
わ
る
発
言
が
実
に
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
一
例
と
し
て
、
高
校
生

が
、「
女
子
力
」
と
い
う
言
葉
を
多
用
し
て
、
互
い
の
「
女
子
力
」
の
高
さ
を

測
っ
た
り
、「
女
子
」
と
し
て
不
足
の
あ
る
と
こ
ろ
を
互
い
に
駄
目
出
し
を
し

た
り
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
見
無
邪
気
に
も
見
え
る
光
景
だ
が
、

こ
う
し
た
こ
と
が
い
き
す
ぎ
る
と
、
勝
ち
組
／
負
け
組
、
イ
ケ
テ
ル
／
イ
ケ
テ

ナ
イ
な
ど
、
極
端
な
二
分
化1
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
二
分
化
の
優

位
に
置
か
れ
た
者
、
つ
ま
り
「
女
子
力
」
な
る
も
の
を
有
す
る
者
が
、
劣
位
に

置
か
れ
た
者
に
対
し
て
「
女
子
力
」
発
言
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
抑
圧
的
に
働

き
か
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
か

ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
主
体
化
（
＝
隷
属
化
）
し
た
者
が
、

そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
も
と
に
他
者
を
抑
圧
し
て
い
る
と
言
い
換
え
て
も
良

い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
、
高
校
生
の
会
話
か
ら
は
、
同
性
愛
に
対
す
る
か
ら

か
い
や
、「
男
ら
し
く
な
い
男
」、「
女
ら
し
く
な
い
女
」
に
対
す
る
か
ら
か
い

な
ど
、
セ
ク
シ
ャ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
不
用
意
な
発
言
も
多
く
聞
か

れ
る
。
近
年
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、
旧
来
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範

を
越
え
出
た
セ
ク
シ
ャ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
以
前
に
も
増
し
て
シ
ョ
ー
ア
ッ

プ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
で
も
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
そ

れ
は
社
会
が
セ
ク
シ
ャ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
寛
容
に
な
っ
て
き
て
い

る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
事
態
は
む
し
ろ
逆
で
、
シ
ョ
ー
ア
ッ

プ
さ
れ
た
セ
ク
シ
ャ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
「
笑
い
物
」、「
見
世
物
」
に
す
る

こ
と
で
、
旧
来
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
強
化
す
る
方
向
に
働
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
高
校
生
が
セ
ク
シ
ャ
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
不
用
意
な
発
言
を
し

て
い
る
の
は
、
彼
・
彼
女
ら
を
取
り
巻
く
そ
う
し
た
言
説
状
況
が
大
い
に
関
係
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し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
以
上
の
例
か
ら
見
え
て
く
る
学
習
者
の
課
題
は
、
①
誰
し
も
何
ら
か

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
枠
組
み
に
規
定
さ
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
、
彼
・
彼
女
ら

は
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
、
②
自
身
の
依
拠
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
が
他
者
に
対
し

て
抑
圧
的
に
働
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
、
で
あ

る
。

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
あ
ま
り
に
無
関
心
で
あ
る
高
校
生
の
課
題
に
対
す
る
応
答
と

し
て
、
国
語
の
授
業
を
通
し
て
、
高
校
性
に
対
し
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
意

識
づ
け
を
行
う
こ
と
を
目
指
し
、
本
単
元
を
考
え
た
。

二

　﹁ジ
ェ
ン
ダ
ー
﹂
と
い
う
概
念

　

実
践
の
報
告
を
す
る
前
に
、
今
回
の
実
践
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
「
性
」
の
区
分
に
関
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
も
の
が
一
般
的
な
よ
う
に
思

う2
。
一
つ
目
は
、「
生
物
学
的
な
性
差
」（
＝sex

）。
二
つ
目
は
、「
社
会
的
・

文
化
的
な
性
の
あ
り
よ
う
」（
＝gender

）。
三
つ
目
は
「
性
的
指
向
性
」（
＝

sexuality

）
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
私
が
主
に
対
象
と
す
る
の
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
で
あ
る
。
社
会

の
中
で
の
性
役
割
を
意
味
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
、
各
個
人
の
性
自
認
（
＝
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
）
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
自
分
の
社
会

的
・
文
化
的
な
性
の
あ
り
よ
う
に
あ
わ
せ
る
か
た
ち
で
、
自
身
の
身
体
的
な
性

を
転
換
す
る
者
が
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
自
分
が
男
で
あ
る
か
、
女
で
あ
る

か
を
自
己
同
定
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
身
体
的
性
別
に

先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
存
在
の
根
幹
を
成
す
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
分
が
男
で
あ
る
の
か
女
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
う
し

た
男
／
女
の
二
元
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
分
の
性
の
あ
り
よ
う
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
の
か
を
私
た
ち
が
自
己
決
定
す
る
た
め
に
は
、「
男
」
と
は
ど
う

い
っ
た
も
の
な
の
か
、「
女
」
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
を
あ
ら
わ
す
規

準
や
枠
組
み
の
よ
う
な
も
の
を
必
要
と
す
る
。
私
た
ち
は
、「
男
／
女
は
こ
う

あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
よ
う
な
他
者
の
欲
望
や
、「
男
／
女
は
こ
う
あ
る

べ
き
」
と
い
っ
た
よ
う
な
社
会
的
当
為
に
よ
っ
て
象
ら
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
規

準
や
枠
組
み
抜
き
に
は
、
自
身
を
男
で
あ
る
と
も
、
女
で
あ
る
と
も
表
現
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
も
の
を
常
に
参
照
し
な
が
ら
、
私
た
ち
は
自
身

の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
一
貫
性
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
フ
ー
コ
ー
、
バ
ト
ラ
ー
、
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
の
論
を
は
じ

め
、
多
く
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
他
者
の
欲
望
や
社
会
的
当
為
に
よ
っ
て
象
ら
れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か

ら
逸
脱
し
た
者
達
が
、
は
っ
き
り
と
わ
か
る
か
た
ち
で
も
、
あ
る
い
は
、
暗
黙

の
内
に
で
も
、
何
ら
か
の
形
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た

の
も
、
こ
う
し
た
一
連
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
の
成
果
で
あ
る
。

三

　実
践
の
目
標

　ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
の

　

育
成

　

本
実
践
を
行
っ
た
の
は
、
2 

0 

1 

5
年
の
9
月
か
ら
10
月
の
は
じ
め
頃
で
、

全
体
の
構
成
は
6
時
間
で
行
っ
た
。
対
象
は
高
校
3
年
生
、
1
ク
ラ
ス
36
名

（
う
ち
女
子
24
名
、
男
子
12
名
）
で
あ
る
。
本
校
（
関
西
大
学
第
一
高
等
学
校
）
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は
私
学
の
大
学
併
設
校
で
あ
る
。
一
学
年
の
ほ
と
ん
ど
の
者
が
内
部
推
薦
で
関

西
大
学
へ
進
学
す
る
の
だ
が
、
実
践
を
行
っ
た
ク
ラ
ス
は
、
国
公
立
大
学
や
他

私
大
へ
の
進
学
を
第
一
志
望
と
す
る
者
達
が
集
ま
る
ク
ラ
ス
で
あ
る
。

　

実
践
に
あ
た
っ
て
目
標
と
し
た
の
は
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
」

を
育
む
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ン
が
提
唱
す
る
概

念
で
あ
る
。
精
神
科
医
の
斎
藤
環
が
こ
の
概
念
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
で
、

こ
こ
に
引
用
す
る
。（
下
線
は
稿
者
が
付
し
た
。）

ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
と
い
う
立
場
は
、
差
別
に
つ
な
が
り
う
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
た
だ
消
去
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
重
要

性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
及
ぼ
す
作
用
を
注
意
深
く
観
察
し

調
整
し
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
な
の
だ
。

 

（﹃
所
有
す
る
男　

関
係
す
る
女
﹄
講
談
社
現
代
新
書
、
2 

0 

1 

4
）

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
は
、
い
き
お
い
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
枠
組
み
の
消
去
や

解
体
を
目
指
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
た
し
か
に
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
は
差
別
や

疎
外
と
い
っ
た
状
況
を
作
り
出
す
「
悪
し
き
も
の
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
し
か
し
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
は
私
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
密
接

に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
私
た
ち
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範

と
い
う
一
定
の
枠
組
み
抜
き
に
は
、
自
身
を
「
男
」
で
あ
る
か
、「
女
」
で
あ

る
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
自
身
の

性
自
認
を
決
定
す
る
上
で
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
そ
れ
を
消
去
・
解
体
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
ジ
ェ
ー
ン
・
マ
ー
テ
ィ
ン
や
斎
藤
環
の
論
を
も
と
に
、
私
は
本
実

践
の
一
つ
目
の
目
標
を
、
普
段
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」

を
学
習
者
に
意
識
づ
け
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
文
字
通
り
、
社
会
で
生
み
出

さ
れ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
も
の
に
、「
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
」
感
覚
を
持

た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
学
習
者
自
身
が
、
何
ら
か
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
規
定
さ
れ

て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
に
な
り
、
自
分
た
ち
の
中
に
あ
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
規
範
と
自
分
た
ち
と
が
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
く
の
か
を
考
え
て

い
く
こ
と
を
、
目
標
と
し
た
。
二
つ
目
の
目
標
は
、
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範

が
、
ま
た
、
学
習
者
が
内
面
化
し
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
い
き
す
ぎ
て
い

る
場
合
に
は
、
学
習
者
が
そ
れ
を
自
分
自
身
で
「
調
整
」
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
二
つ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、﹃
列
女
伝
﹄
の
読
み
取
り
を

通
し
て
、
学
習
者
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
。

四

　実
践
の
報
告

　﹃列
女
伝
﹄
を
用
い
た
ト
レ
ー
ニ
ン

グ

　
﹃
列
女
伝
﹄
を
読
む
前
に
、
概
論
「﹃
近
代
﹄
と
階
層
的
二
項
対
立
」
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
概
論
は
、
本
実
践
で
テ
ー
マ
と
な
っ
た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
論
だ

け
で
は
な
く
、
本
実
践
と
は
別
に
行
わ
れ
た
「
理
性
主
義
批
判
」、「
科
学
技
術

批
判
」
な
ど
様
々
な
テ
ー
マ
の
単
元
に
も
繋
げ
る
よ
う
に
意
図
し
て
行
っ
た
概

論
で
あ
る
。
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表
1近

代
で
価
値
が
お
か
れ
た
も
の

近
代
で
推
進
さ
れ
た
も
の

近
代
で
価
値
が
お
か
れ
な
か
っ
た
も
の

近
代
で
排
斥
さ
れ
た
も
の

理
性

感
性
、
想
像
、
野
生

心
、
精
神

身
体
、
肉
体

普
遍
化
、
画
一
化

多
様
化
、
多
元
化

国
民
国
家
、
多
数
（
民
族
、
言
語
）、

大
衆

個
人
、
少
数
民
族
、
少
数
言
語

男
性

女
性

成
人
（
大
人
）

子
ど
も

対
象
化
（
＝
主
観
、客
観
の
分
化
）
世
界
と
の
一
体
化（
＝
主
客
の
未
分
化
）

科
学
技
術
、
人
工
、
文
明
、
文
化

自
然

都
市
、
文
明

田
舎
、
未
開
、
野
蛮

意
識

無
意
識
、
夢

内
、
中
心

外
、
周
縁

効
率
、
合
理
性

遊
び

　

表
1
は
そ
の
概
論
で
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
表
1
を
示
し
な
が
ら
、
近
代
が

推
し
進
め
て
き
た
こ
と
、
近
代
が
排
斥
し
た
こ
と
を
学
習
者
に
提
示
し
、
そ
の

う
ち
特
に
「
男
／
女
」
に
着
目
さ
せ
た
う
え
で
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
を
学
習
者
に
示
し
た
。

　

次
に
見
て
い
っ
た
の
が
、
メ
イ
ン
の
教
材
で
あ
る
劉
向
の
﹃
列
女
伝3
﹄
で

あ
る
。﹃
列
女
伝
﹄
は
前
漢
末
に
儒
者
劉
向
の
撰
に
よ
っ
て
成
っ
た
書
物
で
、

教
育
書
と
し
て
、
ま
た
、
文
学
書
や
史
書
と
し
て
前
近
代
の
東
ア
ジ
ア
社
会
で

読
ま
れ
た4
。「
教
育
書
」
と
し
て
、
と
い
う
の
は
勿
論
、「
女
訓
書
」
と
し
て
、

で
あ
る
。
他
の
説
話
形
態
の
多
く
の
書
と
同
様
に
、﹃
列
女
伝
﹄
は
、
あ
る
特

定
の
価
値
観
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
適
っ
た
も
の
を
称
揚
し
、
そ
れ
か
ら
外
れ

る
も
の
を
貶
謗
す
る
も
の
で
あ
る
。﹃
列
女
伝
﹄
に
お
い
て
そ
う
し
た
価
値
観

が
何
か
と
言
え
ば
、
儒
教
的
な
︿
良
き
女
性
﹀
観
で
あ
る
。
こ
の
﹃
列
女
伝
﹄

は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
生
み
出
す
生
々
し
い
現
場
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
高
校
生
に
対
し
て
も
そ
れ
が
わ
か
り
や
す
く
提
示
で

き
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
今
回
の
実
践
の
メ
イ
ン
の
教
材
と
し
て
選
ん
だ
。

　

学
習
者
に
は
ま
ず
、「
衛
霊
夫
人
」、「
孫
叔
敖
母
」
の
二
話
を
そ
れ
ぞ
れ
読

ま
せ5
、﹃
列
女
伝
﹄
に
あ
ら
わ
れ
る
「
女
性
」
の
姿
を
考
え
さ
せ
た
。
次
に
挙

げ
る
も
の
は
、「
衛
霊
夫
人
」
を
読
ま
せ
た
際
に
、
衛
の
霊
公
の
夫
人
の
后
と

し
て
の
在
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
学
習
者
の
意

見
で
あ
る
。（
学
習
者
が
書
い
た
文
章
に
つ
い
て
は
、
訂
正
を
行
わ
ず
、
そ
の

ま
ま
提
示
す
る
。）

1　

夫
で
あ
る
君
主
を
心
か
ら
尊
敬
し
、
妻
と
し
て
の
立
場
を
よ
く
分

か
っ
て
お
り
、
夫
を
献
身
的
に
支
え
る
存
在
。（
女
）

2　

夫
を
献
身
的
に
支
え
、
夫
の
慶
事
を
自
ら
の
こ
と
の
よ
う
に
祝
福
す

る
、
夫
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
在
り
方
。（
女
）

3　

夫
を
あ
く
ま
で
も
立
て
て
、
そ
し
て
自
分
自
身
は
あ
ま
り
で
し
ゃ
ば

ら
な
い
よ
う
に
気
を
配
る
と
い
う
在
り
方
。（
女
）
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4　

多
く
の
知
識
と
機
転
を
き
か
せ
ら
れ
る
よ
う
な
賢
さ
を
持
ち
つ
つ
も

常
に
国
や
君
主
、
は
た
又
は
夫
の
こ
と
を
思
い
や
り
、
敬
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
心
が
清
ら
か
で
あ
る
在
り
方
。（
男
）

5　

筆
者
は
、
女
性
の
在
り
方
と
し
て
、
視
野
が
広
く
、
柔
軟
な
思
考
を

持
ち
つ
つ
も
、
夫
に
し
っ
か
り
敬
意
を
払
っ
て
い
る
の
が
望
ま
し
い
と

考
え
る
。（
男
）

6　

霊
公
の
言
葉
に
対
し
て
、
機
知
に
富
ん
だ
受
け
答
え
を
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
男
性
に
寄
り
添
い
、
時
に
的
を
射
た
よ
う
な
発
言
を
す
る
こ

と
で
、
男
性
を
支
え
て
い
く
姿
。（
男
）

　

他
の
学
習
者
に
関
し
て
も
概
ね
以
上
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
意
見

の
4
に
あ
る
「
心
が
清
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
は
、
本
文
中
に
明
示
的
に

記
さ
れ
て
い
る
情
報
で
は
な
い
。
こ
の
学
習
者
の
記
述
を
通
し
て
わ
か
る
こ
と

は
、
学
習
者
は
彼
・
彼
女
ら
を
取
り
巻
い
て
い
る
表
象
空
間
の
中
で
交
わ
さ

れ
、
ま
た
彼
・
彼
女
ら
自
身
も
内
面
化
し
て
い
る
︿
良
妻
賢
母
﹀
言
説
を
参
照

し
、
こ
の
霊
公
夫
人
の
姿
を
見
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
﹃
列
女
伝
﹄
の
締
め
く
く
り
と
し
て
用
意
し
た
の
は
、「
殷
紂

妲
己
」
お
よ
び
「
夏
桀
末
喜
」
で
あ
る
。
両
者
は
、
伝
説
の
悪
女
に
そ
そ
の
か

さ
れ
た
伝
説
の
悪
王
が
、
伝
説
の
聖
王
に
打
倒
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
話

型
が
共
通
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
読
ん
で
き
た
の
は
、
良
き
后
、
良
き
母
と
い
っ
た
、
儒
教
的

︿
良
き
女
性
﹀
を
称
揚
す
る
話
で
あ
っ
た
。「
殷
紂
妲
己
」
で
登
場
す
る
女
性
、

妲
己
は
、
そ
う
し
た
儒
教
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
枠
組
み
を
越
え
た
結
果
、
国
を
滅

ぼ
し
た
者
と
断
じ
ら
れ
て
い
る
。
学
習
者
に
は
、
ま
ず
、「
殷
紂
妲
己
」
を
読

ま
せ
た
あ
と
、
次
に
、「
殷
紂
妲
己
」
と
類
似
し
た
話
で
あ
る
「
夏
桀
末
喜
」

を
読
ま
せ
た
。
そ
し
て
、「
殷
紂
妲
己
」、「
夏
桀
末
喜
」
と
の
共
通
点
を
挙
げ

さ
せ
た
。
次
に
、「
妲
己
」
及
び
「
末
喜
」
と
、「
衛
霊
夫
人
」
を
比
較
し
、

「
妲
己
」
や
「
末
喜
」
の
ど
の
よ
う
な
点
が
︿
悪
后
﹀
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の

か
を
考
え
さ
せ
た
。

　

そ
の
後
、「
紂
王
」、「
桀
王
」
の
失
敗
の
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
さ
せ
、
最
後
に
、

学
習
者
に
対
し
て
発
問
で
揺
さ
ぶ
り
、
感
想
を
書
か
せ
て
い
る
。
そ
の
発
問
の

内
容
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
妲
己
」
や
「
末
喜
」
は
確
か
に
、
政
治
を

混
乱
さ
せ
、
民
を
顧
み
ず
、
人
命
を
軽
ん
じ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

現
代
の
倫
理
観
と
照
応
し
て
も
、
ほ
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、

自
分
の
意
志
で
行
動
、
発
言
を
す
る
姿
ま
で
否
定
し
て
も
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
が
、
発
問
の
内
容
で
あ
る
。「
妲
己
」、「
末
喜
」
は
、
政
治
的
混
乱
を
招

き
、
人
命
を
軽
ん
じ
た
こ
と
も
非
難
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、「
衛
霊
夫
人
」

な
ど
の
︿
良
き
女
性
﹀
像
を
参
照
す
る
と
、「
妲
己
」、「
末
喜
」
が
「
女
必
従

男
」
と
い
う
儒
教
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
越
え
出
て
、
男
性
に
拠
ら
ず
に
発
言
・
行

動
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
同
時
に
、﹃
列
女
伝
﹄
で
は
悪
評
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
﹃
列
女
伝
﹄
の
「
女
必
従
男
」
の
価
値
観
を
相
対
化
す
る

機
会
を
学
習
者
に
も
た
せ
る
た
め
、
そ
う
し
た
発
問
を
し
、
学
習
者
に
感
想
を

書
か
せ
た
。「
殷
紂
妲
己
」
お
よ
び
「
夏
桀
末
喜
」
を
見
る
限
り
は
、
妲
己
や

末
喜
の
主
体
性
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
実
践
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー

規
範
（
感
覚
）
の
調
整
」
を
目
標
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
発
展
的
な

発
問
を
行
っ
た
。
以
下
、
発
問
に
対
す
る
学
習
者
の
意
見
で
あ
る
。（
省
略
や

下
線
を
付
す
こ
と
は
、
稿
者
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
）。
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7　

や
っ
た
こ
と
は
最
低
で
も
、（
妲
己
や
末
喜
が
）
す
ご
く
か
っ
こ
よ

く
見
え
て
き
ま
し
た
。
特
に
妲
己
が
と
て
も
好
き
に
な
っ
た
。（
中
略
）

好
き
勝
手
し
て
民
を
困
ら
せ
た
り
し
な
い
で
国
が
良
い
方
向
に
進
む
よ

う
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら
、
本
当
に
か
っ
こ
い
い
と
思
う
。（
女
）

8　

妲
己
や
末
喜
は
「
悪
女
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
こ
の
話
を
読
ん
だ

の
で
、
や
っ
た
こ
と
全
て
が
悪
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
込
ん
で
い
た

が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
話
を
聞
い
た
と
き
、
こ
の
二
人
は
女
性
の
立
場
に

窮
屈
さ
を
感
じ
て
お
り
、
や
り
方
は
間
違
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が

強
い
女
性
を
周
囲
に
示
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。（
女
）

9　

女
性
が
政
治
に
介
入
し
、
言
い
た
い
こ
と
を
言
う
こ
と
を
悪
と
し
、

だ
ま
っ
て
男
性
に
仕
え
る
こ
と
を
善
と
す
る
よ
う
な
固
定
観
念
が
、
若

者
と
さ
れ
る
私
の
中
に
も
あ
る
の
だ
と
改
め
て
驚
き
ま
し
た
。
男
女

平
等
と
さ
れ
る
現
代
の
中
で
育
っ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
は

シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
霊
公
夫
人
の
よ
う
な
女
性
は
、
一
昔
前
ま
で
の
古

き
良
き
時
代
に
「
良
妻
賢
母
」
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
奥
ゆ
か
し
い
女

性
で
す
。
私
も
心
の
ど
こ
か
で
、
だ
ん
な
さ
ん
の
言
う
こ
と
を
笑
顔
で

聞
き
入
れ
包
み
込
ん
で
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
人
に
な
り
た
か
っ
た
の
だ

と
お
も
い
ま
す
。（
女
）

　

意
見
の
7
、
8
は
、﹃
列
女
伝
﹄
に
表
れ
る
︿
良
妻
賢
母
﹀
の
言
説
状
況
を

相
対
化
す
る
視
点
を
、
学
習
者
が
獲
得
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特

に
、
8
に
関
し
て
は
、
学
習
者
は
、
最
初
は
﹃
列
女
伝
﹄
の
語
り
に
寄
り
添
う

形
で
︿
良
妻
賢
母
﹀
言
説
を
主
体
化
し
て
い
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
9
に

関
し
て
は
、︿
良
妻
賢
母
﹀
言
説
を
主
体
化
・
内
面
化
し
て
い
る
自
分
自
身
を

自
覚
し
、
そ
う
し
た
自
分
を
客
観
視
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
だ
ま
っ
て

男
性
に
仕
え
る
こ
と
が
善
」
と
い
う
自
身
の
中
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
感
覚
を
調
整
す

る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、︿
良
妻
賢
母
﹀
言
説
を
相
対
化
す
る
も
の
以
外
に
、
別
の
角

度
か
ら
の
意
見
も
多
数
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
内
の
一
つ
は
、﹃
列
女
伝
﹄
を

男
尊
女
卑
と
安
易
に
批
判
せ
ず
、
劉
向
は
そ
の
時
代
に
広
く
浸
透
す
る
価
値
観

（
言
説
）
を
、
正
し
く
内
面
化
し
、
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
見

だ
。
以
下
、
学
習
者
の
意
見
を
示
す
。

10　

こ
の
時
代
の
価
値
観
自
体
は
戦
国
の
世
の
中
で
国
を
守
る
為
に
武
器

を
身
に
つ
け
外
で
闘
う
の
は
夫
、
家
の
中
で
そ
ん
な
夫
を
支
え
る
為
に

家
事
な
ど
を
行
う
の
は
妻
、
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
体
力
的
な
問
題
で
、

男
の
人
は
男
の
人
が
得
意
と
す
る
こ
と
を
行
い
、
女
の
人
は
女
の
人
が

得
意
と
す
る
こ
と
を
行
う
方
が
、
そ
の
国
の
力
は
強
く
大
き
な
も
の
に

な
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
と
推

察
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
批
判
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

（
女
）

五

　評
論
教
材
を
用
い
た
発
展
学
習

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、﹃
列
女
伝
﹄
で
学
習
者
の
内
に
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
の
感
覚
は
育
ま
れ
た
よ
う
に
思
う
。
目
標
は
ほ
ぼ
達
成
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さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
が
、
次
に
評
論
へ
と
話
を
進
め
た
。
学
習
者
の
意
見
・

感
想
を
読
む
中
で
、
学
習
者
に
広
く
見
ら
れ
た
意
見
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

①　

現
代
は
昔
と
比
べ
、
男
尊
女
卑
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
対
立
は
解
消
さ
れ
て
き

て
い
る
と
い
う
意
見
。

②　

家
庭
内
、
社
会
内
で
の
女
性
の
権
威
を
今
以
上
に
高
め
よ
う
と
い
う
意

見
。

　

①
の
意
見
を
よ
り
多
角
的
に
検
討
す
る
た
め
、
菊
池
夏
野
「
ポ
ス
ト
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
と
日
本
社
会6
」
を
教
材
化
し
、
読
ま
せ
た
。
本
文
は
、「
女
子
力
」・

「
婚
活
」・「
○
○
系
女
子
」
と
い
う
言
葉
の
分
析
を
通
し
て
、
男
／
女
を
差
異

化
す
る
言
説
は
、
現
在
で
も
産
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
男
／

女
を
差
異
化
す
る
言
説
は
、「
亭
主
関
白
」、「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
な
ど

の
古
典
的
で
露
骨
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
彼
・
彼
女
ら
に
身
近
な
語
彙
の
中

に
も
存
在
す
る
こ
と
を
、
こ
の
評
論
を
通
し
て
学
ば
せ
た
。（
以
下
、
学
習
者

の
意
見
。
下
線
、
省
略
は
稿
者
に
よ
る
。）

11　
「
女
子
力
」
に
実
は
古
典
的
な
女
ら
し
さ
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
い

う
内
容
は
、
非
常
に
身
近
な
例
で
あ
り
、
実
感
が
あ
っ
た
。「
女
子
力
」

が
高
い
女
性
の
方
が
社
会
的
に
生
き
や
す
い
か
ら
、
と
い
う
理
由
も
も

ち
ろ
ん
あ
る
が
、
女
性
自
身
が
古
典
的
な
女
ら
し
さ
を
持
つ
自
分
に
憧

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ
だ
と
思
う
。（
女
）

12　
「
男
性
が
思
う
女
子
力
と
は
～
古
典
的
な
﹃
女
ら
し
さ
﹄
と
あ
ま
り

変
わ
ら
な
い
」。
こ
こ
を
読
ん
で
「
確
か
に
」
と
納
得
し
ま
し
た
。（
中

略
）
現
代
の
日
本
に
お
い
て
も
、
古
来
の
儒
教
観
を
重
視
し
て
い
た
時

代
か
ら
あ
ま
り
進
歩
が
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。（
女
）

13　

一
般
的
に
「
女
子
力
」
が
高
い
方
が
優
れ
て
い
る
と
定
義
づ
け
ら

れ
、
女
性
た
ち
は
「
女
子
力
」
を
上
げ
る
た
め
に
努
力
を
し
て
い
ま

す
。
普
段
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
言
葉
が
、（
古
典
的
な
）
ジ
ェ
ン

ダ
ー
規
範
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
て
い
る
ん
だ
と
気
づ
か
さ
れ
ま
し

た
。（
女
）

14　

以
前
か
ら
「
女
子
力
」
と
い
う
言
葉
に
違
和
感
を
感
じ
て
い
た
。
具

体
的
に
何
を
す
る
の
か
分
か
ら
ず
、
た
だ
、
女
の
人
が
す
る
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
行
動
や
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
が
「
女
子
力
が
高
い
」
と
評
価

さ
れ
て
、
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
違
う
行
動
を
す
る
と
「
低
い
」
と
言
わ
れ

る
の
は
、
文
章
に
あ
る
よ
う
に
、
古
典
的
な
「
女
ら
し
さ
」
を
求
め
て

い
る
よ
う
に
感
じ
る
。（
女
）

　

11
～
13
の
意
見
は
、﹃
列
女
伝
﹄
で
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
成
果
が
見
て
と
れ

る
。
い
ず
れ
も
﹃
列
女
伝
﹄
を
用
い
た
学
習
を
参
照
し
な
が
ら
、
意
見
を
述
べ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
13
、
14
の
意
見
は
、「
女
子
力
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
が
彼
女
た
ち
に
抑
圧
的
に
働
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
先
述
し
た
②「
家
庭
内
、
社
会
内
で
の
女
性
の
権
威
を
今
以
上
に
高

め
よ
う
と
い
う
意
見
」
に
対
し
て
は
、
上
野
千
鶴
子
﹃
差
異
の
政
治
学7
﹄
を

と
り
あ
げ
、
教
材
化
し
、
学
習
者
に
提
示
し
た
。
本
文
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
、
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「
男
」・「
女
」
の
よ
う
に
分
割
さ
れ
た
二
項
的
な
関
係
で
は
な
く
、
男
／
女
を

分
割
、
差
異
化
す
る
運
動
そ
の
も
の
と
捉
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
そ
の
分

割
、
差
異
化
に
は
「
階
層
性
」
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

②
の
意
見
の
危
う
さ
は
何
か
と
い
う
と
、
男
性
優
位
と
さ
れ
て
き
た
男
／
女

の
二
項
対
立
に
つ
い
て
、「
差
異
化
に
よ
る
非
対
称
性
（
階
層
性
）」
を
解
体
す

る
こ
と
な
く
、「
男
」、「
女
」
の
項
の
入
れ
替
え
を
行
う
だ
け
で
、
平
等
が
達

成
さ
れ
る
と
考
え
る
よ
う
な
、
形
式
平
等
論
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
。

上
野
千
鶴
子
の
評
論
を
用
意
し
た
の
は
、
学
習
者
が
抱
く
形
式
平
等
論
へ
応
答

す
る
た
め
で
あ
る
。

六

　結
び
に
か
え
て

　

こ
こ
で
は
紹
介
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
ま
で
示
し
た
意
見
以

外
に
も
、
学
習
者
は
多
種
多
様
な
意
見
を
挙
げ
た
。「﹃
リ
ケ
ジ
ョ
﹄
と
い
う
言

葉
は
、
そ
も
そ
も
﹃
理
系
は
男
子
﹄
と
い
う
こ
と
を
暗
に
前
提
と
し
て
い
る
」

だ
と
か
、「﹃
イ
ク
メ
ン
﹄
と
い
う
言
葉
が
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
う
ち

は
、
イ
ク
メ
ン
を
推
進
す
る
運
動
は
成
果
を
上
げ
て
い
な
い
」
だ
と
か
、
本
実

践
で
獲
得
し
た
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
感
覚
を
十
分
に
発
揮
し
、
身
近
な
社
会
問
題

に
対
し
て
異
論
や
提
言
を
行
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
授
業
に
お
さ
ま
ら
ず
、
休
憩
時
間
、
終
礼
後
な
ど
あ
ら
ゆ

る
場
面
で
生
徒
相
互
の
、
時
に
は
教
員
を
巻
き
込
ん
だ
「
討
議
」
的
状
況
を
生

み
出
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
授
業
者
と
し
て
は
予
想
外
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
教
室
が
活
性
化
し
た
理
由
は
、「
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
」
を
考
え

る
こ
と
を
強
く
迫
ら
れ
る
高
校
3
年
生
に
と
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
自
身
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
考
え
る
上
で
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
ら
だ

と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

　

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
描
く
「
市
民
社
会
」
は
、
諸
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
私
的
生

活
に
根
ざ
し
な
が
ら
、「
新
た
な
問
題
状
況
」
を
敏
感
に
察
知
す
る
豊
か
な
感

受
性
や
危
機
意
識
を
持
ち
、「
討
議
」
を
経
て
、
生
活
世
界
の
民
主
的
な
再
生

産
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。
数
年
後
に
「
市
民
社
会
」
の
一
員
と
な
る
学
習
者

が
、
今
回
の
実
践
で
得
た
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
感
覚
を
大
い
に
発
揮
し
、
こ
れ
か

ら
も
自
身
の
（
あ
る
い
は
社
会
の
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
必
要
に
応
じ
て
調
整

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
、
授
業
者
は
願
っ
て
い
る
。

付
記

　

本
稿
は
、
2 

0 

1 

6
年
8
月
に
行
わ
れ
た
第
57
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国

語
教
育
学
会
で
の
発
表
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
質
疑
応
答
の
場

や
、
発
表
後
の
意
見
交
換
の
場
に
お
い
て
、
多
く
の
方
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ

き
、
ま
た
、
本
実
践
の
教
材
の
候
補
と
な
る
よ
う
な
文
章
を
ご
教
示
い
た
だ
い

た
。
ま
た
、
別
の
形
で
学
習
者
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
考
え
さ
せ
る
実
践
を
し
て
い

き
た
い
と
思
う
。
ご
意
見
・
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々
に
対
し
て
、
こ
の

場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

注1　

他
に
も
「
リ
ア
充
／
非
リ
ア
充
」
な
ど
、
こ
う
し
た
二
分
化
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
。

2　
「
性
」
の
区
分
に
関
し
て
、
本
文
中
で
は
三
つ
の
区
分
と
し
た
が
、
こ
れ

ら
に
加
え
、「
表
現
す
る
性
」
を
区
分
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
あ
り
方
も
あ
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る
。
例
え
ば
、
生
物
的
な
性
も
男
性
で
あ
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
し
て
も
「
男

性
」
で
あ
る
と
自
認
し
、
性
的
指
向
性
も
異
性
愛
者
で
あ
る
者
が
、
女
性
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
（
＝
異
性
装
）
を
行
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
だ
。

3　

劉
向
﹃
列
女
伝
﹄（
山
崎
純
一　

注
・
解
説
、
明
治
書
院
）
に
よ
る
。

4　

劉
向
﹃
列
女
伝　

上
﹄（
山
崎
純
一　

注
・
解
説
、
明
治
書
院
、
1 

9 

9  

6
）
1
頁
。

5　
「
衛
霊
夫
人
」
は
﹃
列
女
伝　

中
﹄（
山
崎
純
一　

注
・
解
説
、
明
治
書

院
、
1 

9 

9 

7
）
三
四
九
頁
～
三
五
四
頁
を
、「
孫
叔
敖
母
」
は
同
書
、

三
三
八
～
三
四
二
頁
を
教
材
化
し
た
。
授
業
プ
リ
ン
ト
、
資
料
等
は
紙
幅
の

都
合
に
よ
り
割
愛
す
る
。

6　
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
お
け
る
「
承
認
」
と
「
再
分
配
」　

格
差
、
文
化
、
イ

ス
ラ
ー
ム
﹄（
越
智
博
美
、
河
野
真
太
郎　

編
、
彩
流
社
、
2 

0 

1 

5
）
所

収
。
菊
地
夏
野
「
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
日
本
社
会
︱
女
子
力
・
婚
活
・

男
女
共
同
参
画
」
を
教
材
化
し
た
。

7　

上
野
千
鶴
子
﹃
差
異
の
政
治
学
﹄（
岩
波
書
店
、
2 
0 
0 
2
）
第
1
章

「
差
異
の
政
治
学
」
を
教
材
化
。

 

（
関
西
大
学
第
一
中
学
校
・
高
等
学
校
）
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