
藤
原
与
一
先
生
の
国
語
教
育
学
創
建

－
　
国
語
学
習
個
体
史
稿
－
1

藤
原
与
一
先
生
に
、
「
国
語
学
の
国
語
教
育
学
的
再
建
」
と
い
う
ど
提
言
が

あ
る
。
そ
れ
は
「
同
語
教
育
誌
」
　
（
肝
一
巻
第
五
号
、
昭
和
三
一
年
五
月
号
、

国
語
教
育
学
会
編
、
岩
沢
書
店
刊
）
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
藤
原
与
一

先
生
は
、
つ
ざ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

「
言
語
を
生
活
語
と
し
て
精
し
く
観
る
と
言
ふ
こ
と
は
更
に
言
え
ば
、
国
語

の
諸
方
言
に
ま
で
立
入
っ
て
文
字
通
り
の
国
語
の
突
裳
を
究
め
る
と
言
ふ
こ
と

で
も
あ
る
。
方
言
的
な
相
違
は
、
言
は
ば
国
語
の
生
活
語
と
し
て
活
川
さ
れ
て

ゐ
る
現
実
面
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
語
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と

と
こ
と
ば
の
教
育
と
言
ふ
こ
と
と
が
一
加
で
あ
る
の
を
細
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ

を
我
々
が
見
詰
め
る
な
ら
ば
国
語
学
の
為
の
国
語
学
と
は
何
を
意
味
す
る
か
に

疑
問
を
抱
く
に
至
ら
ざ
る
を
得
ま
い
。
国
語
の
学
問
は
生
活
語
の
学
問
と
し

て
、
自
ら
そ
の
内
に
国
語
教
育
の
問
題
と
方
法
と
を
合
ん
で
透
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
国
語
学
の
内
面
性
は
一
層
拡
充
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
即
ち
、
一
方
で

は
学
問
の
為
の
学
問
と
し
て
の
国
語
学
を
、
他
方
に
於
い
て
は
真
の
応
用
と
し

て
の
国
語
教
育
を
、
は
な
れ
ん
し
1
に
考
へ
る
と
言
ふ
様
な
こ
と
の
不
自
然
は
認

め
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
統
一
止
揚
し
た
国
語
学
の
体
系
が
考
へ
ら
れ
る
に
至
る
の

で
あ
る
。

国
語
教
育
学
と
言
ふ
様
な
名
辞
も
、
実
は
か
う
言
ふ
所
か
ら
生
れ
て
よ
い
の

野
　
、
地
　
　
澗
　
　
家

で
は
な
い
か
。
国
語
教
育
の
事
実
を
対
象
と
し
て
研
究
し
た
り
、
或
は
国
語
教

育
の
為
の
一
般
的
な
基
礎
科
学
を
多
く
考
へ
た
り
し
て
み
て
も
、
そ
れ
で
沌
ち

に
国
語
教
育
学
が
成
立
し
得
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
。
又
方
法
論
そ
の
も
の
を

学
問
的
に
講
述
し
て
も
、
そ
れ
で
科
学
性
が
大
い
に
増
さ
れ
る
も
の
と
も
忠
は

れ
な
い
。
我
々
は
同
語
教
育
学
な
る
名
称
を
放
て
閻
ふ
も
の
で
は
な
い
が
、
然

し
前
述
の
様
な
新
国
語
学
体
系
化
の
企
図
は
、
基
処
に
国
語
教
育
学
と
呼
ん
で

よ
い
も
の
を
蔵
し
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
。
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
広
い
国
語
学
の
徹

野
か
ら
、
特
に
ど
れ
だ
け
の
部
分
を
拉
し
来
っ
て
そ
れ
に
同
語
教
育
学
の
名
称

を
冠
す
る
や
う
に
し
て
よ
い
の
か
、
そ
れ
は
未
だ
予
思
が
つ
か
な
い
。
否
寧
ろ

容
易
に
さ
う
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
国
語
学
即
国
語
教
育
学
で
あ
り
、
国

語
教
育
学
こ
そ
従
来
の
所
謂
国
語
学
の
帰
趨
す
べ
き
所
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

抄
く
と
も
我
々
と
し
て
は
一
光
づ
か
～
る
槻
方
を
持
っ
て
進
む
こ
と
が
、
結
局

に
於
い
て
国
語
学
を
生
か
す
所
以
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
」
　
（
同
上

誌
、
二
〇
ペ
）

お
の
ど
論
稿
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
四
枚
ほ
ど
の
分
責
に
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
先
生
は
「
言
語
に
対
し
て
生
活
語
と
し
て
の
親
方
を
徹

底
さ
せ
る
こ
と
」
　
（
同
上
誌
、
二
〇
ペ
）
を
強
調
さ
れ
、
「
同
語
の
学
問
は
生

清
語
の
学
問
と
し
て
、
自
ら
そ
の
内
に
国
語
教
育
の
問
題
と
方
法
と
を
合
ん
で

ゐ
る
」
　
（
同
上
誌
、
二
〇
ペ
）
　
こ
と
を
明
ら
か
に
指
摘
さ
れ
、
「
固
語
学
即
国

語
教
育
学
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
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藤
原
与
一
先
生
の
国
語
学
研
究
・
国
語
教
育
学
研
究
の
一
元
的
な
お
立
場

は
、
す
で
に
こ
こ
に
明
ら
か
に
見
定
め
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

1
先
生
は
、
右
の
ど
揖
言
の
中
で
、
「
そ
れ
に
し
て
も
そ
の
広
い
国
語
学

の
庸
野
か
ら
、
特
に
ど
れ
だ
け
の
部
分
を
拉
し
来
っ
て
そ
れ
に
国
語
教
育
学
の

名
称
を
冠
す
る
や
う
に
し
て
よ
い
の
か
、
そ
れ
は
未
だ
予
想
が
つ
か
な
い
。
」

（
同
上
誌
、
二
〇
ペ
）
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
か
ら
三
二
年
を
経

て
、
藤
原
与
一
先
生
は
、
「
私
の
国
語
教
育
学
」
を
ま
と
め
よ
う
と
な
さ
っ
て

い
る
。「

『
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
』
　
（
引
用
者
注
、
昭
和
4
5
年
1
1
月
、

新
光
閻
書
店
刊
）
　
の
つ
ぎ
に
ま
と
め
た
い
の
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。

学
の
名
を
み
だ
り
に
用
い
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
私

は
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
研
究
の
歩
み
を
ね
り
あ
げ
て
、
そ
れ
を
、
私
な
り
の
一

個
の
国
語
教
育
学
に
し
く
む
こ
と
を
、
自
己
の
課
題
と
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

国
語
教
育
の
た
め
に
は
、
国
語
の
学
問
は
ど
う
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
上

う
か
。
ま
た
、
そ
の
学
問
的
根
拠
に
立
つ
国
語
教
育
の
指
導
原
理
は
ど
ん
な
も

の
で
し
ょ
う
か
。

沈
潜
し
探
究
し
て
、
発
表
に
つ
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
（
4
5
・
9

記
）
」
　
（
「
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
、
一
六
八
ペ
）

先
生
の
同
語
教
育
学
が
結
。
…
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
論
稿
「
国

語
学
の
国
語
教
育
学
的
再
建
」
か
ら
「
私
の
国
語
教
育
学
」
ま
で
、
つ
ま
り
、

先
生
の
国
語
教
育
学
へ
と
精
進
さ
れ
る
「
つ
一
つ
の
こ
と
が
、
わ
た
く
し
ど
も

に
き
び
し
く
迫
っ
て
く
る
。

藤
原
与
一
先
生
は
、
ど
高
著
「
理
の
同
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
　
の
中

で
、
先
生
の
「
た
ち
ば
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

「
私
の
同
語
教
育
を
研
究
す
る
た
ち
ば
は
、
す
で
に
表
現
し
て
い
ま
す
と
お

り
、
方
言
研
究
の
た
ち
ば
で
あ
り
ま
す
。
方
言
を
研
究
し
て
、
私
は
、
国
語
教

育
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
は
じ
め
に
、
恩
輔
土
井
忠
生
柑

士
の
お
教
え
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
銘
記
し
て
、
感
謝
し
な
い
で
は
い
ら

れ
ま
せ
ん
。

方
言
を
研
究
す
る
う
ち
に
、
人
び
と
の
日
常
の
方
言
生
活
こ
そ
、
現
実
の
国

語
生
活
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
国
語
教
育
の
仕
事
は
、

相
手
の
こ
う
い
う
現
実
の
国
語
生
活
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
知
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
児
童
・
生
徒
は
、
通
常
、
地
方
地
方
の
方
言
生

活
者
と
し
て
、
私
ど
も
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
ど
も
の
教

育
対
象
は
方
言
人
な
の
で
あ
り
ま
す
。
国
語
教
育
は
、
方
言
人
相
手
の
、
方
言

生
活
指
導
の
国
語
教
育
で
あ
る
と
．
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
方
言

の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
、
方
言
人
に
、
生
き
た
生
活
の
こ
と
ば
、
す
な
わ
ち

生
活
語
を
聴
く
に
つ
け
、
方
言
の
言
語
学
的
研
究
と
と
も
に
、
方
言
の
教
育
論

的
な
研
究
を
も
、
あ
わ
せ
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

旧
著
の
『
毎
日
の
国
語
教
育
』
　
（
引
用
者
注
、
昭
和
3
0
年
4
月
1
5
日
、
福
村

書
店
刊
）
と
い
う
の
は
、
方
言
人
の
毎
日
の
言
語
生
活
に
つ
よ
く
日
を
向
け
よ

ぅ
と
し
て
考
え
た
指
名
で
あ
り
ま
す
。
や
が
て
、
方
法
を
求
め
て
、
『
同
語
教

育
の
技
術
と
精
神
』
　
（
引
用
者
注
、
昭
和
4
0
年
7
月
、
新
光
闘
貴
店
刊
）
と
い

う
一
書
を
ま
と
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
も
そ
の
吉
の
考
え
を
ふ
ま
え
て
、

今
、
本
書
（
引
用
者
注
、
『
巴
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
』
、
昭
和
4
5
年

1
1
月
、
新
光
閣
書
店
刊
）
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」
　
（
一
〇

～

一

一

ペ

）

こ
こ
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
、
「
毎
日
の
同
語
教
育
」
（
昭
和
3
0
）
　
1
「
同
語
教

育
の
技
術
と
精
神
」
（
昭
和
4
0
）
1
「
狸
の
同
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
（
昭
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和
4
5
）
は
、
藤
原
与
一
先
生
の
「
私
の
同
語
教
育
学
」
へ
の
幹
線
と
も
目
さ
れ
、

お
の
お
の
道
標
を
な
し
て
い
る
。

〓

藤
原
与
一
先
生
は
、
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
六
月
、
日
本
諸
学
振
興
委

員
会
第
二
回
国
語
国
文
学
会
に
お
い
て
、
「
日
本
語
の
伝
統
と
教
育
」
と
い
う

題
下
に
研
究
発
表
を
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
先
生
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

ら
れ
る
。

「
国
語
の
醇
化
・
陶
冶
、
或
は
国
語
生
活
の
育
成
指
導
に
は
、
先
ず
、
国
民

に
、
各
々
の
立
っ
て
ゐ
る
現
実
の
和
で
あ
る
生
活
語
を
反
省
さ
せ
、
之
を
は
っ

き
り
と
掟
へ
さ
せ
る
こ
と
が
、
基
本
と
な
る
。
国
語
の
問
題
と
そ
の
教
育
の
こ

と
は
、
実
際
か
ら
言
っ
て
、
全
く
国
民
一
人
々
々
の
身
の
上
に
あ
る
。
先
ず
銘

々
個
人
に
、
そ
の
具
体
的
な
生
活
語
が
反
省
さ
れ
て
ゐ
な
く
て
は
、
実
際
に
は

ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
国
民
は
、
自
分
の
住
ん
で
ゐ
る
こ
と
ば
の
世

界
を
、
素
直
に
見
つ
め
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
、
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
、
国
語
生
活
の
善
導
と
言
ふ
こ
と
は
、
栖
め
て
自

然
な
教
育
と
し
て
、
即
ち
し
つ
け
と
し
て
容
易
に
施
さ
れ
、
か
く
て
人
々
に
、

生
活
語
即
ち
国
語
の
正
し
い
発
展
が
実
現
せ
ら
れ
る
。
」
　
（
「
日
本
諸
学
研
究

報
告
」
第
十
二
岩
（
＜
第
二
回
国
語
国
文
学
∨
）
、
文
部
省
教
学
局
編
、
昭
和

1
7
年
2
月
1
2
日
、
内
閣
印
刷
局
刊
、
一
七
九
ペ
）

先
生
の
国
語
陶
冶
論
が
簡
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
－
　
戦
後
国
語
教
育
界

に
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
語
生
活
の
向
上
と
い
う
こ
と
も
、
す
で
に
先

生
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
指
摘
さ
れ
、
目
ざ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
生
は
、
さ
ら
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

「
要
す
る
に
、
眼
前
の
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
即
応
し
て
、
ど
の
片
端
か
ら
で

も
、
日
本
語
の
生
き
7
＼
と
し
た
現
実
相
を
見
取
っ
て
行
く
。
こ
の
真
剣
な
観

方
に
よ
っ
て
、
一
つ
づ
～
で
も
H
本
譜
の
古
パ
実
を
探
へ
る
こ
と
が
出
来
た
な

ら
、
そ
こ
か
ら
、
生
き
た
日
本
語
の
教
育
、
即
ち
生
活
語
に
立
脚
す
る
同
語
教

育
が
展
け
て
く
る
と
信
ず
る
。
こ
れ
こ
そ
、
地
道
な
、
日
本
語
の
精
神
的
教
育

で
あ
っ
て
、
国
民
学
校
令
施
行
規
則
第
四
条
に
、
国
民
的
思
考
・
感
動
を
通
じ

て
、
と
あ
る
こ
と
も
、
正
に
国
民
的
思
考
・
感
動
に
生
き
さ
せ
る
教
育
と
し
て
、

こ
1
に
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
　
（
同
上
書
、
一
八
〇
ペ
）

先
生
の
国
語
教
育
へ
の
方
法
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
生
き
た
日
本
語

の
教
育
、
即
ち
生
活
語
に
立
脚
す
る
国
語
教
育
」
が
日
ざ
さ
れ
、
先
生
は
爾
来

つ
ね
に
そ
れ
を
求
め
つ
づ
け
て
、
つ
ざ
つ
ぎ
に
そ
の
成
果
を
結
実
さ
せ
ら
れ

た
。先

生
は
、
日
本
語
の
伝
統
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
お
述
べ
に
な
る
。

「
敏
感
さ
を
以
て
そ
の
場
を
明
確
に
掟
へ
る
こ
と
は
、
徒
に
相
手
か
ら
遊
配

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
親
し
ん
で
出
よ
う
と
す
る
親
和
力
に

富
む
も
の
で
あ
る
。
融
和
性
と
言
は
う
か
、
進
み
求
め
る
心
が
そ
こ
に
動
力
と

な
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
話
手
の
立
場
か
ら
謙

虚
と
言
へ
ば
、
落
ち
つ
く
か
と
思
ふ
。
人
に
対
し
て
場
面
的
把
握
の
謙
虚
さ
、

こ
れ
が
日
本
語
の
生
き
た
伝
統
的
特
質
の
頂
点
で
あ
る
。
我
々
の
言
語
生
活
を

支
配
す
る
最
高
の
倫
理
は
こ
れ
で
あ
る
。

そ
の
倫
理
は
如
何
に
も
微
妙
で
あ
り
、
支
配
力
が
大
き
い
。
即
ち
、
敬
譲
法

が
、
国
語
の
表
現
法
を
貫
く
一
大
体
系
た
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
一
片

の
風
習
で
は
な
く
、
日
本
人
全
部
が
共
感
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
生
活
の
規
範

な
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
か
や
う
な
倫
祝
が
、
決
し

て
形
式
的
な
作
法
で
は
な
く
、
実
際
生
活
に
診
透
し
た
力
で
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
前
々
、
し
つ
け
と
称
し
た
の
は
、
そ
の
意
味
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

人
は
、
言
語
生
活
に
入
る
や
、
自
他
共
に
意
識
し
努
力
し
て
、
こ
の
し
つ
け
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を
重
ん
ず
る
。
そ
れ
が
正
し
い
、
そ
れ
が
よ
い
と
の
識
別
を
、
常
に
働
か
す
。

そ
の
正
し
さ
、
よ
さ
の
標
準
を
与
へ
る
も
の
は
、
窮
極
に
於
い
て
、
こ
と
ば
即

ち
国
語
の
も
つ
伝
統
的
な
力
で
あ
り
、
又
、
之
を
用
ひ
る
も
の
の
伝
統
的
な
意

識
に
外
な
ら
な
い
。
」
　
（
同
上
書
、
一
八
六
～
一
八
七
ペ
）

先
生
独
自
の
鋭
い
伝
統
観
な
ら
び
に
伝
統
に
立
つ
国
語
教
育
の
あ
り
よ
う
が

示
さ
れ
て
い
る
。
後
年
、
先
生
は
、
〝
倫
理
〟
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
『
倫
理
』
と
い
う
こ
と
ば
は
、
独
特
の
ひ
び
き
を
も
っ
た
こ
と
ば
で
、
こ

れ
に
は
、
お
の
ず
か
ら
美
し
い
情
が
ま
つ
わ
っ
て
い
る
と
も
言
え
そ
う
で
す
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
国
語
教
育
に
関
し
て
も
、
　
国
語
教
育
倫
理
学
と
い
う

よ
う
な
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
私

は
思
い
ま
す
。
理
と
情
と
を
兼
ね
備
え
る
よ
う
に
す
る
と
か
、
情
理
を
つ
く
す

と
か
い
う
こ
と
こ
そ
は
、
国
語
教
育
の
倫
理
か
も
し
れ
な
い
、
国
語
教
育
倫
理

学
の
課
題
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
」
　
（
「
理
の
国
語
教
育

と
情
の
国
語
教
育
」
、
三
二
ペ
）

さ
て
、
先
巷
は
、
「
日
本
語
の
伝
統
と
教
育
」
と
い
う
ど
発
表
を
、
左
の
よ

う
に
結
ん
で
い
ら
れ
る
。

「
し
っ
け
の
こ
1
ろ
は
、
以
上
の
や
う
に
、
単
純
素
朴
で
あ
る
。
も
と
7
1
、

実
際
生
活
に
よ
く
澄
み
透
っ
た
日
本
語
の
精
神
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
々
の

現
れ
方
は
、
自
ら
単
純
素
朴
な
生
活
感
情
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
厳
格

と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
重
圧
感
を
伴
ふ
も
の
で
は
な
く
、
明
る
い
朗
か
な
感

情
の
も
の
で
あ
る
。
こ
～
に
、
日
本
語
の
伝
統
の
、
そ
れ
こ
そ
日
本
的
な
暖
か

み
が
あ
ら
う
。
こ
れ
が
、
我
々
の
子
々
孫
々
を
国
語
に
よ
っ
て
育
む
温
床
と
な

る
べ
き
で
あ
る
。
国
語
の
、
血
に
よ
る
教
育
と
は
、
之
を
措
い
て
他
に
な
い
と

信
ず
る
。
」
　
（
同
上
書
、
一
八
七
～
一
八
八
ペ
）

先
生
の
「
日
本
語
の
伝
統
と
教
育
」
は
、
こ
れ
を
も
っ
と
も
は
や
く
公
に
さ

れ
た
．
、
国
語
教
育
原
論
の
一
つ
と
見
る
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。な

お
、
藤
原
与
一
先
生
は
、
「
日
本
語
教
育
」
と
い
う
ど
論
考
を
、
「
尚
志

文
化
」
　
（
昭
和
1
8
年
2
月
1
日
、
広
島
尚
志
報
国
会
刊
）
第
二
号
に
載
せ
ら
れ

た
。
こ
れ
は
外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
問
題
を
論
じ
ら
れ
た
、
格
調
の

た
か
い
労
作
で
あ
る
。
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）
　
二
月
一
五
日
に
執
筆
し

て
い
ら
れ
る
。
先
生
は
、
こ
の
論
考
を
、
左
の
よ
う
に
結
ん
で
い
ら
れ
る
。

「
日
本
語
の
教
育
指
導
に
当
っ
て
根
本
的
に
必
要
な
こ
と
は
、
口
・
耳
の
言

葉
つ
ま
り
話
言
葉
と
、
書
き
言
葉
と
を
陵
別
し
て
考
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
う

し
て
最
初
に
は
、
そ
れ
が
書
き
言
葉
に
も
な
る
か
否
か
を
顧
慮
す
る
こ
と
な

く
、
た
ゞ
純
朴
に
話
言
葉
の
世
界
を
思
ひ
置
け
ば
よ
い
。
こ
の
把
握
が
明
確
に

な
っ
て
か
ら
、
書
き
言
葉
と
の
交
渉
、
又
純
粋
の
書
き
言
葉
を
考
え
へ
る
こ
と

が
、
筋
道
と
し
て
は
最
も
理
想
的
で
あ
る
。
日
本
語
の
実
質
を
粧
実
に
取
上
げ

る
こ
と
も
、
指
導
上
の
技
術
も
、
は
た
日
本
語
教
育
論
も
、
こ
れ
を
外
せ
ば
曖

昧
に
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
国
内
で
の
国
語
教
育
の
立
場
か
ら
言

っ
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。
日
本
語
の
実
用
親
が
撤
し
て
や
が
て
本
質
観
に
な
る

の
も
、
右
の
区
別
が
方
法
論
的
に
明
確
で
あ
る
こ
と
を
不
可
欠
の
前
提
と
す

る
。
」
　
（
同
上
誌
、
三
八
ペ
）

「
徹
底
し
た
日
本
語
教
育
は
、
徹
底
し
た
国
語
教
育
と
、
何
時
の
世
に
あ
つ

て
も
正
に
一
如
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
　
（
同
上
誌
、
三
三
ペ
）
と
の
立
場

に
立
た
れ
る
先
生
の
、
日
本
語
教
育
観
の
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
の
を
、
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

≡

藤
原
与
一
先
生
は
、
「
同
語
教
育
と
国
語
学
」
と
い
う
ど
論
稿
を
、
「
国
民
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精
神
文
化
」
　
（
第
七
巻
第
六
号
、
昭
和
1
6
年
6
月
1
日
、
国
民
精
神
文
化
研
究

所
刊
）
に
発
表
さ
れ
た
。
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
五
月
九
日
に
執
筆
し
て

い
ら
れ
る
。

先
生
は
、
「
音
声
教
育
は
言
語
教
育
の
第
一
歩
で
あ
る
と
共
に
基
礎
で
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

る
。
然
る
に
今
や
国
語
音
鶴
の
特
質
と
し
て
閲
音
節
性
が
握
へ
ら
れ
た
の
で
あ

る
か
ら
（
引
用
者
、
閲
音
節
が
日
本
語
の
音
誼
論
的
特
性
を
な
す
ゆ
え
ん
を
、

第
一
か
ら
第
四
に
わ
た
っ
て
証
明
し
て
い
ら
れ
る
。
）
、
国
語
音
の
教
育
は
開

音
節
の
教
育
を
以
て
根
本
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」
　
（
同
上
誌
、
三
九
ペ
）
と
さ

れ
、
音
声
教
育
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
精
細
に
論
究
さ
れ
た
。

先
生
は
、
「
国
語
教
育
と
国
語
学
」
と
い
う
主
題
に
対
し
、
音
声
教
育
（
「

音
朝
＋
教
育
＝
音
声
」
）
を
通
じ
て
、
そ
の
究
明
を
は
か
っ
て
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
先
生
は
、
左
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。

「
我
々
、
国
語
教
育
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
第
一
に
、
国
語
を
じ
っ
く
り

と
徹
底
的
に
見
掘
ゑ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
而
も
こ
れ
が
我
々
の
心
と
一
体

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
片
時
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
う
す
れ
ば
、
国
語

の
正
し
い
導
き
方
は
、
お
の
づ
か
ら
つ
か
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
真

に
力
強
い
国
語
愛
育
の
実
践
で
あ
る
。
『
国
語
に
問
へ
』
。
こ
れ
が
一
切
で
あ

り
、
そ
の
国
語
は
、
自
分
が
常
時
依
っ
て
立
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

知
る
べ
き
で
あ
る
。
故
に
、
国
語
の
教
育
は
、
先
づ
自
ら
自
分
の
日
本
語
を
反

省
す
る
所
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
時
に
と
つ
て
の
不
十
分
は
、
決
し
て
大
き
い
畷

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
厳
粛
な
反
省
の
遺
す
べ
て
が
、
即
ち
生
き
た
師
遺
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
語
の
醇
化
は
、
地
遺
に
、
着
々
と
実
現
せ
ら

れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に
理
想
的
な
国
語
の
陶
冶
が
行
ほ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

（
同
上
誌
、
四
五
ペ
）

学
生
時
代
、
右
の
結
び
は
こ
と
に
き
び
し
く
迫
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
「

『
国
語
に
問
へ
』
。
こ
れ
が
一
切
で
あ
り
、
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
と
こ
ろ

は
、
胸
底
に
深
く
き
ざ
ま
れ
た
。
国
語
教
育
を
志
す
身
に
、
し
み
と
お
る
お
こ

と
ば
で
あ
っ
た
。

四

昭
和
一
七
年
（
一
九
四
一
二
〇
月
、
わ
た
く
L
は
広
島
文
理
科
大
学
文
学

科
（
国
語
学
国
文
学
専
攻
）
に
入
学
し
、
藤
原
与
一
先
生
の
ど
講
義
を
拝
聴
す

る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
よ
ろ
こ
び
は
、
深
く
大
き
か
っ
た
。

第
一
学
年
で
は
、
「
語
法
教
育
論
」
を
聴
講
し
た
。
当
時
、
先
生
は
講
師
に

な
ら
れ
、
朝
は
や
く
登
学
さ
れ
、
授
業
開
始
の
直
前
ま
で
、
入
念
に
準
備
さ
れ

て
い
た
の
が
印
象
に
き
ざ
ま
れ
て
い
る
。

先
生
の
「
語
法
教
育
論
」
は
、
最
初
の
時
間
、
開
講
の
こ
と
ば
が
述
べ
ら
れ

っ
い
で
、
第
〓
早
　
語
法
と
そ
の
教
育
（
方
法
原
理
論
）
／
第
二
章
　
語
法
把

握
の
手
順
／
第
三
章
　
チ
ョ
ル
こ
と
ば
／
第
四
章
　
待
遇
表
現
法
の
よ
う
に
構

成
さ
れ
、
各
章
は
さ
ら
に
こ
ま
か
く
分
節
さ
れ
て
い
た
。

先
生
は
、
開
講
に
あ
た
り
、
・
「
手
引
」
と
板
書
さ
れ
、
静
か
に
講
義
を
始
め

ら
れ
た
。
そ
の
中
で
、
先
生
は
、
「
こ
と
ば
の
学
問
即
こ
と
ば
の
教
育
で
あ

る
。
」
と
説
か
れ
た
。

藤
原
与
一
先
生
は
、
「
文
学
」
　
（
第
九
巻
第
五
号
、
昭
和
一
六
年
五
月
号
、

岩
波
書
店
刊
）
に
、
「
方
言
語
法
の
研
究
に
就
い
て
」
を
発
表
し
て
い
ら
れ

る
。
こ
の
論
稿
は
、
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
三
月
三
一
日
の
ど
執
筆
に
か

か
る
。先

生
は
、
方
言
語
法
研
究
の
あ
り
か
た
を
精
確
に
お
述
べ
に
な
り
、
「
請
部

論
は
文
法
論
を
高
め
て
文
章
論
的
に
統
一
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
。
文
法
論
が
体

系
的
た
り
得
る
の
は
、
謡
部
論
の
定
位
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
か
く
て
日
本
語
の

た
め
に
、
生
き
た
文
法
学
、
生
活
語
を
導
く
表
現
文
法
論
が
出
来
て
く
る
の
で
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あ
る
。
」
　
（
同
上
誌
、
六
〇
ペ
）
と
、
そ
の
抱
負
を
も
述
べ
ら
れ
た
。
戦
前
す

で
に
か
か
る
立
場
と
構
想
と
を
明
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
生
は
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
四
月
、
「
日
本
語
－
共
栄
国
標
準
口

語
法
－
」
　
（
昭
和
1
9
年
4
月
1
0
日
、
目
黒
書
店
刊
）
を
刊
行
さ
れ
た
。
土
井
忠

生
先
生
の
寄
せ
ら
れ
た
「
序
言
」
に
は
、
「
藤
原
君
は
、
数
年
来
わ
が
国
語
研

究
室
に
あ
っ
て
、
日
本
人
の
生
活
語
の
上
に
立
っ
た
国
語
教
育
を
建
設
す
べ
く

真
撃
な
努
力
を
続
け
て
ゐ
る
篤
学
の
士
で
あ
る
。
常
に
機
会
を
つ
く
っ
て
は
、

全
国
の
方
言
を
実
地
に
調
査
し
て
、
日
本
人
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
し
て
ゐ
る

現
実
の
こ
と
ば
の
本
体
を
し
っ
か
り
と
握
へ
る
こ
と
を
怠
ら
な
い
。
そ
れ
と
共

に
、
本
学
の
諸
施
設
（
引
用
者
注
、
広
島
文
理
科
大
学
・
広
島
高
師
、
附
属
中

学
校
等
々
）
を
利
用
し
て
、
自
ら
教
壇
に
立
ち
、
或
は
そ
の
他
の
．
方
法
に
よ

り
、
教
授
上
の
実
験
を
重
ね
て
居
る
の
で
あ
る
。
そ
の
所
説
が
、
理
論
と
し
て

優
れ
て
ゐ
る
上
に
、
実
際
に
適
し
て
ゐ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
は
ね
ば
な
ら

な
い
。
今
回
の
漕
述
に
は
、
溝
・
華
・
芸
の
留
学
生
達
に
教
へ
た
経
験
に
よ
っ

て
、
特
別
な
工
夫
も
加
へ
て
あ
る
筈
で
あ
る
。
」
　
（
同
上
書
、
二
1
三
ペ
）
と

述
べ
ら
れ
て
い
た
。

学
生
時
代
、
く
り
か
え
し
読
ん
で
、
口
語
法
の
と
ら
え
か
た
に
つ
い
て
教
え

ら
れ
る
こ
と
甚
深
で
あ
っ
た
。

先
生
は
、
昭
和
四
四
年
（
一
九
六
九
）
七
月
、
「
日
本
語
方
言
文
法
の
世

界
」
　
（
昭
和
4
4
年
7
月
1
0
日
、
塙
睾
努
刊
）
を
著
わ
さ
れ
た
。
そ
の
「
は
じ
め

に
」
の
中
で
、
先
生
は
、
「
か
つ
て
私
は
、
『
日
本
語
方
言
文
法
の
研
究
』
　
（

昭
二
四
　
岩
波
書
店
）
を
世
に
出
し
た
。
の
ち
、
東
様
操
先
生
編
『
日
本
方
言

学
』
　
（
昭
二
八
　
吉
川
弘
文
館
）
に
、
『
文
法
』
岩
を
の
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
。
本
書
（
引
用
者
注
、
『
日
本
語
方
言
文
法
の
世
界
』
＜
昭
和
四
四
　
塙
書

房
∨
）
は
、
以
上
の
二
著
に
つ
ぐ
第
三
の
も
の
と
、
私
は
考
え
て
い
る
　
（
ち
な
み

に
、
雑
誌
『
国
文
学
故
』
＜
昭
和
三
五
年
五
月
V
に
も
、
関
連
論
文
、
『
日
本

語
文
法
の
記
述
体
系
』
を
発
表
し
た
）
。
将
来
は
、
な
お
、
本
書
の
発
展
と
し

て
の
『
日
本
語
方
言
文
法
』
を
世
に
問
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
」
　
（
同
上

苔
、
一
～
二
ペ
）
と
述
べ
ら
れ
た
。

先
生
の
日
本
語
方
語
文
法
の
ご
研
究
は
、
い
よ
い
よ
生
成
発
展
し
て
や
む
と

き
が
な
い
。
包
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
壮
大
さ
を
お
も
う
と
、
思
わ
ず
戦
慄
し

て
し
ま
う
。

先
生
は
、
昭
和
四
一
年
（
一
九
六
六
）
二
月
五
日
、
　
「
同
語
表
現
法
の
′
教

育
」
を
ど
執
筆
に
な
り
、
そ
れ
は
や
が
て
第
一
法
規
か
ら
昭
和
四
五
年
三
月
に

刊
行
さ
れ
た
。
先
生
の
国
語
表
現
法
教
育
論
の
成
立
は
、
右
に
見
て
き
た
よ
う

な
、
日
本
語
方
言
文
法
研
究
を
基
盤
と
し
、
源
泉
と
し
て
い
る
。
独
自
で
清
新

な
国
語
表
現
法
教
育
論
が
構
築
さ
れ
る
の
は
、
淵
源
す
る
と
こ
ろ
深
く
遠
い
も

の
に
由
っ
て
い
る
。五

太
平
洋
戦
争
下
、
昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
一
〇
月
か
ら
、
第
二
学
年
の

授
業
が
始
ま
り
、
わ
た
く
L
は
藤
原
与
一
先
生
の
「
音
声
教
育
論
」
を
受
講
し

た
。
先
生
は
す
で
に
わ
た
く
し
ど
も
よ
り
一
期
上
級
の
学
年
に
、
「
同
語
陶
冶

論
」
を
講
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
先
生
の
国
語
教
育
研
究
の
う
ち
、
総
論
の
位

置
を
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
づ
い
て
、
各
論
と
し
て
、
「
語
法
教
育
論
」

「
音
声
数
育
論
」
・
「
語
彙
教
育
論
」
を
計
画
し
て
い
ら
れ
た
。
わ
た
く
L
は
、

そ
の
う
ち
、
二
つ
を
拝
聴
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

先
生
は
、
「
音
声
教
育
論
」
の
開
講
に
あ
た
り
、
「
希
望
を
以
て
こ
の
講
義

に
臨
む
こ
と
が
出
来
る
。
」
と
、
ま
ず
お
述
べ
に
な
っ
た
。
先
生
は
、
「
大
学

の
学
問
は
動
的
で
あ
り
、
発
展
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
を
さ
び
し
く
批

判
し
て
、
た
え
ず
き
ひ
上
げ
て
い
く
。
歴
史
的
発
展
を
し
よ
う
と
す
る
心
意
気
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で
あ
る
。
」
と
、
ね
ん
ご
ろ
に
さ
と
さ
れ
た
。
そ
の
お
こ
と
ば
は
、
実
は
先
生

み
ず
か
ら
行
じ
て
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ど
講
義
「
音
声
教
育
論
」
は
、
「
序
説
」
の
ほ
か
、
第
二
畢
　
言
葉
の
姿
／
第

二
章
．
話
言
葉
の
構
造
（
主
点
、
話
言
葉
の
教
育
）
…
…
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
、

各
章
は
さ
ら
に
こ
ま
か
く
分
節
さ
れ
て
い
た
。
精
細
を
き
わ
め
、
音
声
教
育
の

あ
り
よ
う
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
。

ど
講
義
の
一
節
に
、
「
さ
ら
に
、
そ
ん
な
う
そ
が
あ
る
も
の
か
。
ソ
ガ
ナ
ウ

ソ
ガ
ア
ル
チ
ュ
カ
ィ
。
こ
の
や
う
な
例
を
見
る
と
、
文
末
助
詞
は
、
恰
も
葉
末

に
結
ぶ
露
の
や
う
に
凝
結
し
て
ま
ゐ
る
有
様
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
せ
う
。
こ
の

や
う
に
し
て
日
本
語
の
文
末
表
現
法
が
発
達
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」
と

述
べ
ら
れ
、
ま
た
、
「
も
う
少
し
例
を
加
へ
る
と
、
行
か
う
桜
も
な
か
っ
た
。

文
の
途
中
に
、
○
の
連
体
形
を
つ
か
ふ
こ
と
は
、
今
日
は
特
殊
の
も
の
で
あ

る
。
○
が
な
く
な
っ
た
と
い
ふ
こ
と
も
、
途
中
で
票
ざ
こ
ざ
と
い
う
こ
と

が
な
く
な
っ
て
、
途
中
の
も
の
が
莞
末
に
結
ぶ
白
磁
の
や
う
に
凝
結
し
て
く

る
。
敬
語
表
現
で
、
最
後
へ
敬
語
を
附
け
加
へ
さ
へ
す
れ
ば
、
総
括
し
て
敬
語

さ
け
し
い

に
な
る
。
お
よ
み
に
な
っ
て
ゐ
る
。
よ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
（
こ
れ
の
方
が

正
し
い
。
）
文
中
よ
り
も
文
末
へ
。
文
末
が
注
意
の
焦
点
に
な
っ
て
く
る
。
文

表
現
と
い
ふ
形
に
お
い
て
、
文
末
の
大
切
な
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
如
き

も
の
で
あ
る
。
表
現
を
持
し
む
こ
と
は
、
ま
づ
文
末
を
持
し
む
こ
と
で
あ
り
、

こ
と
ば
を
つ
ゝ
し
む
と
は
、
文
末
を
つ
ゝ
し
む
こ
と
で
あ
り
、
文
は
を
は
り

が
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
の
理
論
で
あ
り
ま
し
て
、
同
時
に
、
文
末
の
教

育
、
文
末
を
中
心
と
し
た
、
文
末
を
焦
点
と
し
た
文
の
教
育
を
考
へ
し
め
る
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
ふ
と
、
文
は
人
な
り
と
い
ふ
、
そ
の
人
の
教
育
の
問
題

で
あ
り
ま
す
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
い
つ
獣
で
も
忘
れ
が
た
い
一
節
で
あ
っ
た
。

わ
た
く
L
は
、
戦
前
、
太
平
洋
戦
争
下
、
旧
制
大
学
の
講
義
に
、
「
国
語
陶

拾
論
」
・
「
語
法
教
育
論
」
・
「
音
声
教
育
論
」
を
お
と
り
あ
げ
に
な
っ
た
こ

と
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。
内
実
は
、
文
字
ど
お
り
国
語
教
育
学
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
到
達
水
準
は
、
当
時
も
っ
と
も
独
創
的
で
未
踏
の
頂
域
を
間
柘

さ
れ
、
最
高
水
準
に
付
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

六

昭
和
三
七
年
（
一
九
六
二
）
　
二
月
、
藤
原
与
一
先
生
は
、
「
文
化
創
造
と

国
語
教
育
」
と
い
う
題
で
示
唆
深
い
論
稿
を
お
ま
と
め
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
「

国
語
教
育
研
究
」
　
（
第
八
号
、
昭
和
3
8
年
1
2
月
2
5
日
、
光
葉
会
刊
）
　
に
発
表
さ

れ
た
。
　
J

そ
の
中
で
、
先
生
は
、

「
ま
え
か
ら
口
に
し
て
き
た
題
名
は
、
『
国
の
文
化
を
拓
く
国
語
教
育
』
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
じ
つ
は
、
こ
の
方
向
の
同
語
教
育
が
同
語
教
育
の
終
局

の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
き
た
。

国
の
文
化
を
拓
く
同
語
教
育
と
は
、
一
円
の
文
化
を
闘
拓
し
創
造
す
る
同
語

教
育
と
い
う
つ
も
り
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
国
語
生
活
者
（
精
神
生
活
の
よ
い
方

向
を
し
つ
け
ら
れ
た
国
語
生
活
者
）
を
養
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
も
は
や

そ
れ
が
、
国
の
文
化
の
創
造
を
理
念
と
す
る
同
語
教
育
の
成
功
で
は
な
い
か
。

－
　
回
の
文
化
を
産
む
活
動
の
だ
い
じ
さ
を
、
言
語
生
活
の
う
え
で
自
覚
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
『
文
化
創
造
の
阿
語
教
育
』
は
で
き
た
こ
と
に
な
る
と

E
心
う
。
」
　
（
同
上
誌
、
四
二
五
ペ
）

と
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
研
究
へ
の
と
り
組
み
の
経
過
に
つ
い
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

「
現
在
、
私
に
は
、
『
同
の
文
化
を
拓
く
』
1
『
お
こ
す
』
I
I
『
産
む
』

と
は
ど
う
す
る
こ
と
な
の
か
と
の
思
考
が
、
や
や
強
い
。
こ
れ
も
、
さ
き
ご

ろ
ま
で
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
（
　
－
　
し
た
が
っ
て
、
『
田
の
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文
化
を
拓
く
同
語
教
育
』
も
、
わ
れ
な
が
ら
、
叙
述
囚
難
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
）

そ
れ
が
、
い
く
ら
か
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
柳
田
国
男
先
生

を
、
こ
の
ご
ろ
、
し
き
り
に
、
『
国
の
文
化
を
拓
い
た
人
』
と
し
て
見
る
よ
う

に
な
っ
た
の
に
よ
る
。
先
生
こ
そ
は
、
国
の
文
化
を
拓
い
た
人
と
し
て
、
じ
つ

に
、
見
て
見
や
す
い
か
た
で
あ
ろ
う
。
先
生
を
こ
う
拝
見
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
国
の
文
化
を
拓
く
生
活
と
い
う
も
の
が
、
考
え
や
す
く
な
っ
た
。
と
と
も

に
、
私
の
『
国
の
文
化
を
拓
く
国
語
教
育
』
の
考
察
も
、
い
く
ら
か
軌
道
に
乗

っ
て
き
た
か
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
誌
、
四
二
六
ペ
）

藤
原
与
一
先
生
が
柳
田
学
の
特
質
と
そ
の
方
法
と
を
周
到
綿
密
に
と
ら
え
ら

れ
、
国
語
教
育
研
究
の
到
達
点
・
終
局
目
標
と
し
て
、
な
に
を
考
え
て
い
ら
れ

る
か
、
そ
の
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
先
生
は
、
こ
の
ど
論
稿
を
、

ヽ
ヽ
「
柳
田
先
生
の
学
問
ま
で
を
考
え
た
本
稿
は
、
そ
の
あ
る
べ
き
所
論
の
準
描
作

業
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
序
説
の
位
置
に
立
つ
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
」
（
同

上
誌
。
四
三
三
ペ
）
と
結
ん
で
い
ら
れ
る
。

ヽ
ヽ
先
生
は
、
柳
川
先
生
の
学
問
ま
で
を
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
の
藤
原
先
生

の
学
問
は
、
す
で
に
柳
田
学
を
語
ら
れ
る
、
そ
の
こ
と
の
中
に
、
お
の
ず
と
語

ら
れ
て
い
る
。
柳
田
学
×
藤
原
学
、
そ
こ
か
ら
ど
う
い
う
同
語
教
育
学
が
誕
生

す
る
か
。
学
問
の
ス
ケ
ー
ル
の
巨
大
さ
、
広
大
さ
を
お
も
わ
な
い
で
は
い
ら
れ

な
い
。

七

藤
原
与
一
先
生
の
ど
研
究
の
展
開
過
程
は
、
「
わ
た
く
し
の
方
言
研
究
」

（
「
方
言
学
講
座
」
第
一
巻
、
昭
和
36
年
1
月
3
1
日
、
東
川
堂
刊
、
執
筆
は
昭
和

3
5
年
9
月
2
8
日
）
l

こ
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
、
1
広
島
愛
媛
両

県
方
言
の
境
界
綾
／
2
瀬
戸
内
海
島
崎
の
ア
ク
セ
ン
ト
／
3
全
回
的
視
野
へ
／

4
敬
語
法
の
方
処
的
研
究
／
5
全
国
五
十
要
地
調
査
（
引
用
者
注
、
昭
和
二
五

年
（
一
九
五
〇
）
　
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
、
一
〇
年
後
に
は
す
で
に
三
〇
余
地
を

終
了
し
て
い
ら
れ
た
。
）
／
6
両
戸
内
海
言
語
図
巻
の
制
作
　
の
よ
う
に
計
画

的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
く
L
は
こ
の
ご
論
稿
に
接
し
た
と
き
、
感
嘆
し

て
し
ま
い
、
つ
い
に
は
絶
望
感
に
お
そ
わ
れ
た
。

先
生
は
、
「
方
言
は
国
語
の
現
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
と
ら
え
れ
ば
、
研
究

は
、
同
語
の
過
去
に
も
さ
か
の
ぼ
り
、
同
語
の
将
来
に
も
お
も
む
く
。
こ
の
二

元
性
は
好
ま
し
い
宿
命
で
あ
る
。
私
も
、
私
な
り
に
、
方
言
に
お
い
て
、
つ
ね

に
、
国
語
の
将
来
を
考
え
る
。
国
語
教
育
の
研
究
は
、
こ
う
し
て
、
つ
ね
に
、

私
の
方
言
研
究
の
な
か
に
も
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
固
諸
方
言
の
具
体

に
即
応
し
た
『
方
言
生
活
指
導
論
』
を
世
に
問
う
こ
と
は
、
私
の
一
つ
の
念
融

で
あ
る
。
」
　
（
同
上
書
、
三
〇
二
ペ
）
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

昭
和
二
四
年
（
一
九
四
九
）
、
先
生
は
す
で
に
全
国
諸
方
言
を
見
通
し
て
い

ら
れ
、
土
地
土
地
の
各
方
言
を
一
身
よ
く
再
現
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
懐

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
労
作
を
取
得
さ
れ
た
記
念
の
会
の
席
上
で
の
こ
と
で
あ

っ
た
。先

生
に
、
「
方
言
学
」
　
（
昭
和
3
7
年
6
月
1
0
日
、
三
省
堂
刊
）
・
「
方
言
研

究
法
」
　
（
昭
和
3
9
年
1
2
月
2
0
日
、
東
京
堂
刊
）
　
の
ど
高
著
が
あ
る
。
先
生
の
全

円
方
言
調
査
の
結
日
間
を
示
す
も
切
で
あ
り
、
ま
た
方
法
・
手
引
を
示
さ
れ
た
も

の
で
も
あ
る
。

〝
全
国
諸
方
言
の
具
体
に
即
応
し
た
「
方
言
生
活
指
導
論
」
　
′
．
－
　
先
生
の

ヽ

　

ヽ

同
語
教
育
学
へ
の
夢
は
か
ぎ
り
が
な
い
。
そ
れ
を
〝
一
つ
の
念
庸
〟
と
さ
れ

ヽ

　

ヽ

る
。
一
つ
の
と
い
う
こ
と
ば
の
な
ん
と
い
た
く
ひ
び
く
こ
と
▼
㌍
U

T
、ノ

藤
原
与
一
先
生
に
、
「
こ
れ
か
ら
の
同
語
」
　
（
角
川
新
書
、
昭
和
2
8
年
6
月

5
日
、
角
川
書
店
刊
）
・
「
こ
と
ば
の
生
活
の
た
め
に
ー
　
表
現
と
ガ
解
へ
の
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手
引
　
－
　
」
　
（
講
談
社
現
代
新
書
、
昭
和
4
2
年
1
月
1
6
日
、
講
談
社
刊
）
・
「

ゆ
た
か
な
言
語
生
活
の
た
め
に
　
ー
　
方
言
か
ら
見
た
国
語
　
－
　
」
　
（
講
談
社
現

代
新
書
、
昭
和
4
4
年
1
1
月
1
6
日
、
講
談
社
刊
）
な
ど
の
ど
高
著
が
あ
る
。

ど
の
一
冊
も
、
先
生
の
研
究
・
生
活
の
実
践
か
ら
生
ま
れ
出
た
も
の
で
あ

る
。
表
現
（
話
す
こ
と
・
書
く
こ
と
）
・
理
解
（
開
く
こ
と
・
読
む
こ
と
）
と

も
に
、
先
生
は
ど
自
分
の
こ
と
ば
の
生
活
に
す
べ
て
体
現
し
て
い
ら
れ
る
こ
と

を
、
お
述
べ
に
な
っ
て
い
る
。
学
問
と
生
活
の
一
体
・
一
如
を
お
説
き
に
な
る

先
生
は
、
生
き
た
国
語
教
育
学
の
体
現
者
と
申
し
あ
げ
て
よ
い
。

先
生
は
、
「
毎
日
の
国
語
教
育
」
の
中
で
、
つ
ざ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。「

不
抜
不
動
の
国
語
教
育
の
根
幹
と
し
て
、
つ
ね
に
こ
と
ば
を
見
つ
め
て
い

く
こ
と
、
相
手
に
、
つ
ね
に
見
つ
め
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
た
い
せ
つ
で
あ
る

と
思
う
。

教
師
と
し
て
　
つ
ね
に
こ
と
ば
を
見
つ
め
て
い
く
こ
と
は
、
国
語
に
対
す
る

教
師
と
し
て
の
学
問
の
、
最
初
で
あ
っ
て
最
後
で
あ
る
。
こ
と
ば
を
見
つ
め
得

て
、
こ
と
ば
が
わ
か
れ
ば
、
国
語
の
い
っ
さ
い
の
教
育
は
、
そ
の
人
の
人
間
の

強
湾
の
う
え
で
、
確
固
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
人
の
学
問
と

教
育
の
一
如
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
不
抜
不
動
の
国
語
教
育
が
あ
る
。
」
　
（
同

上
書
二
九
五
ペ
）

昭
和
二
六
年
二
九
五
一
）
五
月
二
日
、
広
島
市
己
婁
小
学
校
講
堂
で
、
西

尾
実
博
士
の
講
演
「
国
語
教
育
学
樹
立
の
必
要
と
可
能
」
が
お
わ
っ
て
、
質
疑

の
時
間
、
藤
原
与
一
先
生
は
、
さ
っ
と
挙
手
し
て
立
ち
あ
が
ら
れ
、
「
国
語
教

育
学
は
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
き
か
れ
た
。
そ
の
と
き
の

お
姿
が
い
つ
ま
で
も
鮮
明
に
浮
か
ん
で
く
る
。
先
生
は
、
不
抜
不
動
の
「
永
遠

性
を
持
っ
た
国
語
教
育
論
（
学
）
」
を
、
た
え
ず
目
ざ
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
わ
が
国
の
国
語
教
育
学
史
上
、
先
生
の
独
創
的
な
お
仕
事
は
不
滅
の
地
位

を
し
め
て
い
る
。

（
昭
和
4
6
年
1
1
月
2
9
口
稿
）

－
　
広
島
大
学
教
授
1
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