
国
　
語
　
教
　
育
　
力
　
の
　
育
　
成

－
　
「
模
擬
授
業
」
　
に
お
け
る
焦
点
化
を
中
心
に

は

　

じ

　

め

　

に

本
学
人
文
学
部
学
生
（
二
年
次
）
を
対
象
と
し
た
私
の
「
国
語
科
教
育
法
」

は
、
前
期
を
「
国
語
教
育
の
諸
問
題
」
と
し
、
後
期
は
、
そ
れ
を
受
け
て
の
「
模

擬
授
業
」
　
の
展
開
と
す
る
。
本
年
度
の
受
講
者
は
三
六
名
、
国
語
学
、
国
文
学
、

中
国
語
中
国
文
学
、
言
語
学
各
専
攻
生
の
一
部
、
選
択
者
た
ち
か
ら
在
る
。

中
で
、
前
期
の
講
義
体
系
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

柱
1

①
　
は
じ
め
に
　
き
く
こ
と
の
美
し
さ
を
求
め
て

⑲⑬（珍

加
　
藤
　
宏
　
文

模
擬
授
業
に
そ
な
え
て

注
2

教
材
開
発
と
模
擬
授
業
構
想

模
擬
授
業
構
想
の
反
省

受
け
て
、
後
期
は
、
専
攻
を
考
慮
し
た
五
～
七
名
ず
つ
の
六
つ
の
グ
ル
ー
プ

⑪⑲⑨⑧（カ⑥⑤④③（9

「
国
語
」
の
学
力
と
は
、
何
か
。

「
国
語
」
の
学
力
は
、
ど
の
よ
う
に
つ
い
て
い
く
の
か
。

注
2

「
表
現
」
と
「
理
解
」
と
を
統
合
す
る
。注

2

主
題
意
識
を
、
ど
う
深
化
・
拡
大
さ
せ
る
か
。

H
庄
2

教
材
を
開
発
す
る
。

発
問
を
輝
か
す
。

注
2

相
互
批
評
は
、
ど
ん
な
価
値
を
生
む
か
。

注
2

「
評
価
」
と
は
、
何
か
。

授
業
を
構
想
す
る
。

今
、
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

を
編
成
し
て
、
①
　
授
業
者
、
②
　
学
習
者
、
③
　
記
録
者
、
④
　
批
評
者
の
　
一

四
つ
の
役
割
り
を
、
全
体
で
二
ま
わ
り
す
る
。
こ
れ
が
、
自
ら
の
グ
ル
ー
プ
で
　
　
7
1

開
発
し
た
教
材
を
用
い
て
、
前
期
の
⑬
お
よ
び
⑲
で
の
構
想
と
そ
の
反
省
を
ふ
　
一

ま
え
て
の
、
五
〇
分
の
　
「
授
業
」
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
。

今
、
う
ち
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
、
二
ま
わ
り
目
の
「
授
業
」
を
実
践
し
終
え

た
。
こ
の
経
緯
の
中
で
、
私
は
、
次
の
三
つ
の
点
で
、
学
習
に
参
加
し
て
い
く
。

①
　
前
回
「
授
業
」
に
学
ん
だ
こ
と
を
、
私
の
開
発
教
材
を
重
ね
て
、
二
〇
分

「
授
業
」
に
ま
と
め
る
。

②
　
五
〇
分
の
「
授
業
」
の
問
題
点
を
具
体
的
に
と
ら
え
、
そ
れ
に
即
し
た
（
表

現
）
課
題
を
示
す
。

③
　
（
表
現
）
に
、
（
私
の
ひ
と
言
）
を
添
え
て
、
次
時
限
の
初
め
に
、
各
学
習

者
に
返
却
す
る
。

な
お
、
全
員
は
、
毎
時
、
結
び
の
一
五
分
で
、
さ
き
の
四
つ
の
役
割
り
に
即

し
た
所
定
の
用
紙
に
、
そ
の
立
場
か
ら
の
学
習
記
録
を
、
積
み
重
ね
て
い
く
。



こ
の
体
系
の
下
に
な
る
同
学
部
で
の
　
「
国
語
科
教
育
法
」
は
、
本
年
度
で
二

年
目
を
迎
え
、
い
く
つ
か
の
改
羊
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
眼
目
は
、
「
模
擬
授
業
」

に
お
け
る
「
焦
点
化
」
の
問
題
で
あ
り
続
け
た
。

私
は
、
「
学
習
指
導
」
の
過
程
に
、
①
　
汲
む
、
②
　
し
ぼ
る
、
③
　
つ
な
ぐ
、

・
－
∵
、
・

④
　
つ
く
る
l
・
1
．
1
・
l
の
四
つ
の
節
を
意
識
的
に
し
く
む
。
中
で
、
多
く
の
「
国
語
」

教
室
も
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
「
模
擬
授
業
」
に
お
け
る
「
学
習
指
導
」
が
、

ど
う
し
て
も
打
ち
破
れ
な
い
で
い
る
の
が
、
②
の
「
し
ぼ
る
」
、
す
な
わ
ち
、
「
焦

点
化
」
に
よ
る
深
化
へ
の
壁
で
あ
る
。

1

り

－

1

「
図
譜
科
教
育
法
」
の
使
命
は
、
「
国
語
教
育
力
の
育
成
」
に
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
学
習
指
導
」
過
程
が
、
右
の
意
味
で
の
「
極
値
点
化
」
を
突
破
口
に
し
て
、
③

・
④
へ
と
展
望
を
拓
く
こ
と
に
始
ま
る
。
現
今
の
「
国
語
」
教
室
は
、
指
導
者

に
厳
し
く
こ
の
　
「
力
」
を
要
請
し
て
い
る
。
「
模
擬
授
業
」
に
お
け
る
焦
点
化
を

中
心
に
、
こ
の
問
題
点
を
具
体
的
に
示
し
た
い
。

さ
て
、
「
模
擬
授
業
」
に
備
え
て
の
実
際
的
な
学
習
は
、
す
で
に
、
前
期
「
国

語
教
育
の
諸
問
題
」
の
第
六
回
「
教
材
を
開
発
す
る
」
で
、
小
さ
く
試
み
ら
れ

て
い
る
。
以
下
、
「
模
擬
授
業
」
の
担
い
手
と
し
て
、
そ
の
学
習
過
程
を
紹
介
す

る
B
姓
の
代
表
で
あ
る
A
さ
ん
と
B
さ
ん
と
は
、
そ
こ
で
、
「
教
材
開
発
」
の
試

み
を
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
学
習
は
、
拙
論
、
「
主
題
単
元
　
私

注
5

た
ち
に
と
っ
て
、
自
然
と
は
何
か
己
を
教
材
に
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

（
A
さ
ん
の
教
材
開
発
）

○
　
教
材
　
①
　
「
世
界
人
口
二
宝
〇
年
に
は
一
3
億
人
」
（
朝
日
新
聞
一
九
九
一

・
五
二
四
付
朝
刊
記
事
）
　
②
　
「
シ
カ
の
被
害
深
刻
」
　
（
同
）

○
　
主
題
意
識
　
全
て
の
生
物
は
、
捕
食
・
被
食
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、

人
間
は
、
自
然
を
、
人
間
の
住
み
や
す
い
よ
う
に
変
え
よ
う
と
し
て
、
こ
の

て
て

関
係
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
た
め
、
上
の
①
・
②
の
よ
う
な
問
題
が
お

7
マ

き
て
く
る
。
人
間
は
自
分
で
自
分
の
ク
ビ
を
し
め
る
こ
と
に
を
る
の
だ
。

（
B
さ
ん
の
教
材
開
発
）

○
　
教
材
　
レ
イ
チ
ェ
ル
＝
カ
ー
ソ
ン
著
・
青
樹
簗
一
訳
　
沈
黙
の
春
〓
新
潮

社
刊
）
中
、
「
一
、
明
日
の
た
め
の
寓
話
」
と
「
一
七
　
べ
つ
の
遺
」
の
一
部

○
　
主
題
意
識
　
①
　
寓
話
を
読
ん
で
自
然
が
沫
黙
し
て
し
ま
っ
た
理
由
　
②

化
学
薬
品
が
自
然
さ
ら
に
人
間
に
及
ぼ
す
影
響
　
③
　
カ
ー
ソ
ン
女
史
が
言

わ
れ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
。
　
－
　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
、
ま

と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
自
然
・
科
学
と
の
関
り
方
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
他
の
資
料
の
　
「
科
学
者
の
社
会
的
質
任
」

や
「
自
然
保
護
」
・
「
自
然
崩
壊
」
・
「
現
代
技
術
」
他
の
問
題
と
関
っ
て
く
る
。

こ
こ
に
は
、
学
習
の
中
で
共
通
の
主
題
と
し
て
確
認
を
し
た
「
私
た
ち
に
と

ユ
沌
5

っ
て
、
自
然
と
は
何
か
止
と
い
う
口
標
に
呼
応
し
て
、
か
き
立
て
ら
れ
た
二
人

の
学
習
者
の
主
題
意
識
が
、
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、
本
論
で
述
べ
る
「
焦

点
化
」
の
糸
口
が
あ
る
。

私
た
ち
は
、
「
国
語
科
教
育
」
　
に
お
け
る
指
導
者
と
し
て
、
一
つ
な
い
し
は
校

数
の
教
材
を
取
り
上
げ
る
か
ら
に
は
、
取
り
上
げ
る
こ
と
自
体
が
、
す
で
に
、

状
況
を
「
こ
と
ば
を
通
し
て
生
き
抜
こ
」
う
と
す
る
自
ら
の
主
題
意
識
の
求
心

力
に
拠
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
草
花
の
学
習
目
標
を
決
め
、
そ

れ
に
学
習
者
と
と
も
に
立
ち
向
か
う
こ
と
の
で
き
る
力
立
の
基
盤
が
、
あ
る
。

こ
れ
が
曖
昧
で
あ
っ
た
り
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
り
し

て
は
、
指
導
は
、
予
定
調
和
を
求
め
る
。

こ
こ
に
、
教
材
開
発
力
が
必
然
前
に
求
め
て
く
る
「
焦
点
化
」
の
第
一
が
あ

る
。
ち
な
み
に
、
A
さ
ん
は
、
二
つ
の
記
事
の
示
す
事
実
を
、
自
ら
の
主
題
意
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識
の
綾
を
な
す
「
自
分
で
自
分
の
宗
を
し
め
る
」
に
引
き
つ
け
て
い
る
。
ま

た
、
B
さ
ん
は
、
カ
ー
ソ
ン
女
史
の
追
究
の
方
法
や
構
造
に
、
そ
の
主
題
意
識

と
の
接
点
首
見
出
し
、
坤
え
て
、
学
習
の
r
I
I
で
主
題
に
ま
つ
わ
っ
て
学
び
取
っ

た
「
視
点
」
の
い
く
つ
か
と
を
統
合
す
る
努
力
を
見
せ
て
い
る
。
一
見
拡
散
に

見
え
る
こ
の
方
向
に
も
、
求
心
的
焦
古
画
化
が
軍
え
る
。

次
に
、
私
た
ち
は
、
前
型
学
習
「
国
語
教
育
の
諸
間
趨
」
の
評
価
の
観
点
に

立
っ
て
、
次
の
二
つ
の
課
越
に
応
え
、
前
期
末
の
「
試
験
」
に
甲
え
て
い
く
。

①
　
後
期
模
擬
授
業
に
そ
な
え
て
の
課
題

肘
　
主
題
文
の
決
定

②
　
と
り
あ
げ
た
教
材
二
つ
）
の
内
容
紹
介

用
　
と
り
あ
げ
た
理
由

州
　
化
憲
の
一
文
　
仙
　
理
由
の
説
明

㈱
　
授
業
の
構
想

仰
　
は
じ
め
　
恒
　
な
か
　
の
　
む
す
び

②
　
①
に
つ
い
て
の
（
私
の
ひ
と
註
（
加
藤
）
に
、
四
〇
〇
字
丁
度
で
、
具
体

的
に
答
え
る
。

F
l
I
で
、
A
さ
ん
・
B
さ
ん
は
、
こ
う
記
述
を
す
る
。

（
A
さ
ん
の
記
述
①
）

の
　
国
際
理
解
に
つ
い
て
考
え
る
。

物
　
教
材
の
出
典
　
宇
非
無
愁
百
本
人
の
笑
い
」
中
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス

マ
イ
ル
」
（
角
川
選
書
1
1
所
収
）
　
（
紹
介
内
容
略
。
）

㈲
　
仙
川
　
某
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
来
日
し
た
外
国
人
は
、
笑
う
べ
き
で
な
い

時
に
笑
う
日
本
人
の
無
気
味
な
微
笑
に
と
ま
ど
い
、
面
く
ら
い
、
時
に
は
腹

を
立
て
た
。
㈱
　
今
ま
で
何
の
疑
間
も
な
く
行
っ
て
き
た
仕
草
も
、
「
世
界
」

と
い
う
単
位
で
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
〝
あ
た
り
ま
え
″
の
こ
と
で
は
を
い
。

外
か
ら
日
本
を
見
る
の
に
、
こ
れ
を
考
え
る
の
は
必
要
な
こ
と
だ
。

て
マ

㈱
　
は
じ
め
　
読
む
（
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
）

▼

、

l

－
　
今
ま
で
の
体
験
に
も
と
づ
い
て
。

な
か
　
他
に
、
日
本
人
の
特
性
に
つ
い
て
考
え
る
。
一
今
ま
で
当
然
と
思
っ

て
い
た
こ
と
に
も
日
を
向
け
て
み
る
。
）
　
－
▼
そ
の
特
性
を
外
国
人
の
目
か
ら

マ
マ

と
し
て
見
つ
め
直
し
て
み
る
。
（
日
本
人
が
、
日
本
人
に
つ
い
て
捧
当
に
理
解

し
て
い
る
か
も
考
え
る
。
ま
た
、
逆
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
。
）

む
す
び
　
自
分
な
り
の
「
国
際
理
解
」
の
方
法
に
つ
い
て
、
考
え
、
意
見

を
述
べ
合
う
。

（
B
さ
ん
の
記
述
①
）

肘
　
国
際
理
解
に
つ
い
て
考
え
る
。

物
　
教
材
の
出
血
ハ
　
埠
曳
建
夫
「
異
文
化
へ
の
理
解
し
中
「
刀
文
化
と
理
解
」

（
東
京
大
学
血
版
会
刊
）

マ
マ

細
　
川
間
　
逆
に
も
し
、
私
た
ち
が
内
側
で
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
差
異
を
認
め
て

い
く
と
、
む
し
ろ
外
と
の
重
な
り
合
い
部
分
が
出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
仙

異
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の
か

が
、
公
間
講
座
な
の
で
、
わ
か
り
や
す
い
一
点
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

自
分
た
ち
の
異
文
化
理
解
に
対
す
る
認
識
を
改
め
さ
せ
ら
れ
る
部
分
も
多
く

あ
る
か
ら
。

㈱
　
は
じ
め
　
異
文
化
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る

か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
大
切
だ
と
言
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
を
考
え
る
。

な
か
　
仰
　
「
最
後
に
、
以
上
の
こ
と
を
文
化
理
解
と
い
う
点
で
ま
と
め

た
い
と
思
い
ま
す
止
と
し
て
船
虫
氏
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
簡
単
に
要
約

さ
せ
る
。
㈱
　
「
焦
点
の
一
文
」
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
を
考
え

さ
せ
る
。
H
　
船
曳
氏
が
、
文
化
相
対
主
義
に
対
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に
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つ
い
て
、
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ
、
発
表
さ
せ
る
。

マ
マ

む
す
び
　
異
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
、
今
後
、
自
分
は
　
（
日
本
は
）
ど

う
や
っ
て
い
く
べ
き
か
を
考
え
さ
せ
、
述
べ
さ
せ
る
。

さ
て
、
右
の
A
さ
ん
・
B
さ
ん
の
「
教
材
開
発
力
」
と
「
授
業
構
想
力
」
の

記
述
に
対
し
て
、
私
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の
よ
う
に
（
私
の
ひ
と
言
〉
を
記
述

し
、
両
人
は
、
ま
た
以
下
の
よ
う
に
、
ま
と
め
答
え
る
。

（
A
さ
ん
へ
の
私
の
ひ
と
言
）
　
こ
と
ば
の
学
習
と
し
て
の
「
国
語
」
と
し
て

は
、
「
仕
草
」
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
学
習
す
べ
き
で
す
か
。
た
と
え
ば
、
社

会
科
の
学
習
と
、
決
定
的
に
は
ど
う
導
フ
の
か
な
ど
の
視
点
で
説
明
し
な
さ

ヽ

J

O

（
A
さ
ん
の
四
〇
〇
字
表
現
）
　
確
か
に
「
国
語
」
は
こ
と
ば
の
学
習
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
口
に
「
こ
と
ば
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
音
声
と
し
て
口
か
ら

出
さ
れ
る
も
の
の
み
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
′
！
／
例
え
ば
、
人
と

人
と
が
会
話
す
る
と
き
に
使
わ
れ
る
も
の
は
音
声
や
文
字
ば
か
り
で
は
な
い
。

仕
草
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
仕
草
の
み
で
会
話
し
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
の
だ
。
こ
う
い
う
「
会
話
の
道
具
」
と
し
て
の
役
割
を
考
え
る
と
、

「
こ
と
ば
」
の
中
に
「
仕
草
」
は
含
ま
れ
る
。
又
は
逆
に
、
音
声
か
ら
成
る

「
こ
と
ば
」
も
「
仕
草
」
の
形
の
一
つ
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
！
／
こ
と
ば
に
各
回
共
通
の
部
分
と
、
そ
の
国
特
有
の
部
分

と
が
あ
る
よ
う
に
、
仕
草
に
も
他
団
と
変
わ
ら
な
い
部
分
と
、
こ
の
「
ジ
ャ

パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
」
の
よ
う
に
そ
の
国
特
有
の
部
分
と
が
あ
る
。
！
！
′

仕
草
を
こ
と
ば
と
分
離
し
て
単
な
る
民
族
的
行
動
と
と
ら
え
る
か
、
こ
と
ば

と
同
じ
よ
う
に
国
際
理
解
の
大
き
な
道
八
ハ
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
そ
れ
が
社

会
科
と
図
譜
の
学
習
方
法
の
違
い
に
結
び
つ
く
の
だ
。

（
B
さ
ん
へ
の
私
の
ひ
と
言
〉
　
中
学
生
か
甘
同
校
生
か
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に

は
、
あ
な
た
は
、
そ
の
学
習
者
た
ち
の
生
活
次
元
の
ど
の
よ
う
な
具
体
例
を

指
摘
し
ま
す
か
。
一
つ
挙
げ
て
説
明
し
な
さ
い
。

（
B
さ
ん
の
四
〇
〇
字
表
現
）
　
私
達
は
、
文
化
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、

と
か
く
自
国
と
他
国
を
比
較
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
と
い
う
の
は

国
単
位
の
み
で
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
き
つ
め
て
考
え
れ
ば
、
国
内
の

各
地
方
ご
と
、
地
域
ご
と
、
そ
し
て
家
庭
ご
と
に
も
存
推
す
る
の
だ
と
い
え

る
。
′
′
／
身
近
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
料
理
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
み
そ

汁
の
味
。
地
方
に
よ
っ
て
は
、
赤
だ
し
の
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
白
み
そ
も
あ

る
。
ま
た
地
方
だ
け
で
な
く
、
家
庭
に
お
い
て
の
み
そ
汁
で
さ
え
も
、
だ
し

の
と
り
方
一
つ
で
味
が
異
な
る
。
私
達
は
、
普
技
飲
ん
で
い
る
み
そ
汁
を
普

通
だ
と
考
え
が
ち
だ
が
、
実
際
に
は
何
挿
類
も
の
み
そ
汁
が
普
通
に
飲
ま
れ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
！
！
／
こ
の
よ
う
に
文
化
と
い
う
も

の
は
、
一
国
内
で
も
無
数
に
存
在
し
て
い
る
。
日
本
文
化
と
い
う
一
つ
の
文

化
を
想
定
す
る
と
内
側
の
差
異
が
な
く
な
り
、
外
と
の
差
は
大
き
く
な
る
が
、

内
側
で
様
々
な
文
化
の
差
異
を
認
め
て
い
く
と
、
外
側
と
の
共
通
性
は
増
し
、

外
側
の
文
化
に
対
す
る
考
え
も
変
わ
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
、
B
畦
の
二
人
に
よ
る
教
材
開
発
と
授
業
構
想
の
例
に
、
そ
の
　
「
焦
点

化
」
　
へ
の
前
提
を
見
た
。

二

さ
て
、
私
た
ち
の
「
国
語
科
教
育
は
」
は
、
右
の
準
備
段
階
を
経
て
、
後
期

か
ら
「
模
擬
授
業
」
に
入
る
。
そ
の
日
最
初
の
「
授
業
者
」
は
、
先
の
A
さ
ん
で

あ
る
。
A
さ
ん
は
、
す
で
に
自
ら
が
間
発
し
、
授
業
の
構
想
を
立
て
、
さ
ら
に

四
〇
〇
字
で
の
吟
味
を
も
経
た
主
緋
「
国
際
理
解
に
つ
い
て
考
え
る
止
を
目
標

に
し
て
、
宇
井
無
慾
の
「
日
本
人
の
笑
い
」
か
ら
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
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ル
」
の
一
節
を
教
材
と
し
て
、
あ
ら
ま
し
次
の
よ
う
に
授
業
を
展
開
す
る
。

は
じ
め
に
　
指
名
読
み
　
（
三
名
に
よ
る
分
担
）

①
　
導
入
の
た
め
の
例

㈲
　
「
す
み
ま
せ
ん
」
を
英
語
で
ど
う
言
う
か
。

物
　
日
本
語
に
は
、
ど
ん
な
「
雨
」
が
あ
る
か
。

②
　
問
題
提
起

（3）（2）（1）

異
文
化
間
の
文
化
の
違
い
は
、
統
一
す
べ
き
か
。
（
例
示
と
解
説
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
成
立
の
た
め
に
は
、
ま
ず
何
を
な
す
べ
き
か
。

知
る
こ
と
と
理
解
さ
せ
る
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。

お
わ
り
に
　
ま
と
め
と
説
明

ま
ず
、
指
導
者
A
さ
ん
は
、
す
ぐ
に
指
名
読
み
か
ら
入
っ
た
。
こ
こ
で
、

A
さ
ん
は
、
三
人
の
学
習
者
に
求
め
る
。
求
め
て
わ
い
て
、
A
さ
ん
は
、
読

み
の
間
に
、
次
の
よ
う
な
板
璃
L
l
に
専
念
し
て
い
く
。
し
か
も
、
そ
の
三
人
の

分
担
範
囲
は
、
ま
こ
と
に
形
式
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
学
習
者
と
指
導
者
と

は
、
分
離
し
て
し
ま
っ
て
、
と
り
わ
け
学
習
者
の
「
読
み
」
は
、
悪
意
に
任
さ

れ
て
、
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
。
指
導
者
に
は
、
き
く
心
が
特
に
求
め
ら

れ
る
。

○
　
指
名
読
み
の
間
の
板
書マ

マ

テ
ー
マ
　
国
際
理
解
　
（
比
較
文
化
）
　
に
つ
い
て
考
え
る
。

‖
　
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル

芥
川
龍
之
介
の
「
手
巾
」

一
1

物
　
「
顔
で
笑
っ
て
心
で
泣
い
た
」
演
技

日
本
人
は
、
笑
う
べ
き
で
な
い
と
き
に
笑
う
。
－
▼
不
可
解

〝
笑
い
″
は
、
”
武
器
″

こ
こ
に
は
、
指
導
者
の
み
の
主
題
意
識
に
よ
る
教
材
の
読
み
取
り
の
結
果
が
、

学
習
者
に
対
し
て
、
予
定
調
和
的
に
提
示
さ
れ
て
、
学
習
が
始
め
ら
れ
る
。
指

名
読
み
自
体
は
、
そ
こ
に
学
習
者
の
読
み
の
豊
か
さ
や
多
様
性
が
如
何
に
あ
ろ

う
と
も
、
無
視
さ
れ
る
。
学
習
の
　
「
植
一
点
化
」
は
、
こ
こ
か
ら
は
始
ま
ら
な
い
。

さ
て
、
A
さ
ん
は
、
二
つ
の
導
入
例
で
学
習
者
の
興
味
を
揺
さ
ぶ
っ
た
上
で
、

次
々
に
、
三
つ
の
問
題
提
起
を
し
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
で
あ
る
。

肘
　
で
は
、
異
文
化
間
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
る
場
合
、
統
一
す

べ
き
な
の
か
。
曖
昧
を
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
「
雨
」
だ
っ
た

ら
、
英
語
の
方
を
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
う
い
う
問
題
が
出

て
く
る
。

②
　
不
可
解
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
ち
ら
の
方
を
変
え
る
だ
け
で
い
い
の

か
。
逆
に
、
外
国
人
の
文
化
の
立
場
に
立
っ
て
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

で
は
、
異
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
考
え
る
場
合
、
独
自
性
を
尊

重
し
た
上
で
、
ま
ず
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
。

畑
　
相
手
の
こ
と
を
知
る
と
言
う
け
れ
ど
も
、
相
手
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
自
分
た
ち
の
文
化
を
捨
て
て
は
い
け
な
い
。

自
分
た
ち
の
文
化
を
理
解
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
価
値
内
容
と
し
て
は
、
見
事
に
「
焦
点
化
」
さ
れ
た
と
見

え
る
三
つ
の
段
階
も
、
学
習
方
法
、
形
態
、
と
り
わ
け
発
問
に
お
け
る
具
体
的

な
こ
と
ば
へ
の
「
焦
点
化
」
が
、
十
分
で
は
を
い
。
学
習
者
の
断
片
的
で
あ
っ

た
り
、
暗
に
は
散
発
的
で
あ
っ
た
り
す
る
反
応
が
、
結
果
と
し
て
、
「
汲
む
」
に

と
ど
ま
り
、
「
つ
な
い
」
だ
り
「
し
ぼ
っ
」
た
り
の
方
向
へ
は
、
向
か
わ
な
か
っ

た
。
学
習
活
動
を
活
性
化
さ
せ
つ
つ
、
「
焦
点
化
」
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
こ
で
、
私
は
、
事
後
、
受
講
者
全
員
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
間
を
し
て
、

「
焦
点
化
」
を
試
み
た
。
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○
　
今
日
の
指
導
者
の
A
さ
ん
は
、
「
導
入
の
た
め
の
例
物
」
の
と
こ
ろ
で
、
学

習
者
か
ら
「
冷
雨
」
・
「
五
月
雨
」
・
「
時
雨
」
な
ど
と
と
も
に
、
「
お
天
気
雨
」

と
い
う
答
え
が
出
た
と
き
、
笑
っ
て
、
無
視
し
、
「
長
雨
」
・
「
俄
雨
」
な
ど
を

自
ら
紹
介
し
、
英
語
で
の
「
雨
」
の
表
現
に
話
題
を
変
え
ま
し
た
。
さ
て
、

こ
の
A
さ
ん
の
「
笑
い
」
を
、
「
防
御
の
武
器
」
　
（
加
藤
注
。
教
材
の
キ
ー
・

ワ
ー
ド
）
と
い
う
こ
と
ば
を
必
ず
使
っ
て
、
異
文
化
圏
の
人
に
説
明
し
な
さ

ヽ

4

　

0

－
V中

で
、
ま
ず
、
当
の
A
さ
ん
は
、
こ
う
記
述
す
る
。

（
A
さ
ん
の
表
現
）
　
　
「
お
天
気
雨
」
と
い
う
言
葉
が
、
予
想
外
の
言
韮
で
あ

っ
た
の
で
、
と
ま
ど
っ
て
し
ま
い
、
自
分
の
中
で
、
”
と
ま
ど
い
〃
を
見
せ
て

は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
が
起
こ
り
、
そ
の
〝
と
ま
ど
い
″
を
か
く
す
手
段

⑧

　

　

－

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑦

1

－

－

－

「
防
御
の
武
器
」
で
の
笑
い
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。
決
し
て
言
葉
を
ば
か
に

促
、

い
う
こ
と
を
す
る
。
そ
の
あ
い
だ
に
、
考
え
を
整
理
す
る
と
い
う
こ
と
を
や

っ
て
の
け
る
。
ま
た
、
相
手
を
不
安
に
さ
せ
な
い
た
め
に
も
「
笑
う
」
の
で

し
て
笑
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（
私
の
ひ
と
言
）
　
私
が
こ
の
一
点
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
あ
な
た
の
弱
点
を

と
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、
み
ん
な
の
い
わ
ば
「
教
材
」
と
し
て
、
仮
に
提

起
の
材
料
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
あ
し
か
ら
ず
ね
。
′
′
／
④
は
、

確
か
に
そ
の
通
り
で
す
ね
。
し
か
し
、
教
室
の
中
で
、
ひ
と
り
の
学
習
者
が
、

精
一
杯
答
え
た
「
こ
と
ば
」
が
、
こ
の
よ
う
に
あ
し
ら
わ
れ
る
こ
と
の
意
味

を
、
学
習
者
の
視
点
に
立
っ
て
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
予
定
調
和
的
な
方

向
に
固
執
す
る
こ
と
は
、
一
人
の
学
習
者
を
切
り
す
て
る
こ
と
に
な
り
、
⑧

も
、
ま
た
成
立
し
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
同
じ
B
班
の
一
員
で
、
の
ち
に
二
回
り
目
の
　
「
模
擬
授
業
」
を
担
当

す
る
こ
と
に
な
る
B
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に
主
題
意
識
を
深
化
さ
せ
て
い
る
。

（
B
さ
ん
の
表
現
）
　
指
導
者
は
、
質
問
に
対
し
て
の
判
断
に
と
ま
ど
っ
た
の

で
あ
る
。
日
本
人
は
、
即
答
し
き
れ
な
い
と
き
、
笑
っ
て
問
を
も
た
せ
る
と

あ
る
。
笑
顔
は
、
l
相
手
へ
の
弊
戒
心
を
ゆ
る
め
さ
せ
る
と
日
本
人
は
考
え
る
。

！
／
こ
う
書
く
と
、
日
本
人
が
悪
人
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
で
は
な
い
。
相
手
に
敵
意
を
示
さ
な
い
こ
と
は
、
自
分
を
防
御
す
る
こ

と
で
あ
り
、
笑
い
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
「
防
御
の
武
器
」
で
あ
る
。

（
私
の
ひ
と
言
〉
　
④
が
、
国
語
教
室
の
場
で
、
ど
の
よ
う
な
結
果
を
生
ん
だ

こ
と
に
な
っ
た
か
を
、
省
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
学
習
者
は
、
と
り
わ
け
「
お

天
気
雨
」
の
発
言
者
は
、
ど
ん
な
思
い
に
香
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。
㊥
は
、

ど
の
よ
う
な
質
の
も
の
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
、
具
現
化
し
た
と
思
い
ま
す

か
。

こ
の
（
表
現
）
活
動
に
、
私
は
、
「
学
習
指
導
」
そ
の
も
の
の
反
省
と
重
ね
て
、

学
習
内
容
・
方
法
に
お
け
る
「
伯
…
点
化
」
の
あ
り
方
を
示
し
た
。
加
え
て
、
本

教
材
「
理
解
」
に
お
け
る
価
値
学
習
の
深
化
を
、
「
表
現
」
活
動
と
の
統
合
に
、

具
体
的
に
求
め
た
。

さ
て
、
こ
の
「
模
擬
授
業
」
全
体
は
、
受
講
者
前
　
記
録
者
　
物
　
学
習

者
　
刷
　
授
業
者
　
側
　
批
評
者
の
四
つ
の
役
割
り
別
）
に
は
、
①
　
問
題
点
、
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②
　
反
省
点
に
分
け
、
ど
う
と
ら
え
ら
れ
た
の
か
。

（
記
録
者
の
例
）
　
①
　
○
　
紙
・
黒
板
を
見
て
話
す
こ
と
が
多
い
。
（
質
問
・

準
言
を
聞
く
と
き
は
学
習
者
を
見
て
い
る
。
）
○
　
質
問
を
投
げ
か
け
て
も
、

マ
マ

漠
然
と
し
た
内
容
で
学
習
者
に
戸
惑
い
が
見
ら
れ
る
。
一
一
回
で
学
習
者
に
把

捉
で
き
な
い
。
何
度
も
学
習
者
か
ら
質
間
内
容
を
間
い
返
さ
れ
る
。
）

○
　
学
習
者
に
考
え
さ
せ
る
時
間
が
短
い
。
○
　
学
習
者
が
質
問
に
答
え
ら

れ
な
い
と
き
、
答
え
を
促
す
よ
う
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。
○
　
学
習
者
は
、

冷
静
に
授
業
内
容
を
理
解
し
、
質
問
を
す
る
と
い
う
積
極
的
な
姿
勢
が
見
ら



れ
る
。
②
　
記
録
と
批
評
が
あ
い
ま
い
に
な
り
、
私
情
の
入
っ
た
記
録
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
学
習
者
の
発
言
に
対
し
て
、
授
業
者
が
ど
の
よ
う
を
反

応
を
示
す
か
、
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
観
察
し
、
記
録
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

（
学
習
者
の
例
）
　
①
　
私
の
質
問
の
よ
う
に
「
知
る
」
ば
か
り
で
な
く
、
先

生
（
加
藤
注
、
A
さ
ん
）
　
の
言
う
よ
う
に
「
押
し
っ
け
」
に
な
る
の
で
は
な

マ

マ

°

°

く
、
和
互
理
解
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
相
手
に
自
分
の
文
化
を
理
解
し

て
も
ら
う
］
こ
と
を
先
生
が
板
書
し
て
く
れ
な
か
っ
た
の
で
、
認
め
て
く
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
、
悲
し
い
。
遺
徳
で
は
な
い
の
で
、
も
っ
と
教
材
に
密
着

し
た
授
業
を
す
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
。
②
　
自
分
の
意
見

マ
マ

を
、
手
を
挙
げ
て
発
表
す
る
の
は
、
す
ご
く
勇
気
が
い
る
事
だ
。

（
授
業
者
の
例
）
（
加
藤
注
、
B
班
の
C
さ
ん
）
①
　
発
表
の
段
階
で
、
つ
っ
こ

み
を
も
う
少
し
入
れ
た
発
言
を
す
る
つ
も
り
が
、
少
し
省
略
が
目
立
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
資
料
も
、
打
ち
合
わ
せ
の
段
階
ほ
ど
に
活
用
で
き
な
か
っ
た
部

分
も
あ
る
。
し
か
し
、
五
十
分
の
範
囲
で
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
充
分
に

マ
マ

言
え
て
い
た
様
に
感
じ
る
。
ま
と
め
方
も
思
っ
た
よ
り
も
す
っ
き
り
し
て
い

た
。
た
だ
、
最
後
の
つ
め
が
少
し
甘
か
っ
た
様
に
感
じ
る
。
一
番
最
後
の
段

落
で
出
す
べ
き
資
料
を
も
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
あ
や
ふ
や
な
ま
と

め
の
し
か
た
を
し
て
し
ま
っ
た
失
敗
が
あ
っ
た
。
言
い
た
い
こ
と
は
、
ほ
ぼ

8
0
％
は
達
成
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
②
　
も
し
私
が
教
壇
に
立
っ
て
い
た
ら
、

あ
ん
な
風
に
落
ち
着
い
て
言
え
な
か
っ
た
ろ
う
。
本
人
の
気
持
ち
を
考
え
る

と
、
そ
わ
そ
わ
し
て
し
ま
っ
た
。
A
さ
ん
に
は
、
本
当
に
よ
く
ま
と
め
て
も

ら
っ
た
と
感
謝
し
て
い
る
。

（
批
評
者
の
例
）
　
①
○
　
学
習
者
が
教
材
を
読
ん
で
い
る
途
中
か
ら
、
板
書

を
し
始
め
る
の
は
、
指
導
者
の
考
え
を
お
し
つ
け
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
は
、

学
習
者
が
教
材
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

○
　
板
書
は
て
い
ね
い
で
良
い
が
、
や
や
字
が
小
さ
い
。
ま
た
、
黄
‖
い
て
い

る
問
の
沈
黙
ぶ
な
く
、
授
業
の
流
れ
を
停
滞
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
○

教
材
が
上
手
く
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
問
題
提
起
の
材
料
に
は
な
っ

マ
マ
，

て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
終
わ
り
、
あ
と
は
、
指
導
者
が
自
分
の
思
想
を
説

マ
マ

↑
と
い
う
形
で
授
業
を
進
め
て
い
る
。
○
　
国
際
問
題
と
い
う
主
題
を
、
社

会
や
遺
徳
の
教
育
に
近
い
や
り
方
で
教
え
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
「
国
語
」

マ

マ

°

°

°

の
教
育
と
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
。
②
　
指
導
者
の
悪
い
点
を
見
つ
け
る
こ

と
ば
か
り
に
気
を
と
ら
れ
、
良
い
点
を
見
つ
け
る
こ
と
や
、
学
習
者
に
つ
い

て
批
評
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
。
授
業
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
ら
え
て
い

く
こ
と
に
気
を
つ
け
た
い
。

こ
こ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
受
講
者
が
、
自
ら
の
役
割
り
に
具
体
的
に
即
し
た
、

「
授
業
」
論
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
（
記
錨
者
の
例
）
は
、
発
問
の
あ
り
方
に
注
口
し
て
、
そ
の
内

容
や
タ
イ
ミ
ン
グ
が
、
も
っ
と
具
体
的
に
「
焦
点
化
」
さ
れ
な
け
れ
ば
掌
ら
な

い
こ
と
を
、
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
（
学
習
者
の
側
）
も
、
加
え
て
、
「
教
材

へ
の
密
着
」
と
い
う
点
で
、
学
習
内
容
の
「
焦
点
化
」
を
誘
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
（
授
業
者
の
側
）
は
、
事
前
に
討
議
を
重
ね
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
「
つ
っ

こ
み
」
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
「
言
い
た
か
っ
た
こ
と
」
の
表

出
に
、
目
標
が
罠
か
れ
て
い
て
、
惜
し
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
（
批
評
者
の
例
）
は
、

細
や
か
な
指
摘
に
加
え
て
、
「
問
題
提
起
」
が
「
説
く
」
こ
と
で
も
っ
て
ま
と
め

ら
れ
た
こ
と
の
残
念
さ
を
、
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
一
回
目
の
「
実
践
」
は
、
私
た
ち
に
、
「
国
語
」
の
学
習
指

導
が
、
と
り
わ
け
て
「
焦
点
化
」
を
中
心
に
し
て
、
ど
う
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
を
、
具
体
的
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
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三

さ
て
、
B
斑
で
は
、
巡
っ
て
き
た
軍
l
一
回
目
の
「
授
業
者
」
役
に
、
代
表
と

し
て
、
B
さ
ん
を
当
て
る
こ
と
に
決
め
た
。
珪
内
で
の
討
議
を
受
け
て
、
B
さ

ん
は
、
周
密
な
「
学
習
指
導
案
」
を
、
こ
う
立
て
る
。

①
　
教
材
　
山
　
芋
非
無
愁
F
日
本
人
の
笑
い
」
中
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ

イ
ル
」
（
第
一
回
に
同
じ
。
）
物
　
同
書
中
「
笑
い
の
夜
明
け
」

②
　
教
材
親
　
日
本
の
文
化
、
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
が
、
外
国
人
に
と

っ
て
不
可
解
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
対
す
る
認
識
の
仕
方
が
違
う
か
ら
で
あ

る
。
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
ィ
ル
と
は
何
な
の
か
、
外
国
人
は
、
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
い
る
の
か
を
読
み
と
る
こ
と
に
よ
り
、
認
識
の
ず
れ
の
存
在
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
的
理
解
の
た
め
に
は
、
そ
の
ず
れ
の
存
在
を
知
る

こ
と
自
体
が
、
ま
ず
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
文
化
の
独
自

性
を
認
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
う
。

③
　
指
導
目
標
　
の
　
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
の
意
味
と
外
国
人
の
捉
え

方
を
読
み
取
る
。
物
　
自
分
た
ち
の
文
化
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
。

④
　
指
導
計
画
　
の
　
ジ
ャ
バ
二
㌧
ス
・
ス
マ
イ
ル
に
対
す
る
外
国
人
の
考
え

と
、
「
防
御
の
武
間
空
と
し
て
の
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
の
意
味
を
読
み

甲
ら
せ
る
。
畑
　
学
ん
だ
こ
と
が
国
際
理
解
に
ど
う
結
び
つ
く
か
を
考
え
さ

せ
る
。

（
本
時
の
目
標
と
指
導
計
画
）

①
　
目
標
　
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
の
意
味
と
、
外
国
人
の
捉
え
方
を
読

み
取
る
。

②
　
は
じ
め
　
本
時
の
学
習
目
標
を
明
ら
か
に
す
る
。

国
際
理
解
の
た
め
に
は
、
文
化
の
独
自
性
を
認
め
、
自
分
た
ち
の
文
化
を

知
る
必
要
が
あ
る
。
本
時
は
、
外
国
人
に
と
っ
て
、
不
可
解
な
ジ
ャ
パ
ニ
ー

ズ
・
ス
マ
イ
ル
に
つ
い
て
学
習
す
る
。

な
か
　
本
文
を
通
読
す
る
。
〔
一
段
落
〕
「
手
巾
」
を
通
し
て
の
外
国
人
の
．

疑
問
を
知
る
。
〔
二
段
落
〕
事
大
の
場
合
の
外
人
の
解
釈
と
、
筆
者
の
考
え
を

読
む
。
〔
三
段
邑
「
防
御
の
武
器
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
読
み
と
る
。

な
ぜ
日
本
人
は
笑
う
べ
き
で
な
い
と
き
に
笑
う
の
か
を
理
解
す
る
。
〔
四
段
落
〕

本
文
の
ま
と
め

学
習
者
に
音
読
さ
せ
る
。
そ
の
際
、
キ
ー
・
ワ
ー
ド
や
大
切
だ
と
思
う
と

こ
ろ
に
線
を
引
か
せ
る
。
四
没
落
に
分
け
る
。
○
教
授
の
「
奇
異
な
思
い
」

に
当
た
る
箇
所
を
読
み
取
ら
せ
る
。
O
「
手
巾
」
に
お
け
る
教
授
・
母
親
に

当
た
る
の
は
何
か
を
読
み
と
ら
せ
る
。
外
国
人
と
教
授
、
日
本
人
と
母
親
を

照
ら
し
合
わ
せ
る
。
○
外
人
の
解
釈
に
対
し
て
、
筆
者
は
ど
う
述
べ
て
い
る

マ
マ

か
、
他
の
例
を
抜
き
出
さ
せ
る
。
○
柳
田
国
男
の
論
（
「
笑
い
の
夜
明
け
」
よ

り
）
　
の
説
明
を
す
る
。
「
防
御
の
武
至
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
る
。
○
笑
顔
の

理
由
を
簡
潔
に
ま
と
め
さ
せ
る
。
O
「
古
代
感
覚
が
と
ま
ど
い
な
が
ら
衷
情

マ
マ

に
現
わ
れ
て
く
る
」
の
説
明
を
さ
せ
る
。

む
す
び
　
相
手
の
文
化
が
、
奇
妙
・
不
可
解
に
見
え
る
の
に
は
、
ど
こ
か

に
認
識
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
文
化
の
独
自
性
、

国
際
理
解
に
対
し
て
、
ど
う
結
び
つ
く
か
考
え
る
。

外
国
人
に
と
っ
て
奇
妙
に
見
え
る
日
本
の
文
化
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
ジ

ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
を
勉
強
し
て
み
て
の
感
想
を
述
べ
さ
せ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
計
両
」
を
踏
ま
え
て
、
B
さ
ん
の
「
模
擬
授
業
」
に
む
け
る

角
々
で
の
具
体
的
発
問
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

①
　
私
た
ち
は
、
「
笑
う
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
ど
う
い
う
状
況
を

思
い
ま
す
か
。
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②
　
こ
の
文
章
は
、
外
国
人
に
と
っ
て
、
笑
う
べ
き
で
な
い
と
思
わ
れ
る
不
可

解
な
笑
い
を
紹
介
し
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
を
使
っ
た
経
験
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。

③
　
今
出
し
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
経
験
を
頭
に
置
い
て
、
読
ん
で
み
て
く
だ
さ

、1　0
し

④
　
芥
川
龍
之
介
の
　
r
手
巾
」
の
あ
る
大
学
教
授
は
、
一
般
的
な
日
本
人
だ
と

さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
、
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

⑤
　
で
は
、
教
授
と
母
親
と
は
、
あ
と
の
例
の
誰
と
誰
と
に
当
た
り
ま
す
か
。

⑥
　
こ
の
車
夫
の
行
動
に
対
し
て
、
外
国
人
の
行
動
は
、
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
か
。

⑦
　
「
防
御
の
武
器
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
と
㌫
か
れ
て
い
ま
す

か
。

⑧
　
「
防
御
の
武
器
」
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
か
。

⑨
　
「
死
や
困
難
や
苦
痛
や
失
敗
や
悲
嘆
に
正
面
し
た
日
本
人
が
、
笑
う
べ
か

ら
ざ
る
時
に
笑
顔
を
つ
く
る
理
由
」
は
、
ま
と
め
る
と
何
の
た
め
と
い
え
ま

す
か
。
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
押
さ
え
て
、
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。

⑲
　
「
笑
わ
れ
た
の
は
外
人
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
誤
解
し
た
の
で
あ
る
止
の

「
誤
解
」
と
い
う
の
は
、
何
で
す
か
。
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

⑪
　
日
揖
後
に
、
「
こ
の
古
代
感
覚
が
と
ま
ど
い
な
が
ら
表
情
に
現
わ
れ
て
く
る
」

を
、
「
と
ま
ど
い
な
が
ら
」
に
注
意
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
か
、
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

⑫
　
で
は
、
最
初
に
も
ど
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
笑
い
」
を
、
外
国
人
に
ど
の

よ
う
に
説
明
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

右
の
よ
う
に
発
問
を
重
ね
、
「
防
御
の
武
器
」
へ
と
亜
一
点
化
を
試
み
て
い
っ
た

B
さ
ん
は
、
「
授
業
」
の
結
び
に
、
次
の
よ
う
に
学
習
を
ま
と
め
て
い
る
。

○
　
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
の
文
化
に
も
そ
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
の
で
す
ね
。

こ
れ
か
ら
、
今
ま
で
あ
た
り
ま
え
と
思
っ
て
き
た
文
化
に
も
、
気
を
と
め
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

右
の
B
さ
ん
の
着
実
な
「
授
業
」
展
開
に
き
き
ひ
た
っ
た
私
は
、
そ
の
直
後
、

全
受
講
者
に
一
層
の
「
魚
点
化
」
を
求
め
、
（
表
現
）
活
動
へ
と
墜
つ
。

（
表
現
）
　
　
「
つ
つ
し
み
深
い
無
声
の
笑
い
」
と
「
と
ま
ど
い
な
が
ら
の
無
声

の
笑
い
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。

中
で
、
指
導
者
で
あ
っ
た
B
さ
ん
は
、
記
述
す
る
。

（
B
さ
ん
の
表
現
）
　
つ
つ
し
み
ぶ
か
く
巨
ド
l
他
人
の
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、

抑
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
て
、
廿
定
的
な
意
味
合
い
で
な
さ
れ
る
笑
い
。

マ
マ

と
ま
ど
い
な
が
ら
1
－
－
を
ぜ
そ
の
よ
う
な
笑
い
を
し
て
し
ま
う
の
か
、
よ
く

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
無
意
識
に
、
本
能
的
に
出
て
く
る
笑
い
。

（
私
の
ひ
と
言
）
　
後
者
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
成
立
し
難
い
の
と
同
様
に
、
④

と
い
う
前
者
の
判
断
も
、
ま
た
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
、
雉
し
い
で
す
よ
ね
。

い
わ
ゆ
る
、
女
性
に
求
め
ら
れ
て
き
た
「
美
徳
」
が
、
国
際
性
を
持
つ
か
ど

う
か
、
後
者
と
と
も
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、
C
さ
ん
は
、
こ
う
記
述
す
る
。

（
C
さ
ん
の
表
現
）
　
北
日
は
、
声
を
あ
げ
て
笑
う
の
は
下
品
だ
と
思
わ
れ
て
い

マ
マ

た
。
（
女
性
）
　
そ
れ
が
い
つ
ま
で
根
強
く
残
っ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

控
え
め
で
、
家
庭
を
賢
く
守
っ
て
い
く
よ
う
な
女
性
を
「
日
本
女
性
の
鑑
」

だ
と
呼
ぶ
の
な
こ
ら
、
つ
つ
し
み
深
い
無
声
の
笑
い
は
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
も

の
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
控
え
め
な
態
度
に
好
感
を
持
っ
て
、
柳
田
国
男
さ

ん
も
受
け
と
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
一
方
で
、
途
惑
い
な
が
ら
の
無
声

の
笑
い
は
、
控
え
目
だ
と
か
抑
え
る
心
と
か
言
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
を

そ
の
笑
い
の
雰
囲
気
で
流
し
て
し
ま
い
た
い
の
だ
と
か
、
笑
い
を
は
っ
き
り
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さ
せ
た
く
な
い
逃
げ
だ
と
か
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
∴
ン
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う

乍
∴
－
－
－
－
－

よ
う
に
思
う
。
意
外
に
、
日
本
と
い
う
の
は
あ
い
ま
い
で
世
の
中
が
成
り
立

っ
て
し
ま
う
国
な
の
で
、
国
内
で
は
そ
れ
で
許
さ
れ
る
が
、
や
は
り
国
際
社

会
の
中
で
は
、
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

（
私
の
ひ
と
言
）
　
前
者
の
い
わ
ゆ
る
「
美
徳
」
も
、
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
で

は
あ
り
え
ま
せ
ん
よ
ね
。
④
の
土
壌
を
独
自
性
と
見
る
か
、
後
進
性
と
み
る

か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
も
、
二
者
択
一
を
拒
み
ま
す
よ
ね
。

こ
の
B
さ
ん
の
「
授
業
」
に
対
し
て
、
各
役
割
り
か
ら
の
「
問
題
点
」
の
指

摘
の
多
く
は
、
本
文
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
、
押
声
っ

け
に
な
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
他
の
教
材
を
開
発
し
て
、
身
の
回

り
の
「
笑
い
」
に
関
心
を
拡
大
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
、
指
摘
な
ど
で
あ
る
。

私
は
、
B
さ
ん
の
「
授
業
」
が
「
国
語
」
の
そ
れ
で
あ
る
た
め
に
は
、
例
え

ば
、
（
C
さ
ん
の
表
現
）
を
教
材
に
し
、
「
控
え
る
」
「
逃
げ
る
」
を
両
極
に
、
本

文
に
こ
そ
む
し
ろ
立
ち
返
っ
て
、
「
防
御
の
武
器
」
と
い
う
宇
井
無
愁
氏
の
指
摘

の
妥
当
性
を
、
い
っ
そ
う
「
植
…
点
化
」
し
て
学
習
者
と
と
も
に
吟
味
し
た
い
。

四

そ
こ
で
、
私
は
、
次
回
C
班
の
　
「
授
業
」
　
に
先
立
つ
二
〇
分
で
、
「
焦
点
化
」

の
実
際
を
念
頭
に
「
授
業
」
を
構
想
し
、
次
の
よ
う
な
実
践
を
提
示
し
た
。

○
　
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
は
、
国
際
社
会
に
生
き
る
か
。

は
じ
め
に
　
（
表
現
9
）
か
ら
（
先
の
C
さ
ん
の
（
表
現
）
）
　
－
　
二
つ
の
曖

昧
　
旧
　
控
え
る
　
物
　
逃
げ
る

①
　
手
巾
を
「
に
ぎ
り
し
め
る
」
と
「
に
ぎ
り
つ
ぶ
す
」
　
－
　
二
つ
の
違
い
を

説
明
し
て
み
よ
う
。

②
　
動
詞
読
み
　
「
つ
く
る
」
「
ご
ま
か
す
」
「
つ
つ
し
む
」
「
抑
え
る
」
「
防
御

す
る
」
「
し
の
ぶ
」
「
そ
ぐ
」
「
批
抗
す
る
」
を
、
分
類
し
て
み
よ
う
。

③
　
「
卑
屈
」
で
あ
る
こ
と
と
「
と
ま
ど
う
」
こ
と
、
「
そ
ぐ
」
と
「
抵
抗
す
る
」

は
、
ど
こ
が
導
っ
か
。

④
　
「
津
沌
」
の
価
値
を
再
評
価
す
る
。

お
わ
り
に
　
動
詞
と
文
化
の
独
自
性

右
の
二
〇
分
「
授
業
」
を
通
し
て
、
私
が
第
一
に
　
「
伯
…
古
榊
化
」
を
喚
起
し
よ

う
と
し
た
の
は
、
主
題
文
そ
の
も
の
で
あ
る
。
A
さ
ん
や
B
さ
ん
や
が
、
「
国
際

理
解
に
つ
い
て
考
え
る
止
と
し
た
の
を
、
私
は
、
右
の
よ
う
に
「
撫
点
化
」
し

た
。
「
に
つ
い
て
考
え
る
」
ほ
ど
、
漠
と
し
た
目
標
は
な
い
。
‖
パ
体
的
な
方
向
に

問
い
つ
め
、
状
況
に
生
き
る
者
と
し
て
の
責
任
あ
る
解
答
を
、
お
互
い
に
揺
さ

ぶ
り
紡
ぎ
出
し
た
い
。

そ
の
上
で
、
私
は
、
「
は
じ
め
に
」
、
先
の
C
さ
ん
の
　
（
表
現
）
を
朗
読
紹
介

し
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
動
詞
化
し
て
、
比
較
す
る

こ
と
を
求
め
た
。
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
を
、
「
控
え
る
」
か
　
「
逃
げ
る
」

か
で
吟
味
す
る
こ
と
が
、
す
で
に
、
「
生
き
る
か
」
　
の
目
標
へ
と
、
具
体
的
に
一

歩
誘
い
込
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
A
さ
ん
や
C
さ
ん
が
、

そ
の
「
導
入
」
に
お
い
て
、
工
夫
の
割
に
は
目
標
を
失
っ
た
こ
と
と
の
違
い
が

あ
り
、
受
講
者
に
対
し
て
説
得
力
を
持
つ
と
見
た
。

次
に
、
「
教
材
」
を
引
き
す
え
る
。
A
さ
ん
や
B
さ
ん
は
、
他
の
「
指
導
者
」

同
様
に
、
段
落
を
一
つ
一
つ
並
列
の
関
係
に
し
て
追
っ
て
い
っ
た
。
私
は
、
ま

ず
、
筆
者
が
∩
目
頭
に
紹
介
す
る
芥
川
龍
之
介
の
　
『
手
巾
』
　
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
そ
の

も
の
の
中
に
、
筆
者
込
め
る
と
こ
ろ
の
主
題
意
識
を
み
て
と
る
方
法
を
工
夫
す

る
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
の
「
母
」
は
、
「
手
巾
」
を
「
に
ぎ
り
し
め
」
た
。
こ
れ

を
、
「
に
ぎ
り
つ
ぶ
す
」
と
比
較
す
る
。
袖
合
の
原
理
を
押
さ
え
た
上
で
、
「
し

め
る
」
と
「
つ
ぶ
す
」
が
表
現
す
る
そ
の
動
作
の
主
体
と
そ
の
「
手
」
中
に
あ
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る
も
の
と
の
関
り
は
、
全
く
相
違
す
る
様
相
を
呈
し
て
く
る
こ
と
に
範
づ
く
。

こ
こ
に
も
、
比
模
す
る
こ
と
に
よ
る
「
に
ぎ
り
し
め
る
」
へ
の
「
焦
古
州
化
」
が
、

具
体
的
に
工
夫
さ
れ
る
。

こ
の
冒
頭
の
学
習
で
、
こ
の
教
材
が
、
動
詞
型
の
文
体
に
支
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
見
通
す
。
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ
イ
ル
を
説
明
す
る
に
つ
い
て
、
筆
者

は
、
先
の
②
で
示
し
た
動
詞
を
、
－
言
い
換
え
言
い
換
え
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
、

ど
の
よ
う
に
分
類
す
る
か
。
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
防
御
の
武
器
」
か
ら
「
防

御
す
る
」
を
引
き
出
し
、
こ
れ
を
規
準
に
す
る
と
、
他
の
動
詞
は
、
ジ
ャ
バ
二

㌧
ス
・
ス
マ
イ
ル
の
価
値
を
云
々
す
る
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら

れ
る
か
。
分
類
に
よ
る
「
仕
一
l
・
点
化
」
を
求
め
る
。

A
群
＝
「
そ
ぐ
」
－
「
つ
つ
し
む
」
「
抑
え
る
」
「
し
の
ぶ
」

B
群
＝
「
抵
抗
す
る
」
－
「
ご
ま
か
す
」
「
つ
く
る
」

こ
の
よ
う
に
、
「
防
御
す
る
」
に
隣
接
す
る
語
彙
（
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ス
マ

イ
ル
は
、
国
際
社
会
に
生
き
る
か
］
な
る
主
題
の
下
に
「
彙
」
を
な
す
動
詞
群

で
あ
る
。
）
を
二
つ
に
分
け
る
。
す
る
と
、
柳
田
国
男
言
う
「
攻
撃
の
武
器
」
の

効
用
も
、
「
笑
い
」
に
わ
い
て
は
、
二
つ
の
方
向
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
見
え
て

く
る
。
A
は
、
い
わ
ば
、
「
負
け
て
勝
つ
」
的
な
「
武
器
」
で
あ
り
、
B
は
、
「
正

攻
法
」
的
な
「
武
器
」
で
あ
る
。
③
に
お
け
る
比
校
も
、
ま
た
、
「
笑
い
」
の
口

本
に
お
け
る
伝
統
を
、
正
当
に
分
析
す
る
た
め
の
、
具
体
的
な
「
植
…
古
州
化
」
の

例
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
私
は
、
A
群
・
B
群
の
分
類
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
「
防
御
」

に
際
し
て
の
二
つ
の
価
債
観
を
、
確
か
め
深
め
る
た
め
に
、
荘
子
言
う
「
渾
沌
」

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
、
「
動
詞
と
文
化
の
独
自
性
」
評
価
の
問
題
へ
と
並
‖

道
化
を
試
み
る
。

B
班
の
設
定
し
た
主
題
は
、
「
国
際
埋
解
に
つ
い
て
考
え
る
止
で
あ
っ
た
。
私

が
、
B
靴
の
二
回
に
わ
た
る
「
模
振
授
業
」
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
は
、
す
べ

て
「
焦
点
化
」
の
必
要
性
に
こ
う
集
約
さ
れ
る
。

①
　
開
発
す
る
前
提
と
し
て
、
従
っ
て
間
発
し
た
教
材
に
、
ど
の
よ
う
な
※
題

意
識
で
対
時
で
き
て
い
る
か
。
指
帝
者
と
し
て
、
そ
の
「
意
識
」
の
「
仕
損
」

を
、
鋭
く
主
題
文
と
し
て
表
現
し
切
る
。

②
　
前
単
元
や
前
時
限
の
到
達
古
画
が
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
「
焦
点
」

を
型
ら
か
に
し
、
学
習
者
の
具
体
的
な
（
表
現
）
活
動
の
成
果
の
「
魚
点
」

と
の
統
合
を
は
か
っ
て
、
学
習
の
入
り
口
と
す
る
。

③
　
②
を
前
提
に
し
て
、
本
時
の
学
習
の
「
理
解
」
お
よ
び
「
表
現
」
活
動
の

「
焦
点
」
を
、
教
材
本
文
の
ど
の
「
文
」
あ
る
い
は
「
語
」
と
の
関
り
に
見

す
え
る
の
か
、
教
材
の
構
造
を
型
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
仙
個
点
」

を

も

絞

り

込

む

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

④
　
本
時
の
教
材
の
H
目
頭
・
余
日
き
出
し
部
分
に
、
作
者
の
主
題
意
識
の
構
造
化
　
8
1

（
文
章
化
）
の
源
泉
を
見
て
取
り
、
そ
の
「
化
石
」
と
な
る
語
に
つ
い
て
ま
　
一

ず
は
、
徹
底
し
た
価
値
学
習
を
試
み
て
お
く
。

⑤
　
④
は
、
ど
の
よ
う
な
文
あ
る
い
は
譜
と
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
経
て
、

文
章
全
体
の
構
造
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
「
雄
…
点
」
に
到
達
し
て
い
る
か
、

構
造
を
で
き
る
限
り
「
語
」
に
お
い
て
整
理
す
る
。

⑥
　
「
理
解
」
を
碓
か
め
る
た
め
の
「
表
現
」
、
「
理
解
」
を
深
め
る
た
め
の
「
表

現
」
活
動
の
い
ず
れ
を
も
、
几
ハ
体
的
な
「
語
」
と
の
関
り
に
む
い
て
求
め
、

ま
た
、
学
習
者
の
「
表
現
」
に
も
、
そ
の
「
焦
点
」
と
な
る
「
語
」
を
鋭
く

発
見
し
て
い
く
。

⑦
　
以
上
の
学
習
活
動
を
通
し
て
型
ら
か
に
な
っ
た
各
段
階
や
次
元
で
の
「
語
」

り
托
じ

を
、
「
彙
」
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
、
そ
の
「
彙
」
の
枝
と
な
る
べ
き
「
語
」

を
、
学
習
者
・
教
材
・
指
導
者
の
動
態
と
し
て
の
主
題
意
識
の
接
点
に
求
め
、



確
定
す
る
。

⑧
　
無
茶
語
や
対
義
語
（
教
材
中
の
そ
れ
ら
を
優
先
す
る
。
）
と
の
比
較
や
対
照

の
中
で
、
核
と
し
た
「
語
」
の
価
値
と
し
て
の
意
味
に
習
熟
す
る
。

「
焦
点
化
」
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
と
ば
を
通
し
て
の
学
習
を
、
価
値

と
し
て
豊
か
に
し
て
い
く
。

お
　
わ
　
り
　
に

「
国
語
科
教
育
法
」
の
目
的
は
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
、
「
国
語
教
育
力
の
育
成
」

に
帰
結
す
る
。
人
文
学
部
の
二
年
次
は
、
教
養
課
程
と
専
門
課
程
と
の
狭
間
に

あ
っ
て
、
「
国
語
科
教
育
」
の
基
礎
と
も
な
る
べ
き
国
語
学
・
国
文
学
・
中
国
語

学
・
中
国
文
学
等
の
学
習
は
、
同
時
に
出
発
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

専
門
課
程
で
の
学
習
に
お
い
て
、
教
育
実
習
に
直
面
す
る
ま
で
に
習
得
を
求
め

ら
れ
て
い
る
の
は
、
二
年
時
の
こ
の
　
「
国
語
科
教
育
法
」
　
の
み
で
あ
る
。

私
は
、
前
期
後
納
通
年
に
亘
る
こ
の
指
導
の
任
務
を
二
つ
に
分
け
、
前
期
の

「
国
語
教
育
の
諸
間
題
」
で
は
理
論
や
理
念
に
つ
い
て
の
演
習
を
深
め
、
後
期

の
「
模
擬
授
業
」
で
、
そ
の
実
の
場
に
お
け
る
有
効
性
を
碓
か
め
る
方
法
を
取

っ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
後
者
の
過
程
で
、
学
習
者
た
ち
の
と
ま
ど
い
の
中
心
に
、

「
焦
点
化
」
の
力
が
、
各
所
に
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に
発
す
る
。

前
期
に
お
け
る
、
た
と
え
ば
、
「
「
国
語
し
の
学
力
と
は
、
何
か
己
な
ど
が
、
観

念
止
ま
り
の
域
を
出
な
い
と
見
た
か
ら
で
も
あ
る
。

未
来
の
指
導
者
た
ち
は
、
自
ら
の
主
題
意
識
の
も
と
に
、
予
定
調
和
的
に
確

か
め
た
と
思
っ
て
い
る
目
標
に
、
学
習
者
を
ど
う
引
き
込
む
か
に
懸
命
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
た
だ
に
、
わ
が
「
模
擬
授
業
」
の
場
に
限
る
も
の
で
は
な
い
。
各
地

で
日
々
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
「
同
語
」
教
室
の
実
の
場
で
の
先
達
の
学

習
指
導
も
が
、
残
念
な
が
ら
同
所
日
の
域
で
空
転
し
て
は
い
な
い
か
。
私
た
ち
は
、

確
聞
た
る
主
題
意
識
の
も
と
に
、
教
材
と
学
習
者
と
を
動
態
と
し
て
把
握
し
っ

つ
、
学
習
の
各
過
程
を
「
焦
点
化
」
で
き
る
か
。

「
伯
一
点
化
」
は
、
終
に
は
、
文
章
に
生
き
文
に
生
き
る
中
核
の
「
語
」
に
食

い
入
る
力
を
求
め
る
。
私
は
、
自
ら
の
「
国
語
」
教
室
の
深
化
を
求
め
て
、
毎

時
、
一
つ
の
「
語
」
の
価
値
と
し
て
の
習
熟
首
、
究
極
の
ね
ら
い
と
す
る
。
こ

の
一
語
を
し
か
と
つ
か
み
得
た
な
ら
ば
、
こ
の
時
机
の
学
習
は
、
技
に
充
実
し

た
も
の
と
し
て
、
「
こ
と
ば
を
適
し
て
生
き
ぬ
く
力
」
に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
一

語
の
「
往
古
州
化
」
が
、
随
時
に
果
た
せ
る
力
星
を
、
未
来
の
「
同
語
」
指
導
者

に
、
「
国
語
教
育
力
」
と
し
て
育
成
し
続
け
た
い
。
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