
「
盲
典
」
は
、
「
国
語
I
」
の
中
に
、
ど
う
「
総
合
」
さ
れ
た
か

加
　
　
藤
　
　
宏
　
　
文

は
　
じ
　
め
　
に

「
国
語
I
」
が
'
出
発
し
た
。
「
教
室
」
に
は
'
主
体
的
な
創
意
工
夫
が
'
ひ

と
き
わ
求
め
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
広
が
っ
て
い
る
の
は
t
と
ま

ど
い
で
あ
る
。
こ
と
は
'
「
総
合
」
の
意
義
に
こ
そ
あ
る
.

か
つ
て
'
1
九
六
二
年
、
高
橋
和
夫
氏
は
、
「
現
代
国
語
」
・
「
古
典
」
の
出
発

に
あ
た
っ
て
'
時
の
「
と
ま
ど
い
」
の
本
質
を
'
鋭
-
指
摘
さ
れ
た
。
(
注
l
)

そ
こ
で
の
「
現
代
国
語
」
の
去
就
の
論
は
'
今
や
、
「
古
典
」
の
そ
れ
に
処
を

変
え
た
と
言
う
べ
き
か
。

わ
た
し
は
'
「
出
光
」
に
先
立
ち
'
右
の
見
解
を
ふ
ま
え
て
'
主
題
に
よ
る

「
統
合
」
を
唱
え
た
。
(
注
2
)
　
「
現
代
国
語
」
・
「
古
拙
ハ
」
は
'
「
国
語
」
と
し
て
'

そ
う
「
総
合
」
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
「
出
発
」
に
あ
た
り
'
「
創
意
工
夫
」

の
礎
を
'
み
す
え
た
-
思
う
。

以
下
は
'
ア
ソ
ケ
-
ト
の
結
果
を
中
心
に
し
た
考
で
あ
る
。
対
象
は
'
1
九

八
二
年
度
第
1
学
期
末
、
大
阪
府
立
高
校
普
通
科
国
語
担
当
者
、
各
校
1
名

(
田
地
代
任
恵
に
三
〇
名
宛
)
　
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
総
合
」
観
に
'
教
え

ら
れ
'
実
践
の
粒
と
し
た
い
。
・

r
　
「
国
語
工
」
の
性
格
と
「
古
典
」

「
国
語
工
」
に
は
'
三
つ
の
新
し
い
性
格
が
あ
る
。

①
　
小
・
中
学
校
と
の
関
連
の
強
調

㊥
　
内
容
の
基
礎
的
・
基
本
的
編
成

㊥
　
言
語
の
教
育
で
あ
る
こ
と
の
強
調

わ
た
し
は
'
右
に
即
し
て
'
こ
う
問
う
た
0

1
　
科
目
「
国
語
I
」
の
性
格
の
ひ
と
つ
は
'
中
学
校
で
の
国
語
教
背
と
の

〃
関
連
〃
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
扱
わ
れ
た
教
科
苫
・
ご
覧
に
な
っ
た

教
科
滋
で
'
「
古
典
」
教
材
は
'
学
習
者
の
実
態
に
即
し
て
へ
　
そ
の
点
で
は
'

1
　
十
分
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
2
　
ま
ず
ま
ず
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
3
　
ほ

と
ん
ど
工
夫
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
'
独
白
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
4

〝
関
連
〃
自
体
、
実
能
心
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

二
　
そ
の
ふ
た
つ
は
、
〝
某
礎
的
・
基
本
的
〃
内
容
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
3

同
様
に
へ
　
そ
の
点
は
、
1
　
十
分
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
2
　
ま
ず
ま
ず
工
夫

さ
れ
て
い
る
3
3
　
ほ
と
ん
ど
工
夫
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
'
独
白
の
工
夫
を

凝
ら
し
て
い
る
。
4
　
そ
の
意
味
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
5
　
そ
れ
自
体
誤

っ
て
い
る
。

三
　
も
う
ひ
と
つ
は
'
〝
ユ
T
1
3
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
〃
が
貨
か
れ
て
い
る
こ
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と
で
す
?
同
様
'
「
古
娘
」
教
材
で
は
'
具
体
的
に
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
'

そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
一
項
目
へ
示
し
て
-
だ
さ
い
。

E
I
　
以
上
の
三
つ
の
点
に
つ
い
て
'
ど
う
見
て
と
り
ま
す
か
.
つ
ぎ
の
中
か
ら
'

ふ
た
つ
退
ん
で
-
だ
さ
い
。

1
　
「
国
語
甲
」
に
逆
も
ど
り
で
あ
る
。
2
　
「
別
代
国
語
」
・
「
古
典
」
で

の
実
績
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。
3
　
組
織
的
・
体
系
的
指
導
が
し
に
く
い
。

4
　
「
国
語
甲
」
と
は
本
質
的
に
追
い
へ
実
態
に
即
し
て
い
る
。
5
　
組
織

的
・
体
系
的
指
導
が
し
や
す
い
。
6
　
「
現
代
国
語
」
・
「
古
山
ハ
」
で
の
実
績

が
生
か
さ
れ
て
い
る
。

右
の
結
果
は
'
∧
表
1
V
の
通
り
で
あ
る
。
回
答
者
数
は
、
三
五
(
二
〇
代

五
'
三
〇
代
九
'
四
〇
代
九
'
五
〇
以
上
一
二
)
で
あ
っ
た
。
(
以
下
同
じ
。
)

ま
ず
、
″
皿
連
″
の
問
題
に
つ
い
て
は
'
T
五
名
が
'
「
ま
ず
ま
ず
工
夫
さ

れ
て
い
る
。
」
と
は
し
て
い
る
。
し
か
し
'
石
定
的
な
回
答
の
合
計
も
'
1
七
に

及
ぶ
。こ

の
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
が
琴
冬
b
れ
て
い
る
3

ま
ず
へ
肯
定
的
例
で
あ
る
。

山
　
鎚
来
に
比
べ
て
'
教
材
(
特
に
入
門
期
)
が
や
さ
し
-
な
っ
て
い
る
似

向
が
あ
り
ま
す
。
(
二
〇
代
)



脚
　
数
材
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
　
l
e
v
e
l
　
に
つ
い
て
は
中
学
校
の
教
科
吉
と

の
連
続
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
(
三
〇
代
一

例
　
わ
か
り
や
す
い
教
材
も
含
ん
で
い
る
。
(
三
〇
代
)

ま
た
'
反
面
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
石
定
的
な
意
見
も
が
へ
散
見
さ
れ
る
。
耳
を

偵
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

棚
　
入
門
期
に
そ
ぐ
わ
な
い
教
科
書
だ
っ
た
の
で
'
プ
リ
ソ
ト
に
よ
る
さ
し

か
え
を
し
た
。
(
三
〇
代
)

㈲
　
但
し
中
学
校
で
の
古
典
は
殆
ど
消
化
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
(
二
〇
代
)

さ
ら
に
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
に
も
注
目
さ
れ
る
。

㈲
　
教
科
毒
は
、
工
夫
さ
れ
て
い
る
が
'
国
語
I
を
教
え
る
高
校
州
の
準
榊

が
出
来
て
い
な
い
。
一
三
〇
代
)

爪
　
中
学
校
と
実
際
に
連
絡
協
議
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
-
'
〝
関
連
ル
が
'
今
ま
で
に
も
'
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
'
断
た
れ
て
よ
い
わ
け
で
も
な
い
.
し
か
し
'
学
習
内
容
の
″
田
速
″

の
視
点
か
ら
の
改
革
が
'
単
な
る
平
行
移
動
で
あ
る
と
し
た
ら
'
事
な
か
れ
主

義
の
諮
り
を
免
れ
は
し
な
い
。

中
学
校
に
は
'
中
学
生
の
仕
代
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
と
体
系
と
が
へ
時
代
を

準
え
て
あ
る
。
高
等
学
校
に
も
、
同
様
に
'
当
然
必
要
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

「
基
礎
学
力
低
下
」
の
論
が
'
こ
の
両
者
の
独
自
性
を
も
無
視
す
る
も
の
な
ら

ば
、
〟
関
連
〃
は
生
き
な
い
。

こ
の
こ
と
を
お
さ
え
た
上
で
'
わ
た
し
た
ち
は
'
㈲
・
仇
に
教
え
ら
れ
、

〝
関
連
〃
の
理
論
的
考
察
と
、
地
域
に
密
着
し
た
実
践
が
'
積
み
乃
ね
ら
れ
る

よ
う
、
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
o
(
注
3
)
と
り
わ
け
'
こ
の
大
阪
の
制
蛇
下
に
お

い
て
は
'
右
は
5
'
眉
の
急
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
〝
基
礎
的
・
基
本
的
″
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
'

見
解
は
'
大
き
-
分
か
れ
る
。
寧
冬
り
れ
た
意
見
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

仙
　
何
を
も
っ
て
「
基
本
」
と
す
る
か
。
(
五
〇
代
)

i
i
　
語
句
の
意
味
・
用
法
を
理
解
し
語
虫
を
豊
か
に
す
る
。
(
二
〇
代
一

例
　
文
章
が
易
し
い
t
と
い
う
点
に
お
い
て
は
そ
う
言
え
る
。
(
三
〇
代
)

㈱
　
た
だ
し
'
私
の
高
校
で
は
高
す
ぎ
る
。
(
三
〇
代
)

ま
ず
'
-
山
の
指
摘
か
ら
は
'
技
能
レ
ベ
ル
で
の
安
易
な
便
宜
主
義
へ
の
傾
斜

が
反
省
さ
れ
る
。
ま
た
へ
也
・
矧
の
指
摘
か
ら
は
'
現
実
を
見
す
え
な
が
ら
へ

な
お
か
つ
へ
　
〝
兆
礎
的
・
戎
本
的
″
の
'
高
校
生
に
と
っ
て
普
遁
・
独
白
の
け
心

味
が
、
求
め
ら
れ
て
く
る
。

そ
こ
に
は
'
厳
し
い
地
域
の
実
伯
や
学
校
の
実
態
が
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ

て
の
'
高
校
生
の
動
態
と
し
て
の
生
活
が
'
ふ
ま
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
o
高

校
生
が
共
鳴
し
恐
-
こ
と
に
よ
っ
て
内
実
を
深
め
え
る
、
教
材
へ
の
碇
か
な
視

点
が
、
求
め
ら
れ
る
。

三
つ
目
は
'
〝
言
語
の
教
育
″
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
無

凹
答
が
'
二
7
名
に
も
の
ぼ
っ
た
。
光
問
の
あ
り
方
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
日
成
の
上
で
、
琴
冬
り
れ
た
意
見
に
、
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
受
け
止

め
方
に
'
教
え
ら
れ
る
。

a
　
「
枕
草
子
」
の
原
文
の
み
な
ら
ず
鑑
賞
文
が
つ
い
て
い
た
と
こ
ろ
。
(
二

〇
代
)

{

蝣

t

i
i
　
近
仕
の
も
の
を
新
し
-
と
り
い
れ
て
い
る
。
1
現
代
国
語
と
関
連
さ
せ

る
。
二
二
〇
代
)

マ
マ

矧
　
e
x
・
三
省
堂
の
こ
-
ど
の
研
究
の
よ
う
な
　
s
e
r
i
e
s
が
あ
る
。
そ
れ
は

反
映
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
(
三
〇
代
)
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-
・
㈱
　
「
平
家
物
語
」
で
擬
声
語
擬
態
語
を
指
摘
し
'
内
&
の
雌
動
感
を
と
ら

え
.
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
(
四
〇
代
一

〝
'
・
2
治
の
教
育
〃
と
い
う
性
格
は
'
か
く
も
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
受
け
止
め

ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
'
益
田
勝
美
氏
が
鋭
-
指

摘
し
て
お
ら
れ
る
つ
ぎ
の
次
元
に
も
'
教
え
ら
れ
た
い
。
そ
の
上
で
'
視
点
を

指
>
.
蝣
蝣
!
い
た
い
'

○
　
文
学
の
故
大
の
効
用
は
'
1
見
直
接
的
で
な
い
よ
う
に
旦
見
る
と
こ
ろ
'

尖
に
多
-
の
こ
と
ば
が
、
読
み
手
の
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
入
り
こ
み
'
容
赦

な
-
限
り
こ
け
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
内
な
る
言

†
マ

語
の
眠
り
'
言
語
の
苗
机
に
思
い
あ
た
る
と
き
'
言
語
の
教
育
を
文
学
ぬ
き

で
尖
用
語
講
習
と
し
て
進
め
る
こ
と
は
、
民
族
文
化
損
減
の
陰
謀
と
さ
え
い

い
た
く
な
る
。

現
在
の
国
語
教
育
な
る
も
の
の
'
戦
後
1
質
し
て
の
欠
陥
は
'
内
な
る
言

語
を
た
-
わ
え
る
た
め
の
い
と
な
み
、
速
効
的
肥
料
と
は
似
て
も
似
つ
か
な

m
:

い
速
効
性
の
土
質
改
良
の
い
と
な
み
と
し
て
の
'
言
語
教
育
と
文
学
と
の
頂

な
り
あ
い
を
'
捕
捉
し
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
0
(
往
4
)

さ
ら
に
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
見
も
'
癖
え
ら
れ
た
。

マ
マ

㈲
　
言
語
教
育
の
定
義
が
暖
味
と
思
う
。
(
二
〇
代
)

㈲
　
教
材
よ
り
教
授
法
の
問
題
で
は
な
い
か
。
(
五
〇
代
)

〝
古
語
の
教
育
〃
と
は
。
　
-
　
わ
た
し
た
ち
は
'
さ
き
の
二
つ
の
前
提
と
し

て
、
究
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

7
方
で
'
言
語
を
'
「
社
会
」
の
「
要
請
」
に
応
え
て
の
'
形
式
的
に
使
い
こ

な
せ
る
知
識
や
技
能
に
集
約
し
て
と
ら
え
る
見
解
が
あ
る
。
わ
た
も
た
ち
は
'

今
、
∵
て
う
で
の
み
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
'
右
の
意
見
に
触
発
さ
れ
て
'

砿
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
三
つ
の
性
格
は
'
四
つ
目
に
'
出
発
の
具
体
の
中
で
'
ど
う
評
価
さ

れ
て
い
る
か
。

ま
ず
は
'
「
指
導
し
に
-
い
」
の
7
九
名
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
逆
も
ど
り
」
を

も
含
め
る
と
'
否
定
的
な
評
価
が
'
七
〇
分
の
四
〇
に
ま
で
及
ぶ
。
は
っ
き
り

と
し
た
持
y
的
評
価
は
、
極
め
て
少
な
い
。

†

r

-

　

　

　

　

　

　

　

　

　

t

-

t

-

仙
　
学
校
差
が
あ
る
か
ら
解
答
は
む
ず
か
し
い
。
教
材
三
文
法
教
授
の

w
e
i
g
h
t
が
高
い
の
は
本
校
で
は
凶
難
で
あ
る
0
(
三
〇
代
)

②
　
「
総
合
」
の
観
点
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
(
三
〇
代
一

㈲
　
私
の
学
校
で
は
'
ほ
と
ん
ど
文
法
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
'

改
訂
に
よ
る
プ
ラ
ス
面
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
三
〇
代
)

㈱
　
文
学
的
な
感
情
や
ガ
朗
気
を
と
ら
え
る
山
に
お
い
て
体
系
的
で
あ
る
。

(
三
〇
代
)

㈲
　
古
典
の
読
解
を
出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
'
体
系
的
で
は
な
い
。

(
三
〇
代
一

右
の
よ
う
で
あ
る
3

①
　
能
力
主
義
か
ら
人
間
性
の
前
祝
へ
。

⑧
　
精
選
と
ゆ
と
り
を
。

③
　
益
礎
的
な
こ
と
が
ら
の
禿
視
へ
。

⑦
　
「
表
現
力
」
の
養
成
を
。

わ
た
し
た
ち
は
'
「
国
語
I
」
の
出
発
に
あ
た
っ
て
'
こ
の
四
点
を
目
棟
と
す

る
Q
　
そ
の
と
き
'
さ
き
の
三
つ
の
性
格
は
'
つ
ぎ
の
三
点
を
'
要
求
す
る
。

①
　
地
域
の
中
で
の
国
語
教
育
の
位
近
づ
け
O

⑧
　
高
校
生
に
ふ
さ
わ
し
い
基
礎
・
基
本
の
開
発
.
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「
総
合
」
さ
れ
た
中
で
'
「
古
血
U
の
右
に
お
け
る
あ
り
よ
う
は
'
ど
れ
ひ
と

っ
と
っ
て
,
9
'
誼
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
教
室
」
で
の
苦
闘
を
前
に
し
て
'
そ
れ

は
'
大
き
な
畔
と
さ
え
見
え
て
-
る
。
し
か
し
'
ど
れ
ひ
と
つ
を
抜
き
に
し
て

も
'
わ
た
し
た
ち
の
「
故
買
」
は
'
そ
の
存
在
の
根
底
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。

二
　
「
国
語
I
」
の
実
践
と
「
古
典
」

「
国
語
I
」
は
'
コ
教
室
」
で
'
ど
う
出
発
し
た
か
。

五
　
さ
て
、
J
・
、
只
校
で
は
'
本
年
度
第
7
学
年
で
の
「
国
語
工
」
を
'
ど
う
実
践

し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
か
。
つ
ぎ
の
点
'
ご
記
入
-
だ
さ
い
。

イ
　
単
位
数
　
ロ
　
そ
の
担
当
者
数

ま
た
'
担
当
の
形
態
は
'
ど
う
で
す
か
。

1
　
旧
「
現
代
国
語
」
・
旧
「
古
典
」
に
分
け
て
い
る
。
2
　
里
兄
に
よ
っ

て
、
総
合
の
ま
ま
分
け
て
い
る
。
3
　
「
古
典
」
は
'
さ
ら
に
'
「
古
文
」
・

「
S
J
文
」
に
分
け
て
い
る
.
4
　
そ
の
他

六
　
そ
の
形
態
で
は
'
「
古
典
」
教
材
の
入
門
期
に
お
け
る
学
習
は
'
効
率
性
や

体
系
性
の
点
で
'
ど
う
で
し
ょ
う
か
o

l
　
「
総
合
」
の
意
義
が
生
か
せ
て
い
る
。
2
　
従
来
と
変
わ
ら
な
-
な
っ

・trな
お
、
五
の
イ
・
ロ
に
つ
い
て
は
へ
特
に
ロ
に
お
い
て
'
イ
と
の
関
連
を
抜

き
に
し
て
の
回
答
が
'
か
な
り
に
の
ぼ
っ
た
。
当
方
の
手
落
ち
で
あ
っ
た
た
め
'

∧
表
2
V
か
ら
は
、
や
む
な
-
割
愛
を
し
た
O

ま
ず
'
担
当
の
形
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
'
二
六
名
が
'
「
分
け
て

い
る
。
L
L
、
う
ち
、
二
名
は
、
「
洪
文
」
を
も
'
「
古
文
」
と
そ
う
し
て
い
る
。

蝣- 13J

文
字
迫
り
の
「
総
合
」
は
、
7
名
に
過
ぎ
な
い
.

マ
マ

川
　
時
間
数
の
関
係
で
'
ど
う
し
て
も
古
典
と
現
代
文
を
わ
け
ざ
る
を
得
な

い
。
一
三
〇
代
)

i
i
　
5
単
位
x
1
0
ク
ラ
ス
だ
か
ら
'
「
総
合
」
の
意
義
を
生
か
す
た
め
に
は
5

人
は
多
い
3
せ
め
て
四
人
。
(
三
〇
代
)

例
　
来
年
は
総
合
　
二
人
の
担
当
者
で
T
ク
ラ
ス
の
同
語
を
担
当
す
る
。
)
で

い
こ
う
と
話
し
合
っ
て
い
る
。
(
四
〇
代
)

㈱
一
人
で
持
つ
の
に
生
徒
を
把
挺
す
る
点
で
難
点
あ
り
来
年
か
ら
は
二
人

f
・
!
・

で
-
-
と
い
う
説
も
あ
る
が
考
慮
中
。
(
五
〇
代
)

宗
に
は
、
柏
来
し
な
か
ら
'
い
-
つ
か
の
現
実
的
・
技
術
的
な
蝉
に
ぶ
つ
か



っ
て
い
る
実
情
が
'
よ
-
わ
か
る
3
わ
た
し
た
ち
は
'
「
分
け
て
F
総
合
山
は
成
ノ

り
立
つ
の
か
。
」
の
脚
点
か
ら
、
も
う
い
ち
ど
「
敬
呈
」
を
問
い
直
し
へ
「
成
り
立

つ
」
軸
を
確
認
し
合
い
た
い
。

つ
ぎ
に
'
形
態
と
入
門
期
で
の
効
率
性
・
体
系
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
回
答

の
す
べ
て
、
二
八
名
ま
で
が
'
「
従
来
と
変
わ
ら
な
-
な
っ
た
o
」
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
こ
れ
に
琴
与
ら
れ
た
意
見
は
'
こ
う
で
あ
る
。

㈲
　
体
系
性
の
点
で
は
「
総
合
」
の
意
義
が
少
し
は
生
か
せ
た
と
思
う
が
'
文

法
学
習
に
お
い
て
は
教
材
が
不
充
分
・
不
適
格
な
場
合
が
あ
る
。
三
〇
代
)

†

r

・

　

　

　

▼

†

㈲
　
l
e
v
e
l
は
d
o
w
n
し
て
て
い
ね
い
に
や
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(
≡

〇
代
)

間
　
諜
よ
り
入
門
期
が
大
部
に
な
っ
て
き
た
。
(
三
〇
代
一

㈲
　
教
師
の
内
に
保
守
的
な
傾
向
(
新
し
い
観
点
に
切
り
か
え
ら
れ
な
い
)

が
あ
る
の
も
一
因
。
(
三
〇
代
)

こ
こ
に
は
、
文
法
学
習
体
系
再
検
討
の
声
が
'
ま
ず
は
あ
る
Q
わ
た
し
た
ち

は
'
既
成
の
体
系
に
学
び
な
が
ら
も
'
文
法
学
習
を
中
心
と
し
た
入
門
期
の
学

習
方
法
を
'
「
表
現
」
と
「
別
解
」
と
の
「
統
合
」
の
中
で
の
価
佑
学
習
に
直
結

さ
せ
'
開
拓
し
た
い
。

三
　
「
古
典
」
教
育
の
反
省

三
つ
の
性
格
を
ふ
ま
え
'
実
践
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
す
る
。
そ
の
と
き
'

わ
た
し
た
ち
は
'
従
来
の
「
古
典
」
の
「
教
呈
」
が
'
ど
の
よ
う
に
あ
り
え
て

き
て
い
る
か
を
'
謙
虚
に
省
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
　
と
こ
ろ
で
'
〝
「
総
合
」
の
形
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
'
「
古
典
」
は
や
っ
と

生
き
残
っ
た
。
〃
と
い
う
見
方
が
あ
り
ま
す
。

l
　
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
2
　
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
3
　
そ
う
と
も
言

・¥Jtr.3

八
　
さ
ら
に
、
従
釆
の
「
古
典
」
教
官
に
つ
い
て
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
が

な
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
共
鳴
さ
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
'
選
ん
で
-
だ
さ
い
。

1
　
い
わ
ゆ
る
「
文
法
」
教
育
偏
重
。
一
単
な
る
解
釈
作
業
　
3
　
入
試

の
た
め
の
技
術
一
辺
倒
　
4

い
ず
れ
も
当
た
ら
な
い
。
6

作
品
選
択
基
準
の
専
門
化
　
5
　
批
判
は
'

再
検
討
の
余
地
は
あ
る
。



ま
ず
'
七
に
つ
い
て
は
'
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
」
が
'
T
四
名
'
「
そ
う
と
も

言
え
る
。
」
が
'
7
二
名
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
解
は
'
こ
の
両
者
に

二
分
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
'
枇
梅
的
に
付
足
す
る
例
は
t
 
T
名

だ
け
で
あ
る
。

川
　
全
休
の
カ
-
キ
ユ
ラ
ム
と
の
開
通
も
あ
っ
て
選
択
に
追
い
や
ら
れ
る
傾

向
が
あ
る
よ
う
で
す
。
(
二
〇
代
)

T
T

物
　
受
験
校
と
1
般
の
高
校
と
同
じ
教
科
滋
や
単
位
を
桝
1
に
す
る
所
に
関

越
が
あ
り
ま
す
。
(
三
〇
代
)

矧
　
受
験
の
た
め
だ
け
教
え
て
い
た
ら
'
別
系
　
(
私
1
-
J
¥
　
な
ど
不
要
で
あ

る
。
一
三
〇
代
)

こ
れ
ら
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
の
も
と
で
、
現
実
に
「
そ
う
と
も
言
え
る
0
」

具
体
的
な
山
を
、
直
祝
し
て
の
意
見
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
t
 
u
は
'
「
国
語
工
」

の
出
光
そ
の
も
の
が
、
技
術
的
な
面
か
ら
と
は
言
え
'
「
総
合
」
　
の
名
の
も
と

に
'
「
古
典
」
の
迅
命
を
決
・
l
j
す
る
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
i
i
は
'
「
教
室
」
の
実

態
に
密
讃
し
て
の
発
言
で
あ
る
。
さ
ら
に
'
矧
は
'
制
度
の
ひ
と
り
歩
き
が
'

つ
い
に
は
陥
る
可
能
性
へ
の
逆
説
的
な
警
告
と
も
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

1
方
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
の
反
発
も
あ
る
。

繊
　
生
き
残
る
と
か
生
き
残
ら
な
い
と
か
い
う
観
点
が
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ

る
。
(
三
〇
代
)

㈲
　
古
山
ハ
な
し
で
日
本
語
教
育
な
ど
孝
与
ら
れ
な
い
O
(
三
〇
代
)

こ
れ
ら
は
'
「
国
語
1
」
の
「
出
発
」
を
'
従
前
か
ら
の
揺
ぎ
な
い
理
念
を
尺

蛇
に
、
高
所
か
ら
み
す
え
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
「
教
室
」

で
は
、
碇
か
に
'
こ
の
理
念
こ
そ
が
'
ど
ん
な
実
態
の
中
で
で
も
'
買
か
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
O
し
か
し
'
日
々
押
し
寄
せ
る
も
の
多
い
「
教
室
」
が
あ
る
0

そ
こ
で
は
'
同
時
に
へ
古
き
が
た
い
事
実
へ
の
思
い
を
、
石
む
こ
と
が
で
き
な

い
。
さ
き
の
山
～
矧
は
'
そ
う
い
う
次
元
か
ら
の
切
実
な
思
い
が
へ
そ
の
背
後

に
苅
-
あ
る
「
教
室
」
が
見
え
て
-
る
。

こ
う
教
え
ら
れ
る
と
'
わ
た
し
た
ち
は
、
右
の
二
つ
の
ど
の
次
元
か
ら
も
、

「
教
室
」
そ
の
も
の
が
、
今
こ
そ
へ
力
茄
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚

す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
独
白
に
自
立
で
き
る
'
佃
伯
学
習
を
み
す
え
て
の
学
習
内

容
と
体
系
の
確
立
で
あ
る
。

四
　
「
古
典
」
と
「
総
合
」

右
の
よ
う
な
「
班
念
」
と
「
実
態
」
と
の
狭
間
に
あ
っ
て
'
わ
た
し
は
、
わ

た
し
白
身
の
体
系
の
骨
子
に
つ
い
て
へ
　
こ
う
捉
起
し
'
批
正
を
仰
い
だ
o
(
注
5
)

九
　
そ
こ
で
へ
「
総
合
」
の
中
で
「
古
山
ハ
」
を
生
か
し
切
る
た
め
に
、
つ
ぎ
の
提

案
を
い
た
し
ま
す
。
志
義
を
認
め
ら
れ
る
塀
に
は
○
'
意
義
は
認
め
ら
れ
な

い
'
反
対
だ
と
さ
れ
る
項
に
は
×
を
'
そ
れ
ぞ
れ
ご
記
入
-
だ
さ
い
。

1
　
(
　
)
　
旧
「
現
代
国
語
」
に
'
「
古
山
ハ
」
を
ひ
き
つ
け
、
現
代
を
生
か
す
。

2
　
(
　
)
　
主
題
に
韮
づ
く
単
光
を
そ
の
軸
と
し
'
両
者
を
統
合
す
る
。
3

(
　
)
　
そ
こ
で
は
'
「
表
別
」
・
「
別
解
」
・
「
言
語
事
項
」
の
統
合
も
可
能
で
あ

る
　
　
(
　
)
「
古
典
」
の
「
約
退
」
の
視
点
を
転
換
し
'
教
材
閃
光
に
努
め

ね
ば
な
ら
な
い
。

右
に
つ
い
て
の
回
答
結
火
は
、
∧
表
4
V
(
次
頁
表
4
参
照
一
の
通
り
で
あ

る
。
概
し
て
'
1
・
2
お
よ
び
4
に
つ
い
て
は
'
そ
の
意
義
を
認
め
る
回
答
が
'

認
め
な
い
も
の
よ
り
も
'
退
か
に
多
い
点
は
'
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ひ
と
つ
に
は
、
同
時
に
へ
無
回
答
例
も
ま
た
極
め
て
多
-
に
の
ぼ

っ
て
い
る
3
ふ
た
つ
に
は
'
3
に
つ
い
て
は
'
別
解
と
支
持
と
が
へ
ど
く
わ
ず
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九

か
し
か
得
ら
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
'
こ
の
項
に
つ
い
て
は
'
志
兄
も
が
'

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

「
古
典
」
を
、
「
国
語
工
」
の
中
に
'
ど
う
「
総
合
」
す
べ
き
な
の
か
。
　
-

こ
の
爪
眉
の
急
の
課
題
に
対
し
て
'
わ
た
し
た
ち
の
「
教
室
」
は
'
出
発
し
た

今
に
お
い
て
さ
え
、
確
た
る
も
の
を
持
ち
得
て
は
い
な
い
。
右
の
担
案
も
'
ま

た
そ
の
独
善
が
省
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
今
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
教
室
」
が
'
「
現
代
国
語
」
・
「
古
塊
」

の
体
系
の
も
と
、
そ
の
頂
い
実
践
の
中
で
培
っ
て
き
た
力
塁
を
'
「
国
語
I
」
の

出
発
に
お
い
て
'
具
体
的
に
挺
起
し
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
沈
黙
が
'
共
犯
と

な
ら
な
い
た
め
に
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
'
わ
た
し
は
'
こ
の
報
告
を
通
し
て
、

わ
た
し
の
「
独
善
」
に
対
す
る
多
-
の
批
止
・
反
発
を
求
め
る
。
と
同
時
に
'
L

「
教
室
」
に
立
ち
返
っ
て
'
こ
の
「
独
善
」
を
、
学
習
の
場
に
お
い
て
'
謙
虚

に
吟
味
し
っ
づ
け
た
い
と
思
う
.
教
え
ら
れ
た
い
。

五
　
「
教
室
」
か
ら
の
声

な
お
へ
全
休
に
つ
い
て
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
多
-
の
高
見
を
脳
わ
っ
た
3
教

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
大
き
い
3

m
　
本
校
で
は
'
卒
業
後
、
就
職
希
望
者
が
多
-
、
学
年
を
経
る
に
従
っ
て
'

古
典
を
必
要
と
す
る
生
徒
が
少
な
-
な
る
7
方
'
新
課
程
に
な
っ
て
か
ら

減
料
位
に
な
り
ま
し
て
'
よ
り
古
典
軽
視
の
傾
向
が
強
-
な
っ
て
お
り
ま

す
。
号
っ
い
う
点
で
も
本
校
で
は
旧
課
程
の
指
導
体
系
を
そ
の
ま
ま
踏
襲

し
て
お
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
新
課
程
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
〝
融
合
教
材
〃

を
授
共
で
は
と
り
あ
げ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
止
近
'
古
山
八
を
現
代
国

語
の
よ
う
に
'
内
容
近
視
で
読
み
と
っ
て
い
-
と
い
う
傾
向
が
あ
り
ま
す

が
'
そ
れ
で
は
、
古
典
を
7
人
で
よ
ん
で
い
-
と
い
う
力
は
つ
き
ま
せ
ん
9

古
典
の
学
力
が
今
以
上
に
お
ち
て
い
-
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
二
〇

代
)

i
i
　
現
代
国
語
の
H
的
と
'
古
典
学
習
の
目
的
は
災
な
る
よ
う
な
気
が
し
て
'

安
易
な
統
合
に
は
反
対
で
す
。
古
典
学
習
に
は
そ
れ
な
り
の
下
地
の
逼
成
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が
必
要
だ
ろ
う
L
t
そ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
'
文
化
享
受
が
全
て
の
人

間
の
も
の
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
7
方
'
「
現
国
」
で
は
'
1
定
生
徒
が
既

に
持
っ
て
い
る
言
語
能
力
を
前
挺
に
「
も
の
の
考
え
方
・
見
方
」
を
伸
ば

し
て
い
-
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
(
二
〇
代
)

㈲
　
1
学
期
を
埠
乙
た
今
、
古
典
　
(
特
に
古
文
)
　
に
皿
し
て
ふ
り
か
え
っ
て

み
る
と
'
時
代
背
景
や
状
況
と
い
う
点
で
別
国
教
材
や
他
の
古
典
教
材
と

同
じ
兆
鎚
に
立
っ
て
教
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
'
そ
れ
が
従
来
の
や

り
方
と
比
べ
て
す
ご
-
効
果
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
疑
問
で
す
。
「
国
語

工
」
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'
授
業
の
担
当
の
仕
方
が
そ
れ
以
上
に

間
脳
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
(
三
〇
代
)

㈱
　
古
山
ハ
教
育
の
滋
大
の
問
題
は
'
検
定
教
科
古
に
お
い
て
教
材
が
画
T
化

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
日
本
人
の
心
」
が
'
貴
族
や
武
士
や
僧
侶
　
(
イ

ン
テ
リ
)
　
の
心
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
民
衆
の
心
や
生
活

t>y

が
つ
か
め
る
も
の
(
「
今
昔
物
語
」
や
近
世
西
紙
な
ど
)
　
を
も
っ
と
教
材
化

す
べ
き
で
あ
る
。
一
三
〇
代
一

㈲
　
木
当
の
こ
と
を
言
い
ま
す
と
'
私
の
高
校
で
は
'
教
科
書
や
'
-
p
i
校
に
お

け
る
〝
言
語
の
教
官
〃
と
は
'
ま
っ
た
-
無
縁
で
す
。
教
科
書
を
持
っ
て

マ

†

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

来
る
生
従
が
何
人
い
る
で
し
ょ
う
か
。
古
山
ハ
は
'
懇
切
丁
寧
な
現
代
語
入

ヽり
の
プ
リ
ン
ト
を
使
い
へ
現
代
国
語
で
は
'
高
校
三
年
で
も
中
学
や
7
年

マ

マ

ヽ

ヽ

ヽ

の
教
科
F
L
=
か
ら
短
か
い
文
輩
を
逗
び
教
材
を
つ
-
ら
な
け
れ
ば
'
授
業
に

な
り
ま
せ
ん
。
小
学
校
の
誠
礎
が
な
い
生
徒
に
'
高
校
の
教
科
書
を
使
う

こ
と
に
'
憤
り
を
感
じ
て
い
ま
す
。
一
以
下
略
二
三
〇
代
)

㈲
　
私
見
で
は
'
現
国
の
教
材
は
あ
ま
り
に
テ
ー
マ
な
ど
分
化
し
す
ぎ
た
き

ら
い
が
あ
り
、
教
授
者
も
全
体
を
お
し
え
る
だ
け
の
力
韻
・
時
間
が
で
き

?

T

・

　

　

　

　

　

マ

マ

な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
古
典
」
-
明
治
ま
で
を
含
む
・
・
・
を
教
え
る

立
切
を
も
っ
と
前
祝
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
(
以
下
略
)
(
三
〇
代
)

叩
~
~
現
代
を
生
き
る
生
徒
に
役
立
た
な
け
れ
ば
古
典
の
意
味
は
な
い
o
〝
役

立
つ
″
と
い
う
観
点
の
整
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
大
学
入
試
に

し
ぼ
ら
れ
て
封
切
の
教
師
は
　
〝
人
間
教
育
〃
　
(
教
材
を
通
じ
て
人
間
の
生

<

蝣

!

・

き
方
を
さ
ぐ
る
)
　
時
間
が
少
な
-
な
っ
て
し
ま
う
の
が
現
状
で
あ
る
.
(
≡

〇
代
)

㈲
　
古
処
を
国
語
の
中
の
1
つ
と
と
ら
え
て
現
代
国
語
と
の
関
連
の
中
で
と

ら
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
が
'
受
験
に
耐
え
う
る
古
炎
の
実
力
も

つ
け
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
と
'
仲
々
国
語
工
の
方
向
に
行
け
な

い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
(
四
〇
代
)

㈲
　
(
前
略
)
　
国
語
工
に
つ
い
て
の
思
い
は
小
生
も
諸
先
生
方
と
同
じ
で
ご

ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
後
期
中
等
教
育
の
大
衆
化
時
代
を
迎
え
'
私
の

考
え
は
変
わ
り
ゆ
こ
う
と
し
て
お
り
'
今
の
時
点
で
の
回
答
に
烹
任
が
も

て
ま
せ
ん
の
で
せ
っ
か
-
の
御
配
慮
で
す
が
遠
臆
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
君

子
に
三
瀬
あ
り
と
か
申
し
ま
す
o
(
以
下
略
)
(
門
○
代
)

㈹
　
五
里
題
中
の
進
行
中
で
'
期
末
考
査
採
点
が
や
っ
と
の
忙
し
い
中
'
立

て
つ
づ
け
の
質
間
に
は
参
っ
た
。
(
中
略
)
「
そ
の
他
大
勢
」
の
筈
し
か
送
り

得
ぬ
こ
と
を
は
ず
か
し
-
思
う
。
し
か
し
'
「
そ
の
他
大
勢
」
の
意
見
こ
そ
'

大
切
に
し
て
頂
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
巾
し
惑
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

∧
あ
-
ま
で
個
人
的
な
意
見
で
あ
っ
て
'
本
校
国
語
科
と
し
て
の
意
見
で

a

a

　

　

玩

由

な
い
こ
と
だ
か
ら
'
憤
速
に
扱
っ
て
ほ
し
い
。
∨
第
〇
学
区
の
○
○
高
校

の
意
見
と
い
う
扱
い
方
は
し
て
は
し
-
な
い
o
(
五
〇
代
)

㈱
　
小
生
は
'
今
年
度
は
新
課
程
の
授
業
を
も
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
'
体

呈38
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・
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蝣

　

3

　

・

i

∴

、

　

　

‥

-

H

は

t

、

つ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
o
古
嬰
写
J
と
さ
ら
に
分
離
し
て
'
生
徒
に

山
典
-
外
国
語
の
よ
う
な
受
け
と
り
方
を
さ
れ
る
の
は
'
日
本
語
の
不
幸

で
あ
り
ま
す
。
致
科
内
で
本
質
的
な
話
し
合
い
が
で
き
て
い
な
い
の
で
'マ

マ

情
性
的
に
現
・
古
分
離
形
式
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
'
や
は
り
綜
合

の
形
で
の
あ
り
方
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
五
〇
代
)

.

=

J

　

∵

-

1

‥

　

　

　

　

∵

・

.

-

・

・

・

'

"

;

　

蝣

蝣

・

I

I

'

"

上

~

∴

う
な
出
題
意
識
は
t
も
つ
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
o
(
五
〇
代
)

こ
の
丁
ソ
ケ
1
-
に
つ
い
て
は
'
右
の
他
に
も
、
多
数
の
琴
乙
i
.
=
き
に
よ
る

ご
誼
見
・
ご
批
正
を
い
た
だ
い
た
。
わ
た
し
は
'
こ
れ
ら
先
達
の
'
そ
れ
ぞ
れ

の
「
教
宅
」
で
の
尖
佃
萎
み
す
え
た
高
見
に
'
本
洩
告
の
標
題
に
対
す
る
誠
実

な
回
答
の
縮
関
を
見
る
。
そ
こ
に
は
'
「
国
語
I
」
の
出
光
に
あ
た
っ
て
の
「
古

典
」
の
あ
り
よ
う
と
あ
る
べ
き
姿
へ
の
思
い
が
'
深
い
.

わ
た
し
た
ち
は
'
国
語
教
育
前
進
の
契
機
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
節

杏
,
す
で
に
迎
え
て
い
る
.
今
こ
そ
'
右
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
の

「
教
巨
の
声
を
ま
ず
結
災
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
'
こ
の
英
機
を
生
か

し
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
報
告
は
'
そ
れ
へ
の
呼
び
か
け
の
三
で
あ
る
。

お
　
あ
　
り
　
に

「
里
…
工
」
の
出
光
に
あ
た
っ
て
'
と
ま
ど
っ
た
3
諸
出
の
「
教
宕
亡
は
'

ど
の
よ
う
に
出
発
し
た
の
か
。
拳
冬
b
れ
た
い
.
そ
ん
な
切
実
な
思
い
か
ら
'

‥

　

　

　

　

蝣

j

 

-

|

j

-

'

i

・

*

'

I

-

-

.

蝣

・

∴

　

・

蝣

.

,

.

-

-

;

i

'

安
劾
な
と
り
-
み
の
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
'
思
い
の
外
に
回
答
は
少
な

か
っ
た
3
厳
し
い
ご
批
判
を
も
糊
わ
っ
た
3
し
か
し
'
わ
た
し
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
'
自
ら
の
「
教
室
」
の
あ
り
よ
う
を
反
省
す
る
た
め
に
'
多
-
の
柱
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
を
と
り
ま
と
め
た
の
が
'
本
報
告
で
あ
る
。
報
告
の
折
に
も
'
わ
た
し

は
'
協
議
会
参
加
諸
賢
の
'
切
実
に
「
教
室
」
を
思
い
'
わ
た
し
よ
り
も
は
る

か
に
熱
い
心
を
込
め
て
「
教
宅
」
を
み
す
え
つ
づ
け
て
の
墾
呂
に
接
し
え
て
'

蝣
H
'
.
:
Q
-
:
蝣
<
:
?
さ
を
恥
じ
た
'
)

今
'
「
同
語
I
」
定
着
の
年
の
初
め
に
至
っ
て
へ
諸
賢
に
よ
っ
て
省
み
さ
せ
て

も
ら
え
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
が
ら
を
'
「
教
室
」
の
ひ
と
り
ひ
と
り
か
ら
新

し
い
力
を
引
き
出
す
た
め
の
、
わ
た
し
の
力
の
支
え
と
し
つ
づ
け
た
い
。
諸
賢

に
'
記
し
て
感
謝
を
し
た
い
。

注
l
　
「
高
等
学
校
の
国
語
科
古
典
と
現
代
国
語
「
(
「
実
践
国
語
±
九
六
二
三
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(
「
同
語
教
育
研
究
」
第
二
六
号
1
九
八
〇
二
1
・
四
)

た
と
え
ば
・
川
本
信
幹
「
中
高
、
地
域
の
巾
で
の
教
員
の
交
流
を
」
(
口

頭
発
去
。
於
日
本
国
語
教
育
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・
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育
学
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・
1
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八
二
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り
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お
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