
「
日
本
語
の
教
育
」
　
へ
の
構
想

は
じ
め
に

九
一
年
度
か
ら
「
新
構
想
国
際
学
校
」
　
で
あ
る
千
里
国
際
学
園
に

勤
務
し
て
'
帰
国
・
外
国
人
生
徒
に
対
す
る
日
本
語
の
教
市
に
携
わ

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
九
一
年
第
三
二
回
学
会
に
　
「
帰
国
子
女
の
国

語
学
力
の
実
体
と
実
践
の
課
題
」
と
い
う
題
目
で
、
発
表
を
行
っ
た
。

以
来
、
「
日
本
語
教
育
」
　
(
第
二
言
語
と
し
て
の
教
育
)
　
と
「
国
語
教

育
」
(
第
一
言
語
も
し
-
は
母
国
語
=
国
籍
を
も
つ
-
に
の
言
語
と
し

て
の
教
育
)
　
の
両
方
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
そ
こ
で
、
九
三
年
度
か
ら
「
関
西

日
本
語
・
国
語
教
育
研
究
会
」
を
発
足
し
た
。
そ
こ
に
は
'
京
阪
神

を
中
心
に
小
・
中
・
高
・
大
学
の
言
語
の
教
育
に
携
わ
る
教
師
が
集

い
へ
現
在
ま
で
に
三
回
の
研
究
会
を
開
催
す
る
な
ど
試
行
錯
誤
の

日
々
を
送
っ
て
い
る
。

日
本
語
教
育
も
戦
前
の
植
民
地
政
策
に
お
け
る
そ
れ
を
含
め
る
と

比
較
的
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
認
知
の
度
合
い
と
し

て
は
長
い
歴
史
と
伝
統
が
あ
る
国
語
教
育
の
方
が
圧
倒
的
に
勝
っ
て

福
　
島
　
浩
　
介

い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
へ
初
等
・
中
等
教
育
に
お
け
る
外
国
人
生
徒
・

帰
国
児
童
生
徒
に
対
す
る
日
本
語
教
育
が
、
日
本
国
の
学
校
教
育
に

お
け
る
国
語
教
育
へ
の
橋
渡
し
の
役
を
担
う
と
い
う
認
識
は
1
般
的

な
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
へ
　
初
等
・
中
等
の
学
校
教
育
に
お
い

て
は
、
国
語
教
育
を
主
と
し
日
本
語
教
育
を
従
と
す
る
上
下
関
係
を

認
め
て
、
国
語
教
育
の
た
め
の
日
本
語
教
L
J
E
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

り
、
ま
た
へ
現
状
に
も
適
合
す
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
日
本
語
教

育
は
'
日
本
語
の
運
用
能
力
の
葦
得
あ
る
い
は
向
上
を
D
I
l
指
す
学
習

者
に
対
し
て
な
さ
れ
'
国
語
の
力
を
つ
け
る
た
め
に
行
う
、
だ
か
ら

日
本
語
教
育
が
す
め
ば
国
語
教
育
へ
と
つ
な
ぐ
の
だ
と
い
う
発
想
で

あ
る
。し

か
し
'
本
論
考
で
は
、
日
本
語
教
育
と
国
語
教
育
ど
ち
ら
が
主

で
ど
ち
ら
が
従
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
捉
え
る
の
で
は
な

く
、
両
者
を
独
立
し
た
教
育
と
し
て
捉
え
、
国
語
の
教
師
で
あ
る
自

身
の
立
場
か
ら
現
在
の
国
語
教
育
の
短
所
を
克
服
す
る
事
を
目
標
と

し
た
連
携
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
さ
ら
に
は
'
「
日
本
語
の

教
育
」
と
し
て
の
O
か
ら
無
限
大
(
?
)
　
の
連
鎖
を
構
想
す
る
第
一
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歩
に
し
た
い
。

関
西
日
本
語
・
国
語
教
育
研
究
会
で
は
、
発
足
に
際
し
て
へ

言
葉
を
探
る
t
　
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
心
を
探
る
、
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
L
へ
　
少
し
お
お
げ
さ
な
言
い
方
で
す
が
、
言
葉
を
知

る
、
と
言
う
こ
と
は
人
間
を
知
る
こ
と
で
あ
り
'
ま
た
民
族
を
、

国
家
を
'
歴
史
を
'
文
化
を
知
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
行
為
は
と
ど
の
つ
ま
り
自
分

自
身
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
国
語
教
育

は
、
ひ
っ
き
ょ
う
言
語
の
教
育
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
辞
は
、
こ
の

よ
う
な
言
葉
の
力
を
'
学
び
へ
　
教
え
、
育
む
こ
と
を
言
っ
た
も
の

で
し
ょ
う
。
言
葉
の
持
っ
て
い
る
科
学
性
と
文
化
性
(
心
情
性
)
へ

人
間
の
持
っ
て
い
る
論
理
性
と
芸
術
性
(
文
学
性
)
を
感
知
し
'

理
解
し
、
表
現
す
る
こ
と
を
学
び
へ
　
教
え
へ
　
育
む
こ
と
。
と
、
す

れ
ば
先
の
言
辞
は
'
「
国
語
教
育
は
日
本
語
教
育
で
あ
り
、
そ
の
日

本
語
を
適
し
て
の
文
化
の
教
育
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
も
差
し
支
え

な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
私
た
ち
国
語
教
育
に
携
わ
る
も
の
が
、

日
本
語
教
育
を
意
識
す
る
へ
　
と
い
い
ま
す
か
、
日
本
語
教
育
か
ら

学
び
た
い
と
思
い
ま
す
理
由
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
1
つ
の
文
章

が
'
い
く
つ
か
の
文
節
そ
し
て
多
-
の
単
語
の
、
あ
る
規
則
に
し

た
が
っ
て
の
集
合
体
で
あ
り
'
そ
れ
を
行
使
し
て
い
る
の
が
人
間

で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
そ
う
思
え
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
「
日
本
語
教
育
・
国
語
教
育
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

あ
く
ま
で
も
両
者
は
並
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
言
語
の
教
育

と
い
う
同
じ
土
壌
の
上
に
立
っ
た
も
の
と
し
て
の
相
互
性
を
　
(
そ

の
内
容
に
お
い
て
'
ま
た
方
法
に
お
い
て
)
　
大
切
に
し
た
い
t
　
と

い
う
意
味
で
ヨ
コ
の
連
携
を
思
い
ま
す
。
た
だ
、
場
合
に
よ
っ
て

は
'
タ
テ
の
連
携
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、
1
九
九
l
年
に
創
立
さ
れ
た
、
海
外
か
ら
の
帰
国
子
女
(
煤

国
生
)
　
の
受
け
入
れ
を
主
た
る
目
的
と
し
た
千
里
国
際
学
園
『
大

阪
国
際
文
化
中
学
校
・
高
等
学
校
』
　
で
は
、
「
国
語
科
」
　
は
入
学
生

の
多
用
な
言
語
背
景
を
考
慮
し
、
さ
ら
に
は
同
学
園
に
併
設
さ
れ

て
あ
る
　
『
大
阪
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
』
　
で
の
日
本
語

教
育
を
包
含
す
る
意
味
か
ら
「
日
本
語
・
国
語
科
」
と
し
て
組
織

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
　
「
国
語
」
　
の
教
育
課
程
は
日
本
語

1
基
礎
国
語
1
国
語
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
タ
テ
の
連
携
は
'

非
常
に
困
難
で
t
　
か
つ
厳
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
す
が
へ

そ
こ
で
実
践
さ
れ
て
い
る
指
導
内
容
・
指
導
方
法
が
ヨ
コ
の
連
携

を
持
つ
と
き
、
そ
こ
に
は
多
様
で
、
豊
か
な
国
語
教
育
の
広
が
り

が
期
待
さ
れ
ま
す
し
、
「
日
本
語
」
「
国
語
」
　
と
い
う
言
葉
の
自
覚

に
も
つ
な
が
っ
て
い
-
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
'
中
等

教
育
ま
で
の
重
要
な
責
務
と
考
え
ら
れ
ま
す
.
子
ど
も
達
に
自
分

自
身
の
生
の
多
様
な
選
択
に
つ
い
て
考
え
る
力
を
培
い
、
主
体
性

を
確
立
し
て
い
く
土
台
を
つ
-
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
'
初
等
教
育
委
で
の
ま
た
中
等
教
育
で
の
基

礎
と
は
何
な
の
か
'
そ
の
中
で
国
語
の
基
礎
　
(
学
)
　
力
と
は
ど
う

い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
問
題
に
'
さ
ら
に
は
、
中
等
教
育
以
後

の
子
ど
も
達
の
歩
み
の
入
口
で
対
応
す
る
側
は
、
例
え
ば
国
語
に

つ
い
て
何
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
波
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及
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
(
中
略
)
理
解
す

る
こ
と
へ
　
と
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
音
声
や
表
記
や
語
法
と

い
っ
た
こ
と
に
も
っ
と
目
を
注
ぎ
つ
つ
　
(
例
え
ば
、
方
言
の
問
題
、

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
問
題
へ
　
助
詞
の
問
題
、
等
は
、
時
に
表
現
者
の
根

幹
に
関
わ
っ
て
-
る
こ
と
、
と
考
え
ら
れ
ま
す
)
へ
先
ず
私
た
ち
の

読
み
解
く
力
を
養
う
こ
と
を
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
言
語
の
教

育
と
し
て
の
国
語
教
育
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
'
日
本
語
教

育
と
国
語
教
育
は
ど
の
よ
う
な
相
互
性
を
持
ち
う
る
の
か
、
実
践

の
中
か
ら
t
　
よ
り
具
体
的
に
把
捉
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま

す
。
そ
の
時
へ
　
私
た
ち
と
し
て
は
出
来
る
か
ぎ
り
、
学
校
教
育
社

会
と
い
う
全
体
的
視
野
を
忘
れ
ず
に
取
り
組
ん
で
い
け
れ
ば
、
と

思
い
ま
す
。

と
、
会
報
誌
第
三
p
に
「
発
足
に
つ
い
て
」
　
の
辞
が
述
べ
て
あ
る
。

つ
ま
り
'
国
語
教
育
は
日
本
語
と
い
う
言
語
の
教
育
で
あ
り
へ
　
そ

の
日
本
語
の
教
育
を
通
し
て
の
文
化
の
教
育
で
あ
り
へ
　
そ
の
日
本
語

の
教
育
を
通
し
て
の
文
化
の
教
育
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
に
へ

I
　
「
日
本
語
教
育
」
と
「
国
語
教
育
」
　
は
'
日
本
語
と
い
う
言
語

を
扱
う
点
で
同
じ
土
壌
の
も
の
で
あ
る
が
へ
　
そ
の
対
象
　
(
学
習

者
)
・
方
法
に
お
い
て
並
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
1
ヨ
コ
の
連
携
。

H
　
た
だ
へ
　
帰
国
生
徒
な
ど
日
本
語
が
母
国
語
で
あ
り
な
が
ら
第
二

言
語
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
第
二
言
語
と
し
て
の
教
育
で
あ

る
日
本
語
教
育
は
、
第
二
呂
語
の
教
育
で
あ
る
国
語
教
育
の
前
段

階
と
し
て
位
置
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
。
1
タ
テ
の
連

携
。

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
こ
の
研
究

会
の
趣
旨
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
委
員
の
構
成
か
ら
も
中
等
教
育
の
国
語

教
育
に
携
わ
る
者
が
中
心
で
あ
る
が
'
初
等
教
f
c
・
1
;
間
等
教
育
に
携

わ
る
者
へ
　
日
本
語
教
育
に
携
わ
る
者
も
加
え
広
-
「
日
本
語
」
　
の
教

育
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
へ
　
そ
の
問
題
・
方
法
を
模
索
し
て
い
る
。

問
題
I
の
ヨ
コ
の
連
携
に
関
し
て
は
、
小
矢
野
哲
夫
氏
が
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
認
知
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
け
れ
ど

も
、
筆
者
は
'
こ
れ
ま
で
の
経
験
の
な
か
で
日
本
語
教
育
を
国
語

教
育
の
補
助
的
な
役
目
と
し
て
位
置
づ
け
る
　
(
と
感
じ
ら
れ
る
)

こ
と
の
不
合
理
を
感
じ
て
き
た
。
そ
の
不
合
理
は
、
筆
者
の
現
在

の
職
場
で
は
ま
っ
た
-
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
を
紹
介

し
よ
う
。
大
阪
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部
日
本
語
学
科
(
現
在
は

同
学
部
国
際
文
化
学
科
日
本
語
専
攻
)
　
で
は
一
九
九
二
年
度
に
一

名
の
文
部
省
学
部
留
学
生
を
受
け
入
れ
た
。
こ
の
学
生
の
た
め
に
、

日
本
語
学
科
の
他
の
日
本
人
学
生
に
課
し
て
い
る
副
専
攻
語
学
実

習
と
し
て
、
本
人
の
希
望
を
入
れ
て
日
本
語
を
提
供
し
た
。

科
目
の
名
称
は
一
年
次
に
お
い
て
日
本
語
川
か
ら
糊
へ
　
二
年
次

に
お
い
て
日
本
語
㈲
～
㈹
の
合
計
1
0
科
目
の
実
習
(
内
訳
は
講

読
4
ク
ラ
ス
'
文
法
3
ク
ラ
ス
へ
　
音
声
-
ク
ラ
ス
へ
　
作
文
2
ク
ラ

ス
)
　
が
行
わ
れ
た
。
1
九
九
三
年
度
か
ら
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改

訂
に
よ
っ
て
、
私
費
外
国
人
留
学
生
に
対
す
る
専
攻
語
実
習
と
し

て
授
業
科
目
「
日
本
語
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
へ
　
前
記
の
科
目

を
そ
の
ま
ま
提
供
し
て
い
る
。
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日
本
語
学
科
及
び
日
本
語
専
攻
に
在
籍
す
る
留
学
生
の
日
本
語

能
力
は
'
日
本
語
能
力
検
定
試
験
-
級
合
格
相
当
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
学
生
に
対
す
る
日
本
語
実
習
は
、
英
語
教
育
に
な
ぞ
ら
え
る

と
、
上
級
英
語
の
ク
ラ
ス
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
へ

一
、
二
年
次
に
お
け
る
授
業
内
容
は
'
日
本
語
学
言
語
学
、
日
本

語
教
育
学
、
対
坦
言
語
学
、
日
本
文
学
の
基
礎
的
な
知
識
の
概
説

で
あ
る
.
ち
な
み
に
使
用
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
1
端
を
紹
介

す
る
と
、
『
概
説
・
現
代
日
本
語
文
法
〔
改
訂
版
〕
』
　
(
桜
楓
社
)
へ

『
は
じ
め
て
の
人
の
日
本
語
文
法
』
(
-
ろ
し
お
出
版
)
、
『
ケ
ー
ス

ス
タ
デ
ィ
日
本
文
法
　
(
桜
楓
社
)
へ
　
『
発
想
と
表
現
日
英
語
比
較
講

座
4
』
　
(
大
修
館
書
店
)
　
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
授
業
を
履
修
し
た
餌
学
生
は
、
三
年
次
専
門
課
程
に

進
学
し
て
'
他
専
攻
語
　
(
い
わ
ゆ
る
外
国
語
)
　
を
履
修
し
た
日
本

人
学
生
と
同
じ
よ
う
に
'
日
本
語
学
、
言
語
学
へ
　
日
本
語
教
育
学
、

対
照
言
語
学
、
日
本
文
学
の
い
ず
れ
か
を
専
攻
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
四
年
次
に
お
い
て
卒
業
論
文
を
執
筆
す
る
の
で
あ
る
。
留

学
生
が
自
国
の
、
あ
る
い
は
日
本
の
日
本
語
教
育
機
関
に
お
い
て

受
け
て
き
た
日
本
語
教
育
が
、
そ
の
ま
ま
専
門
の
研
究
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
-
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
本
学
に
お
い
て
国
語
科
の
教
職

科
目
の
専
門
科
目
と
し
て
、
国
語
学
や
国
文
学
の
授
業
も
提
供
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
日
本
語
学
科
お
よ
び
日
本
語
専
攻
に
お
い

て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
国
語
」
と
い
う
名
の
授
業
科
目
は
提
供
さ
れ

て
い
な
い
。
す
べ
て
「
日
本
語
」
を
基
本
に
し
て
専
門
課
程
へ
と

つ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
外
国
人
餌
学
生
に
対
す
る
日
本
語
の

教
育
　
(
こ
れ
も
広
い
意
味
で
の
日
本
語
教
育
で
あ
る
)
　
が
そ
の
ま

ま
専
門
的
な
日
本
語
の
教
育
へ
と
連
続
し
、
研
究
へ
と
発
展
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

1
方
、
日
本
人
学
生
は
、
「
日
本
語
」
以
外
の
外
国
語
を
履
修
し

た
後
、
客
観
的
な
観
点
か
ら
日
本
語
を
観
察
し
、
あ
る
い
は
外
国

語
と
日
本
語
と
の
対
照
研
究
、
外
国
文
化
と
日
本
文
化
と
の
対
照

研
究
、
外
国
文
学
と
日
本
文
学
と
の
対
照
研
究
と
い
っ
た
方
面
で

専
門
課
程
の
学
習
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
例
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
日
本
語
教
育
　
(
あ
る
い
は
日

本
語
の
教
育
)
　
は
、
け
っ
し
て
国
語
教
育
の
前
段
階
の
導
入
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
日
本
語
教
育
を
終
え
た
後
に
国

語
教
育
へ
進
む
と
い
っ
た
予
備
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

日
本
語
教
育
に
は
確
か
に
、
学
習
段
階
と
し
て
の
初
級
、
中
級
、

上
級
と
い
っ
た
区
別
が
あ
り
、
そ
の
段
階
的
な
位
置
づ
け
が
必
要

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
へ
　
中
級
程
度
が
終
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
次

は
国
語
教
育
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
そ
う
し
て
は
い

け
な
い
と
考
え
る
。

特
に
帰
国
児
童
生
徒
に
対
し
て
は
日
本
国
の
学
校
教
育
に
お
い

て
国
語
科
が
必
要
だ
か
ら
と
い
う
の
で
'
日
本
語
か
ら
国
語
へ
と

い
う
橋
渡
し
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
へ
　
そ
の
橋
渡
し
が
必
ず

し
も
ス
ム
ー
ズ
に
実
行
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
が
現
状
で

あ
ろ
う
。
そ
の
い
ち
ば
ん
大
き
な
原
因
は
、
担
当
教
員
の
自
覚
と

適
切
な
教
材
の
不
足
で
あ
る
。
(
関
西
日
本
語
・
国
語
教
育
研
究
会
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p
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5
1
9
9
4
)

こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
語
教
育
が
そ
の
ま
ま

ゴ
ー
ル
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
語
教
育
と
日
本
語
教
育
の

決
定
的
な
差
異
は
、
第
　
i
M
m
と
し
て
の
教
育
な
の
か
第
二
言
語
と

し
て
の
な
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
二

言
語
と
し
て
の
教
育
で
あ
っ
て
も
へ
　
そ
の
到
達
点
は
簡
単
に
設
定
で

き
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
設
定
し
よ
う
と
す
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
間
題
に
関
し
て
は
、
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
の
問
題
と
と
も
に
拙

稿
「
国
際
学
校
で
の
母
国
語
教
育
」
　
(
全
集
「
国
際
理
解
教
育
と
教
育

実
践
」
「
国
語
に
お
け
る
国
際
理
解
教
育
」
分
冊
p
p
.
1
9
1
-
7
,
S
H

出
版
.
1
9
9
4
)
　
で
触
れ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

問
題
I
に
関
す
る
記
述
は
'
国
語
科
の
教
室
に
お
け
る
、
ヨ
コ
の

連
携
の
可
能
性
を
簡
単
に
挙
げ
て
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
例
と
し
て

は
'
読
む
た
め
の
文
法
則
の
指
導
へ
の
示
唆
へ
語
桑
・
語
句
指
導
、

音
声
言
語
の
指
導
へ
の
方
法
の
援
用
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

以
下
に
は
'
上
述
l
I
の
タ
テ
の
連
携
に
つ
い
て
、
九
三
年
九
月
に

行
っ
た
第
1
回
研
究
会
を
例
に
、
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
点
を
挙
げ

考
察
を
行
う
。

第
一
回
研
究
会

第
1
回
研
究
会
は
、
l
九
九
三
年
九
月
1
七
日
、
千
里
国
際
学
園

大
阪
国
際
文
化
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
い
て
、
講
師
に
東
京
女
子

大
学
の
上
野
田
鶴
子
氏
を
招
き
開

催
さ
れ
た
。
出
席
者
は
、
同
志
社

国
際
中
学
校
・
高
等
学
校
日
本
語

科
、
神
戸
女
学
院
中
学
部
・
高
等

学
部
国
語
科
へ
　
神
戸
国
際
大
学
付

属
高
等
学
校
国
際
科
(
英
語
)
へ
　
神

戸
^
o
<
学
院
日
本
語
科
、
武

庫
川
高
等
学
校
国
語
科
、
南
山
国

際
中
学
校
・
高
等
学
校
へ
　
小
林
聖

心
女
子
学
院
小
学
部
、
大
阪
外
国

語
大
学
外
国
語
学
部
、
須
磨
の
浦

女
子
高
等
学
校
国
語
科
、
東
京
学

芸
大
学
付
属
高
等
学
校
大
和
泉
校

舎
国
語
科
へ
　
千
思
国
際
学
園
大
阪

国
際
文
化
中
学
校
・
高
等
学
校
日

本
語
科
、
国
語
科
か
ら
の
'
合
計

二
四
名
で
あ
っ
た
。
ま
ず
へ
　
松
島

勇
教
諭
に
よ
る
　
「
基
礎
国
語
3
」

(
中
学
3
年
生
対
象
)
　
の
公
開
授

業
を
行
い
へ
　
そ
の
後
討
議
の
時
間

を
も
う
け
た
。
資
料
を
図
-
・
H

と
し
て
掲
げ
る
。

基礎国語について

目標
日本語に親しませ、興味を失わせないことに配盾しつつ、語桑力・表現力に向上を目指す。

指導内容
教科書の文章を使いつつ、独自の活動を行う。
*音読の重視、ルーティンワーク(短作文) 、チャーリー(漢字テスト)

授業の準備
教科書、国語辞典、授業用ノート、言葉ノート、作文用ノート
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公開授業指導裏

教材
lバール・ハーバーの授業」　猪口邦子(光村図吾国語3 1993)

mimm劉軍
帰国生徒にとって身近な話題を扱ったものであり、生徒が興味を持ちやすい。難解な語句が多少ある

が、手頃な分量であり全体の内容を把握しやすいO
主語
作者は、 I/トル・ハーバーの授業」によって、多様な歴史の見方を学びとることが出来た。その時

の感動は、その後の作者に影響を与えるほど大きく、大事なものであった。
授業の日額
字義通りの(吉葉の)解釈から文脈に則した(言葉の)解釈を行うことによって、文章を正しく理解

する。それによって、作者(猪口邦子)がIバール.ハーバーの授業」で学んだことを十分に理解す
る。
旧en扇
約-時　音読する。 (範託し、漢字の読み方、言葉の切れ目を確認させる)
第二時　生徒音読.わからなかった語句を辞書で確認させる。その臥机問巡視し助言を与える
第三時　理解しにくい部分(例:語句の意味が分かっても意味のとれない文等)を生徒各自が発表、

教科書に印を付けさせた後、段落を指示する。
第四時　不時O各段落事の読みとり。 (語句の解釈一文の解釈一段落の解釈)
第五時　第四時と同様。
第六時　作者が)/トル・ハーバーの授業で学んだこと」を話し合わせ、各自文章にさせる.
第七時　各自に自分の苦いた文革を発衷させ、自分の実際の体験も話し合わせる。

各段落事の抗解の日撮
第-段落　私を憂彰にしたものは何か。
第二段落　私を学校へ行かせたものは何か。
第三段落　どんなlバール・ハーバーの授業」か。
第四段落　その授業が私に与えたものは何か。

以上の各段落事の要点を正しくつかむことによって、上述の主題に迫る。

文

基礎国語



第
一
回
研
究
会
で
は
、
日
本
語
教
育
と
国
語
教
育
の
接
点
の
問
題

を
扱
っ
た
。
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
点
を
整
理
し
考
察
を

加
え
る
。

前
述
の
　
「
タ
テ
の
連
携
」
　
に
つ
い
て
基
礎
国
語
の
授
業
か
ら
明
ら

か
に
な
っ
た
開
拓
点
は
、

-
「
基
礎
国
語
」
と
「
国
語
」
の
違
い
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る
'

そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
(
学
年
)
　
で
の
「
基
礎
」
と
は
何
か
。
例
え
ば
、

学
習
指
導
要
領
で
い
わ
れ
て
い
る
'
「
基
礎
」
「
教
材
の
精
選
化
」

の
具
体
的
な
内
容
。

2
「
国
語
」
の
授
業
を
軸
に
帰
国
生
徒
と
1
般
生
徒
の
捉
え
方
の

違
い
。
ま
た
へ
　
そ
の
違
い
を
意
識
し
た
場
合
の
日
本
語
教
育
と
国

語
教
育
の
範
囲
。

の
二
点
で
あ
る
。

問
題
点
I
の
考
察

研
究
会
の
公
開
授
業
に
際
し
て
へ
大
阪
国
際
文
化
中
学
校
二
日
間
等

学
校
国
語
科
で
準
備
し
た
本
校
で
の
開
講
科
目
と
し
て
の
日
本
語
・

基
礎
国
語
・
国
語
の
領
域
区
分
は
図
m
の
よ
う
に
な
る
。

基
礎
国
語
を
受
講
す
る
生
徒
は
'
海
外
生
活
が
長
-
ま
た
現
地
校

で
教
育
を
受
け
た
た
め
へ
生
活
の
言
語
と
し
て
の
　
(
例
え
ば
観
と
の

会
話
な
ど
)
　
日
本
語
は
身
に
付
い
て
い
る
が
'
学
習
の
言
語
と
し
て

は
ま
だ
不
完
全
で
あ
る
者
た
ち
が
大
半
で
'
外
国
人
で
あ
る
が
、
数

年
の
日
本
語
学
習
(
日
本
語
学
校
な
ど
で
の
)
　
を
経
て
本
校
に
入
学

し
た
者
は
本
年
度
1
名
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
へ
授
業
で

の
目
標
は
端
的
に
言
え
ば
、
国
語
の
授
業
で
使
用
す
る
教
科
書
が
読

め
、
字
義
通
り
の
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題

に
な
る
の
は
'

①
漢
字
・
慣
用
句
な
ど
の
表
記
・
語
句
の
知
識
へ
②
自
習
の
た
め
の

国
語
辞
典
・
漢
和
辞
典
等
の
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
能
力
、
③
あ
る
程
度
の

口
一
八
の
抽
象
的
な
日
本
語
の
文
章
を
扱
う
能
力
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
公

開
授
業
で
扱
っ
た
「
パ
ー
ル
・
ハ
ー
バ
ー
の
授
業
」
に
関
し
て
教
科

吾
(
光
村
図
日
国
語
3
)
　
の
単
元
未
(
こ
の
文
章
は
'
魯
迅
の
「
故

郷
」
嵯
峨
信
之
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
神
話
」
と
と
も
に
「
状
況
に
生
き
る
」

と
い
う
単
元
を
構
成
し
て
い
る
)
　
の
学
習
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
課
題

を
見
る
と
'

人
間
や
社
会
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る

-
「
私
」
　
の
気
持
ち
や
考
え
が
変
化
し
て
い
-
様
子
を
読
み
と
り
、

次
の
順
序
で
整
理
し
て
み
よ
う
。

‖
　
戦
争
の
記
述
が
気
に
な
り
だ
し
た
と
き

佃
　
学
校
を
休
も
う
か
と
考
え
た
と
き

川
　
授
業
を
受
け
た
と
き

糾
　
授
業
を
終
え
た
と
き

2
　
戦
争
を
め
ぐ
る
国
と
国
へ
人
と
人
と
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
で

読
ん
だ
り
人
か
ら
聞
い
た
り
し
て
、
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と

を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

と
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
各
実
践
の
場

で
は
、
各
教
師
が
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
に
い
-
つ
も
の
ス
テ
ッ
プ
を

踏
ま
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
、
課
題
の
2
に
到
る
ま
で
に
確
実
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に
生
徒
全
員
が
　
「
パ
ー
ル
・
ハ
ー
バ
ー
の
授
業
」
　
に
記
述
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
字
義
通
り
読
解
・
理
解
し
'
ま
た
そ
の
本
文
理
解
に
基
づ

い
て
話
し
合
い
が
で
き
る
よ
う
な
適
切
な
手
だ
て
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
'
上
述
の
問
題
点
①
に
関
し
て
、
理
解
の
前
提
と
し
て
の

語
句
の
学
習
が
そ
の
文
章
の
文
脈
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
、
な

ど
と
い
う
点
に
関
し
て
　
「
わ
か
ら
な
い
言
葉
を
調
べ
て
き
な
さ
い
」

「
新
出
漢
字
を
一
〇
回
ず
つ
練
習
し
て
き
な
さ
い
」
と
い
う
指
導
で

は
'
あ
ま
り
有
効
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
辞
門
を
引
い
て
意
味

を
告
き
写
し
た
と
こ
ろ
で
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
が
、
課
題
は
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
l
応
、
と
い
う
生
徒
は
帰
国
生
徒
な
ら

ず
と
も
少
な
く
は
な
い
.
こ
れ
は
問
題
点
②
に
も
関
係
す
る
o

問
題
点
③
に
関
し
て
は
、
語
句
・
文
レ
ベ
ル
か
ら
段
落
へ
の
構
成

を
丁
寧
に
位
置
づ
け
る
指
導
に
よ
り
実
現
さ
れ
よ
う
。
授
業
で
取
り

扱
う
文
章
が
字
義
通
り
に
理
解
で
き
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
意
見
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
「
基
礎
」
ま
た
は
「
基
礎
の

保
証
」
　
に
つ
い
て
国
語
科
の
教
師
が
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
語
科
の
授
業
で
は
　
「
授
業
で
使
用
す
る
教
科

書
が
読
め
へ
字
義
通
り
の
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
保
証

す
る
」
と
い
う
非
常
に
単
純
明
快
な
前
提
に
つ
い
て
省
み
る
こ
と
を

促
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
発
展
に
つ
い
て
は
各
教
室
の
実
体
に

添
う
も
の
で
あ
っ
て
1
向
に
か
ま
わ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
問
題
点
③

に
対
す
る
指
導
を
目
指
し
た
授
業
の
例
と
し
て
、
公
開
授
業
の
指
導

案
を
掲
げ
る
。

本
時
の
活
動
　
(
第
四
時
)

川
第
一
段
落
を
音
読
さ
せ
る
。

脚
段
落
の
目
標
を
説
明
す
る
。

「
私
は
な
ぜ
憂
畳
に
な
っ
た
」
　
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
さ
せ

る
。予

想
さ
れ
る
反
応
　
パ
ー
ル
・
ハ
ー
バ
ー
の
授
業
だ
か
ら

i
i
「
パ
ー
ル
・
ハ
ー
バ
ー
」
が
私
を
憂
鬱
に
さ
せ
た
理
由
を
本
文

か
ら
拾
い
出
さ
せ
'
発
表
さ
せ
る
。

予
想
さ
れ
る
反
応
　
(
初
め
て
の
パ
ー
ル
・
ハ
ー
バ
ー
の
授
業
だ

か
ら
。
た
だ
一
人
の
日
本
の
子
だ
か
ら
教
科
書
の
記
述
が
　
「
意
地

悪
い
タ
ッ
チ
」
だ
っ
た
か
ら
)

糾
教
科
吾
の
記
述
を
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
対
比
さ
せ
て
板
書
す
る
。

(
板
書
例
は
略
)

糊
ア
メ
リ
カ
ン
ス
ク
ー
ル
の
教
科
H
の
記
述
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
の

一
方
的
な
見
方
で
あ
っ
た
こ
と
へ
　
そ
れ
が
日
本
人
で
あ
る
私
を
憂

畳
に
さ
せ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。

㈲
日
本
に
つ
い
て
の
誤
解
が
ほ
か
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る

部
分
を
本
文
中
か
ら
捜
さ
せ
る
。

間
補
足
　
表
現
の
巧
み
さ
に
気
付
か
せ
る
。
(
例
-
「
憂
鬱
と
い
う

気
分
の
本
当
の
状
態
を
本
当
に
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
-
」
)

先
日
開
催
さ
れ
た
第
八
六
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
　
(
一
九
九

四
年
八
月
四
・
五
日
)
　
の
「
国
語
科
に
お
け
る
評
価
I
そ
の
課
題
と

方
法
-
」
と
題
さ
れ
た
課
題
研
究
発
表
で
、
水
川
隆
夫
氏
の
発
表
「
国

語
科
目
標
諭
・
評
価
論
の
今
日
的
課
題
」
　
の
中
に
国
語
科
指
導
部
項
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一
覧
表
　
(
例
)
　
と
し
て
図
Ⅳ
の
よ
う
な
表
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
表
を
め
ぐ
っ
て
は
多
少
の
論
議
が
あ
っ
た
が
、
表
中
◎
印
で
示
さ

れ
る
発
展
的
指
導
事
項
と
い
う
考
え
は
興
味
深
い
。
こ
れ
は
、
全
員

に
つ
い
て
t
律
に
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
項
目
で
、

評
価
項
目
の
単
純
化
、
ま
た
個
性
化
へ
の
対
応
を
も
-
ろ
ん
で
設
定

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
基
礎
」
に
つ
い
て
再
考
す
る
場
合
の
参

考
に
な
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
へ
　
「
精
選
化
」
に
関
し
て
は
'
同
じ
課

題
研
究
へ
　
森
田
信
義
氏
の
「
『
学
び
方
』
の
評
価
」
中
「
E
何
を
ど
う

評
価
す
る
の
か
　
『
分
か
る
』
　
『
分
か
ら
な
い
』
　
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
-
」
は
'
説
明
的
文
章
に
関
す
る
教
材
本
文
の
選
定
に
際
し
て
の

視
点
を
示
し
へ
　
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
。

目
標 萩 城 r一十号H 'tl

舵

了f
古汁

枚

il a†

昏声

文字 .表記

古希句 .防食

文法

△ n v

説明的

叙述

育 構逓

力 文車 号 rT.

冒
⑳感想 l意見

△曹 S I

標
文
早

△訊押

文学作 品

表現

ft 博通

ヂf 主恩

C す t" 蝣ォ p .

作

取材

棉 .ォ.

記述
文 △推敵
ft △銘文 l批評
fT 、̀十十.S . 'iー

話 しf T薫 拓 しカ

△聞 き取 り
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(!蝣*-*サ指SIUl i -T-す。
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ii囲四IEEti玩謹^m

図IV

問
題
点
2
の
考
察

こ
の
問
題
に
関
し
て
へ
　
最
も
重
要
な
の
は
生
徒
の
実
状
の
見
極
め

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
生
徒
の
多
様
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
へ

帰
国
生
だ
か
ら
へ
一
般
生
だ
か
ら
、
と
い
う
大
ま
か
な
区
分
け
は
意

味
を
為
さ
な
い
。
こ
の
間
題
に
関
し
て
竹
長
吉
正
氏
の
記
述
が
大
き

な
示
唆
を
与
え
て
-
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
そ
れ
を
掲
げ
る
。
こ
れ

は
へ
　
同
志
社
国
際
高
校
の
角
有
紀
子
氏
の
'
帰
国
生
徒
に
対
す
る
国

語
の
授
業
は
作
品
を
読
解
す
る
に
際
し
て
必
要
な
日
本
の
歴
史
背

景
・
文
化
背
景
を
先
ず
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
日
本

史
の
授
業
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
記
述
を
受
け
て
以
下
の
よ
う
に

続
-
。②

帰
国
生
徒
の
い
る
教
室
-
そ
の
現
状
と
問
題
点

角
の
文
章
を
こ
の
よ
う
に
引
用
し
て
き
て
'
「
は
て
な
?
」
と
思

う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
'
第
一
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
文
化
的

背
景
」
が
な
い
と
さ
れ
る
の
は
、
は
た
し
て
帰
国
生
徒
だ
け
な
の

だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
俗
に
「
こ
の
頃
の
高
校
生
は
歎

石
の
　
『
猫
』
　
も
ろ
-
に
読
め
な
い
」
と
言
わ
れ
る
昨
今
で
あ
る
。

日
本
文
化
の
古
典
的
な
も
の
は
、
帰
国
生
徒
な
ら
ず
と
も
、
一
般

の
高
校
生
に
と
っ
て
も
ま
す
ま
す
緑
遠
-
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

一
歩
突
っ
込
ん
で
言
え
ば
、
そ
う
し
た
日
本
文
化
の
古
典
的
な
も

の
ば
か
り
を
珍
重
し
す
ぎ
る
教
師
側
の
問
題
が
あ
り
は
し
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
'
あ
る
程
度
大
切
に

扱
う
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
を
珍
重
す
る
と
、
い

わ
ゆ
る
「
教
養
古
典
」
　
の
よ
う
に
な
っ
て
、
生
徒
の
学
ぶ
意
欲
を

減
退
さ
せ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
実
学
的
な
も
の
、
彼
ら

の
目
前
の
言
語
的
日
常
生
活
に
生
き
て
働
-
も
の
　
(
例
え
ば
'
説

明
文
や
論
説
文
の
読
解
学
習
な
ど
)
　
を
重
視
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
帰
国
生
徒
の
国
語
教
室
と
い
う
と
'
い
つ
も
お
決
ま
り
の
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よ
う
に
、
日
本
文
化
や
古
典
的
な
も
の
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
は
、
も
う
一
度
よ
-
考
え
直

し
て
み
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
る
次

第
で
あ
る
。

第
二
に
'
芥
川
の
『
羅
生
門
』
や
'
『
枕
草
子
』
　
の
「
春
は
あ
け

ぼ
の
」
を
帰
国
生
徒
に
教
え
る
際
、
時
代
背
景
や
風
俗
習
慣
を

し
っ
か
り
理
解
さ
せ
た
上
で
、
と
い
う
の
は
納
得
が
い
-
が
、
い

つ
も
そ
う
し
た
こ
と
を
や
っ
て
日
本
の
古
典
文
学
や
近
代
文
学
を

教
え
て
い
て
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
「
国
語
の
授
業
」
　
に
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
、
と
懸
念
す
る
。

例
え
ば
'
芥
川
の
　
『
羅
生
門
』
　
の
場
合
へ
　
平
安
時
代
末
期
の
人

心
が
乱
れ
た
時
代
と
い
う
時
代
背
景
を
こ
と
さ
ら
強
-
意
識
し
な

-
と
も
、
こ
の
作
品
は
十
分
に
読
め
る
の
で
あ
る
。
い
や
へ
　
そ
の

よ
う
に
し
て
読
め
る
指
導
を
教
師
は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
(
中
略
)
帰
国
生
徒
に
彼
ら
の
感
じ
方
に
固
執
さ
せ
る
よ
う

に
す
る
の
も
よ
-
な
い
し
'
ま
た
、
彼
ら
の
感
じ
方
を
全
否
定
す

る
よ
う
な
指
導
も
よ
-
な
い
。
彼
ら
の
感
じ
方
・
受
け
と
め
方
を

ま
ず
自
由
に
発
表
さ
せ
'
し
か
る
の
ち
に
、
作
者
は
ど
の
よ
う
な

感
じ
方
で
こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
か
を
生
徒
に
知
ら
せ
る
。
す
る

と
へ
　
彼
ら
も
納
得
す
る
。
自
分
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
感
じ
方

を
知
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
帰
国
生
徒
の
も
の
の
見
方
・

感
じ
方
が
少
し
ず
つ
広
が
っ
て
い
-
よ
う
に
指
導
す
る
。

こ
う
し
た
形
で
の
「
日
本
文
化
へ
の
開
眼
」
　
こ
そ
が
、
本
物
な

の
だ
、
と
思
う
。
帰
国
生
徒
の
「
日
本
理
解
」
は
'
彼
ら
の
認
識

変
革
を
伴
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
知
識
の
注
入

を
受
け
た
だ
け
で
は
、
生
き
て
働
-
「
日
本
理
解
」
と
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
帰
国
生
徒
に
は
「
日
本
の
文
化
的
背
景
」
が
不
足

し
て
い
る
、
と
よ
-
言
わ
れ
る
が
た
め
に
、
か
え
っ
て
へ
　
そ
の
知

識
的
詰
め
込
み
に
教
師
が
汲
々
と
し
て
し
ま
い
'
大
切
な
こ
と
を

取
り
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

③
言
葉
に
こ
だ
わ
り
、
日
本
語
を
相
対
化
す
る
国
語
教
室

帰
国
生
徒
を
対
象
と
し
た
国
語
学
習
は
、
日
本
文
化
の
修
得
も

大
事
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
言
葉
に
こ
だ
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
い

い
、
と
思
う
。

(
中
略
)
　
と
も
か
-
、
帰
国
生
徒
と
日
本
語
を
学
ぶ
中
で
'
言
葉

に
こ
だ
わ
り
へ
自
分
が
そ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
日
本
語
表
現

の
不
思
議
さ
に
遭
遇
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
得
が
た
い

経
験
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
誤
読
は
訂
正
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
培
う
べ
き
「
基
礎
・
基
本
と
し
て
の
日
本
語

能
力
」
　
と
い
う
も
の
の
体
系
は
存
在
す
る
。

そ
う
し
た
指
導
の
営
為
を
税
み
丑
ね
て
い
-
1
万
で
、
日
本
語

及
び
日
本
語
表
現
を
相
対
化
し
て
い
-
経
験
を
、
ひ
そ
や
か
な
が

ら
、
大
切
に
取
り
扱
っ
て
い
き
た
い
。
帰
国
生
徒
と
と
も
に
日
本

語
を
勉
強
す
る
教
師
の
醍
醐
味
・
生
き
が
い
は
、
ま
さ
に
へ
　
そ
こ

に
存
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
(
国
際
理
解
と

日
本
理
解
と
を
深
め
る
国
語
学
習
「
国
語
に
お
け
る
国
際
理
解
教

育
」
p
p
.
1
5
6
-
6
0
^
H
出
版
1
9
9
4
)

こ
の
記
述
の
中
の
「
帰
国
生
徒
」
と
い
う
語
を
「
昨
今
の
中
学

39



生
・
高
校
生
」
と
言
い
換
え
て
み
て
も
余
り
違
和
感
は
な
い
。
こ
の

よ
う
な
視
点
が
'
こ
こ
で
述
べ
る
の
は
非
常
に
逆
説
的
な
気
も
す
る

が
、
日
本
語
教
育
・
国
語
教
育
と
い
っ
た
領
域
を
設
定
す
る
の
で
は

な
-
、
日
本
語
の
教
育
と
し
て
の
無
段
階
の
連
鎖
を
構
想
す
る
際
の

有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
論
考
は
、
引
用
が
非
常
に
多
-
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
お
わ
り
に
」

で
も
倉
揮
栄
吉
氏
の
記
述
を
引
用
す
る
。

3
　
国
語
教
育
の
安
泰
と
危
機

川
危
機
感
の
薄
い
国
語
科
教
師

お
よ
そ
学
校
教
育
の
中
で
も
っ
と
も
安
泰
な
教
科
は
と
い
え
ば
'

算
数
・
数
学
科
と
国
語
科
で
あ
ろ
う
。
体
育
な
ど
さ
え
教
科
と
し

て
存
在
し
な
い
国
も
あ
る
が
、
読
み
書
き
ソ
ロ
バ
ン
は
ど
こ
の
国

で
も
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
安
泰
が
危
機
と
背
中
合
わ
せ
に

な
っ
て
い
る
の
だ
。
日
本
語
教
育
や
'
日
本
に
お
け
る
外
国
語
教

育
(
主
と
し
て
英
語
教
育
)
　
と
比
べ
て
み
る
と
、
危
機
的
な
と
ま

で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
'
少
な
-
と
も
秋
風
は
か
な
り
吹
き
出

し
て
い
る
。
国
語
教
育
に
対
す
る
行
政
の
取
り
組
み
方
を
見
れ
ば

l
目
瞭
然
で
あ
る
.
国
立
国
語
研
究
所
の
予
算
も
'
「
国
立
日
本
語

研
究
所
」
と
言
い
た
い
-
ら
い
だ
。
日
本
語
教
育
へ
の
予
算
は
増

え
る
が
'
一
方
へ
国
語
教
育
へ
の
関
心
と
予
算
的
充
実
は
比
較
に

な
ら
な
い
ほ
ど
お
粗
末
だ
。

日
本
語
教
育
や
英
語
教
育
の
専
門
家
は
'
国
語
教
師
以
上
に
そ

の
専
門
性
を
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
苦
労
も

し
工
夫
も
し
て
い
る
。
国
語
教
師
の
中
に
は
'
と
も
す
る
と
工
夫

や
努
力
に
欠
け
る
人
も
あ
る
。
教
師
の
専
門
性
の
自
覚
が
足
り
な

い
。
危
機
感
が
う
す
い
小
学
校
で
英
語
を
教
え
る
こ
と
に
な
る
か

ど
う
か
は
ま
だ
先
の
問
題
だ
が
、
国
語
教
師
が
対
岸
の
火
災
視
し

て
い
る
う
ち
に
、
案
外
時
間
が
早
-
訪
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

脚
求
め
ら
れ
る
国
語
教
育
の
専
門
性
と
日
本
語
教
育
専
門
家
の
連

s'r国
語
教
育
の
専
門
家
と
日
本
語
教
育
の
専
門
家
と
の
問
に
十
分

な
達
繋
が
な
い
。
こ
れ
は
双
方
が
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
で
あ
る
。
指
導
の
目
的
や
相
手
が
違
う
が
'
同
じ
日
本
語
を
学

ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
績
を
出
し
あ
っ
て
協
力
す
べ

き
は
ず
で
あ
る
。
言
語
教
育
は
国
際
化
時
代
を
迎
え
て
ど
う
い
う

点
に
共
通
の
間
題
を
持
つ
か
。
ま
た
'
国
語
教
育
へ
外
国
語
教
育
へ

日
本
語
教
育
の
三
つ
の
分
野
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
固
有
の
問
題
を

抱
え
て
い
る
の
か
。
(
財
団
法
人
「
言
語
教
育
振
興
財
団
」
が
設
立

さ
れ
て
か
ら
よ
う
や
く
三
者
の
共
同
研
究
が
そ
の
第
一
歩
を
踏
み

出
そ
う
と
し
て
い
る
。
)
国
語
教
育
は
'
そ
れ
ら
の
中
で
も
っ
と
も

歴
史
が
古
-
実
績
も
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
'
相
互
の
連

絡
が
今
の
ま
ま
だ
と
、
孤
立
し
て
し
ま
い
、
独
善
的
な
方
向
に
進

ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
言
語
教
育
と
し
て
の
三
分
野
は
、

小
池
生
夫
氏
　
(
慶
応
大
学
教
授
　
大
学
英
語
教
育
学
会
会
長
)
　
の

言
う
よ
う
に
、
三
者
の
共
通
性
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
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を
つ
け
る
」
　
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
で
は
国
語
教
育
で
は
ど
ん
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
つ
け
て
き
た
の
か
、
今
後
ど
う
し
た

ら
よ
い
の
か
、
に
つ
い
て
の
研
究
と
実
践
は
き
わ
め
て
不
充
分
で

あ
る
。
こ
の
面
を
開
拓
し
て
い
か
な
い
と
、
取
り
残
さ
れ
て
し
ま

s
a

仰
軽
視
さ
れ
が
ち
な
国
語
科

高
等
学
校
に
お
け
る
国
語
科
は
、
生
徒
か
ら
軽
視
さ
れ
が
ち
で

あ
る
。
こ
の
傾
向
は
中
学
校
に
も
及
ん
で
い
る
。
小
・
中
学
校
を

通
じ
て
国
語
科
は
人
気
の
な
い
教
科
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ

れ
で
も
女
子
中
学
生
を
中
心
に
若
干
の
支
持
母
体
が
あ
っ
た
。
そ

の
お
か
げ
で
9
教
科
中
の
人
気
ド
ン
ジ
リ
を
免
れ
て
い
る
。
が
、

そ
れ
も
危
う
-
な
っ
た
。
高
校
で
は
生
徒
は
英
語
の
勉
強
に
力
を

入
れ
へ
　
国
語
の
予
復
習
の
時
間
を
そ
れ
に
あ
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。

大
学
で
も
'
入
試
科
目
か
ら
は
ず
そ
う
と
す
る
傾
向
が
出
て
き

た
。
l
　
『
西
日
本
新
間
』
　
二
九
二
年
1
月
三
1
日
の
夕
刊
に
は
、

「
二
月
へ
　
本
番
を
迎
え
る
私
立
大
学
　
入
試
で
　
『
国
語
』
　
を
試
験

科
目
か
ら
は
ず
し
た
り
、
配
点
を
外
国
語
に
よ
り
ウ
エ
ー
ト
を
置

-
な
ど
　
『
国
語
』
軽
視
の
傾
向
が
1
段
と
強
-
な
っ
て
い
る
。
理

工
系
や
外
国
語
専
攻
は
別
と
し
て
'
な
ぜ
文
系
ま
で
も
が
『
国
語
』

を
軽
視
す
る
の
か
」
と
い
う
リ
ー
ド
が
あ
っ
て
'
詳
し
い
実
情
が

報
道
さ
れ
て
い
る
。
同
紙
の
見
出
し
は
　
「
配
点
で
差
を
付
け
る
私

大
入
試
　
勝
負
は
英
語
で
!
」
と
あ
る
。
国
語
科
は
い
よ
い
よ
危

機
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

(
国
際
化
時
代
に
お
け
る
国
語
教
育
「
国
語
に
お
け
る
国
際
理
解

教
育
」
p
p
.
l
l
-
2
S
H
出
版
1
9
9
4
)

い
ろ
い
ろ
な
人
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
問
題
は
1

人
一
人
の
国
語
教
師
が
ど
の
-
ら
い
切
実
に
こ
の
問
題
を
捉
え
へ
向

き
合
お
う
と
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
へ
　
と
思
っ
た
り
す
る
。
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国
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