
日
常
の
言
葉
を
通
し
て
心
と
向
き
合
う

-
　
方
言
の
学
習
　
-

一
は
じ
め
に

本
校
は
、
呉
市
の
南
、
瀬
戸
内
海
芸
予
諸
島
に
位
置
す
る
倉
橋
島
の
南
岸

に
あ
る
、
全
校
九
十
余
名
の
小
規
模
校
で
あ
る
。
生
徒
の
九
割
は
島
内
か
ら

通
学
し
、
一
割
は
呉
市
内
及
び
隣
の
島
で
あ
る
能
美
島
方
面
か
ら
通
学
し
て

い
る
。
私
は
'
平
成
十
一
年
度
新
規
採
用
で
本
校
に
赴
任
し
た
。

本
校
は
'
か
つ
て
い
わ
ゆ
る
「
授
業
が
成
立
し
に
-
い
」
学
校
で
あ
っ
た

が
'
近
年
は
学
校
・
家
庭
・
地
域
の
努
力
に
よ
り
落
ち
着
い
て
き
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
卒
業
後
は
、
就
職
す
る
生
徒
が
六
割
へ
　
進
学
(
大
学
・
専

門
学
校
含
む
)
　
す
る
生
徒
が
四
割
で
あ
る
が
、
進
学
率
は
年
々
上
が
っ
て
き

て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
生
徒
を
目
の
前
に
し
て
'
こ
の
状
況
に
甘
ん
じ
て
よ
い

も
の
か
ど
う
か
私
に
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
言
葉
遣
い
が
荒
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
語
桑
が
少
な
い
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
欠
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
ど
は
、
昨
今
の
高
校
生
全
般
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、

本
校
生
徒
に
関
し
て
は
、
そ
の
上
発
す
る
言
葉
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
と

い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

①
　
教
員
や
目
上
の
人
に
対
し
て
敬
語
・
丁
寧
語
を
用
い
な
い
。

河
　
原
　
宜
　
央

②
　
暴
言
が
日
常
的
に
使
わ
れ
る
。
生
徒
同
士
・
教
員
に
対
し
て
も
。
(
バ
カ
・

死
ね
・
殺
す
・
往
ね
　
[
去
れ
]
・
し
ぼ
-
ぞ
‥
つ
ざ
い
　
[
う
っ
と
う
し

い
]
・
き
も
い
　
[
気
持
ち
悪
い
]
な
ど
)
1
学
年
・
性
別
を
問
わ
ず
。

も
ち
ろ
ん
へ
　
こ
れ
は
全
て
の
生
徒
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
体
的
に

こ
う
し
た
言
語
環
境
が
ま
か
り
通
る
雰
囲
気
が
校
内
に
あ
る
。
こ
う
し
た
状

況
は
、
私
の
よ
う
な
生
徒
と
年
齢
の
近
い
教
員
や
'
非
常
勤
の
教
員
の
前
で

よ
-
起
こ
る
よ
う
で
、
生
徒
に
と
っ
て
厳
し
い
・
怖
い
教
員
の
前
で
は
起
こ

ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
か
つ
て
は
暴
力
な
ど
と
い

う
形
で
噴
出
し
て
い
た
「
荒
れ
」
が
、
潜
在
化
し
、
噴
出
し
や
す
い
と
こ
ろ

で
「
言
葉
の
荒
れ
」
と
な
っ
て
顕
在
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。

「
言
葉
の
荒
れ
」
　
の
問
題
点
は
'
生
徒
の
抱
え
る
内
面
的
な
課
題
　
(
「
心

の
荒
れ
」
)
　
を
再
生
産
す
る
と
い
う
悪
循
環
を
作
り
出
す
点
に
あ
る
。
相
手

を
ば
か
に
し
た
り
'
相
手
が
傷
つ
-
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
り
す
る
こ
と
で
'

自
分
の
存
在
感
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
へ
　
こ
の
こ
と
は
逆
に
自

分
の
心
を
荒
ま
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
.
だ
と
す
れ
ば
、
「
言
葉
の
荒
れ
」
は
放
置
し
て
お
-
と
'
更
な
る
「
荒
れ
」

に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
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「
吉
葉
の
荒
れ
」
　
に
対
す
る
指
導
と
し
て
は
、
日
常
的
な
生
徒
指
導
が
肝

要
で
あ
ろ
う
が
'
言
語
を
扱
う
教
科
で
あ
る
国
語
の
授
業
で
何
が
指
導
で
き

る
か
を
考
え
て
み
た
。

文
字
作
品
を
通
し
て
心
に
迫
る
'
と
い
う
の
も
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
私
の
担
当
し
た
「
国
語
表
現
」
　
の
授
業
で
直
接
言
葉
に
向
き
合
っ
て
み
る

こ
と
に
し
た
。
「
国
語
表
現
」
　
(
二
年
次
で
履
修
二
一
単
位
)
　
で
年
間
を
通
し

て
ね
ら
い
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

①
　
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
に
触
れ
て
自
己
の
言
語
生
活
を
見
つ
め
な
お
す
。

(
表
現
を
豊
か
に
す
る
・
適
切
に
す
る
)

②
　
言
語
表
現
の
背
景
に
は
'
感
情
や
思
考
と
い
っ
た
心
理
的
な
作
用
が
あ

る
こ
と
を
理
解
す
る
。

と
に
か
-
言
葉
を
通
し
て
'
「
心
」
　
に
向
き
合
わ
せ
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
へ
　
種
種
の
表
現
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
表
現
に
至
る
心

情
や
思
考
を
掘
り
下
げ
て
い
-
と
い
う
作
業
を
授
業
展
開
の
軸
に
据
え
た
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
言
葉
と
心
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ

が
自
己
に
還
元
さ
れ
た
と
き
自
分
の
言
葉
遣
い
や
さ
ら
に
は
心
の
状
態
を
見

つ
め
な
お
す
契
機
に
な
る
、
と
い
う
の
が
仮
説
で
あ
っ
た
。

〓
　
「
国
語
表
現
」
年
間
授
業
展
開

指
導
期
間
‥
平
成
十
一
年
四
月
～
平
成
十
二
年
二
月

対
象
学
年
‥
第
二
学
年

一
学
期
　
・
あ
い
さ
つ
言
葉
の
い
ろ
い
ろ
な
意
味

・
詩
の
表
現
二
　
つ
の
メ
ル
ヘ
ン
」
　
(
中
原
中
也
)

・
歌
謡
曲
の
表
現
「
長
い
間
」
　
(
キ
ロ
ロ
)

二
学
期
　
・
ネ
ー
ミ
ン
グ
実
践

・
現
代
短
歌
の
表
現
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
革
命
」
　
(
俵
万
智
)

「
五
七
五
」
　
(
撰
者
-
松
任
谷
由
実
)

・
短
歌
創
作
、
品
評
会

23

三
学
期
　
・
広
島
弁
再
発
見
「
な
ま
り
む
つ
か
し
」
　
(
増
ふ
み
)

1
学
期
は
、
「
表
現
に
触
れ
る
こ
と
」
を
中
心
に
'
二
学
期
は
「
表
現
す
る

こ
と
」
を
中
心
に
授
業
を
展
開
し
た
。
い
ず
れ
も
'
表
現
に
い
た
る
ま
で
の

「
感
情
」
や
「
思
考
」
に
注
目
さ
せ
た
。
三
学
期
は
'
そ
れ
ま
で
の
学
習
を
ま
と

め
て
へ
い
よ
い
よ
身
近
な
言
葉
に
日
を
向
け
て
み
る
と
い
う
段
階
ま
で
進
め
た
。



三
　
授
業
展
開
例
-
-
方
言
の
学
習
(
広
島
弁
再
発
見
)

な
ぜ
方
言
か
　
(
教
材
選
定
の
理
由
)

言
葉
を
通
し
て
心
に
触
れ
る
と
い
う
通
年
の
流
れ
の
ま
と
め
の
段
階
と
し

て
は
'
学
習
し
て
き
た
こ
と
を
ぜ
ひ
自
分
自
身
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
さ
せ
た

い
と
思
っ
た
。
ま
た
へ
言
葉
が
心
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
認
識

さ
せ
た
い
と
も
考
え
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
う
方
言
(
特
に

広
島
弁
)
　
を
学
習
す
る
こ
と
に
は
次
の
よ
う
な
有
効
な
点
が
あ
る
。

①
　
方
言
(
広
島
弁
)
は
'
学
習
者
が
日
常
的
な
会
話
の
中
で
用
い
る
言
語

で
あ
る
か
ら
へ
自
分
自
身
の
言
語
生
活
に
ひ
き
つ
け
て
捉
え
や
す
い
。

②
　
方
言
に
は
、
そ
の
土
地
の
生
活
習
慣
や
文
化
が
凝
縮
さ
れ
た
要
素
が
あ

り
へ
言
葉
の
背
景
を
掘
り
下
げ
て
考
え
る
の
に
適
し
て
い
る
と
い
え
る
。

③
　
学
習
者
は
'
特
に
感
情
表
現
を
方
言
で
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
言
葉

と
心
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
考
え
や
す
い
。

こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
方
言
(
広
島
弁
)
　
を
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と

に
し
た
。

授
業
の
目
標

授
業
に
際
し
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

①
　
日
常
生
活
の
中
で
用
い
て
い
る
言
葉
に
関
心
を
持
つ
。

②
　
方
言
が
そ
の
土
地
の
生
活
習
慣
や
文
化
・
風
土
を
背
負
っ
た
言
語
で
あ

る
こ
と
を
知
る
。

③
　
広
島
弁
の
特
徴
を
知
り
'
そ
の
背
景
に
つ
い
て
追
究
す
る
。

④
　
自
分
の
言
語
生
活
を
振
り
返
り
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
へ
表
現
に
際
し

て
は
へ
　
そ
の
適
切
な
表
現
を
心
が
け
る
態
度
を
育
成
す
る
。

授
業
展
開

授
業
展
開
と
し
て
は
'
ま
ず
は
自
分
た
ち
の
話
し
て
い
る
広
島
弁
の
特
徴

を
、
共
通
語
と
の
比
較
の
中
で
捉
え
さ
せ
る
。
(
目
標
の
①
と
③
)
　
さ
ら
に
'

発
展
し
て
方
言
に
は
そ
の
背
景
に
風
土
・
民
俗
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
理

解
し
た
上
で
(
②
)
、
も
う
一
度
広
島
弁
を
追
究
し
て
み
る
(
③
)
、
と
い
う

流
れ
で
あ
る
。

【
導
入
】
第
1
時
・
・
方
言
と
は
何
か
を
知
る
。
(
さ
ま
ざ
ま
な
方
言
の
紹
介
)

第
二
時
-
広
島
弁
の
特
徴
を
考
察
す
る
。
(
共
通
語
と
の
比
較
の

中
で
)

【
展
開
】
第
三
時
-
方
言
の
機
構
を
理
解
す
る
。
①
「
な
ま
り
む
つ
か
し
」

(
培
ふ
み
)
　
を
読
む
。

第
四
時
-
方
言
の
機
構
を
理
解
す
る
。
②
「
な
ま
り
む
つ
か
し
」

(
壇
ふ
み
)
　
を
読
む
。

第
五
時
‥
方
言
の
機
構
を
理
解
す
る
。
③
ビ
デ
オ
視
聴
「
あ
す
か
」

と
「
吉
本
新
喜
劇
」
の
比
較
O

【
終
結
】
第
六
時
-
広
島
弁
を
追
究
す
る
。
(
具
体
的
な
語
を
取
り
上
げ
て
)

※
指
導
期
間
-
平
成
十
二
年
一
月
～
二
月
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四
　
授
業
の
実
践
記
録

①
【
導
入
】
第
一
時
～
第
二
時

[
目
標
]

・
方
言
と
は
何
か
を
知
る
。

・
身
近
な
広
島
弁
に
関
心
を
持
つ
。

・
共
通
語
と
の
比
較
の
中
で
、
広
島
弁
の
特
徴
を
捉
え
る
。

[
展
開
]

①
　
プ
リ
ン
ト
　
(
資
料
-
)
　
を
配
布
し
、
方
言
に
つ
い
て
語
桑
の
面
へ
　
ア
ク

セ
ン
ト
の
面
か
ら
理
解
す
る
。

②
　
広
島
弁
会
話
の
例
(
資
料
2
)
を
見
せ
、
実
際
に
会
話
を
し
て
み
る
.

ま
た
、
翻
訳
者
も
つ
け
、
共
通
語
で
の
会
話
も
し
て
み
る
。

③
　
思
い
つ
-
限
り
の
広
島
弁
を
列
挙
し
、
多
か
っ
た
語
句
に
つ
い
て
短
作

文
を
書
き
、
共
通
語
訳
も
苔
-
o
　
(
資
料
3
)

④
　
広
島
弁
と
共
通
語
の
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
を
挙
げ
、
広
島
弁
の
特
徴
を
ま

と
め
る
。

[
結
果
]

方
言
に
つ
い
て
は
、
予
想
以
止
に
興
味
を
持
ち
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
い

ろ
い
ろ
な
地
方
の
方
言
に
つ
い
て
の
自
慢
大
会
の
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、

意
外
に
も
学
習
者
は
、
自
分
た
ち
の
話
し
て
い
る
言
葉
が
方
言
で
あ
っ
た
こ

と
に
気
づ
い
て
お
ら
ず
、
名
古
屋
出
身
の
私
が
指
摘
し
て
初
め
て
気
づ
-
よ

う
な
語
垂
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
'
共
通
語
へ
の
翻
訳
作
業
も
思
い
の
ほ

か
時
間
を
群
や
す
こ
と
に
な
っ
た
。

広
島
弁
と
共
通
語
の
比
較
に
つ
い
て
は
へ
　
[
広
島
弁
-
荒
っ
ぽ
い
感
じ
]

[
共
通
語
=
丁
寧
な
感
じ
]
と
ま
と
ま
っ
た
。
中
に
は
'
「
広
島
弁
に
は
濁

点
が
多
い
」
な
ど
と
私
も
気
づ
か
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
す
る
学
習

者
も
い
た
。

※
　
こ
こ
で
い
う
「
共
通
語
」
と
は
東
京
方
言
を
基
底
に
据
え
た
日
本
語
を
さ

し
て
い
る
。
「
標
準
語
」
と
い
う
と
'
東
京
方
言
が
あ
-
ま
で
標
準
で
'

他
の
地
方
の
言
葉
は
例
外
へ
　
と
い
う
印
象
が
あ
る
の
で
'
日
本
全
国
で

通
用
す
る
語
と
い
う
こ
と
で
「
共
通
語
」
と
い
う
言
い
方
を
授
業
の
中

で
は
し
て
い
る
。
方
言
は
優
劣
の
問
題
で
は
な
-
て
'
地
域
的
な
位
相

で
あ
る
と
い
う
授
業
者
の
認
識
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

②
【
展
開
】
第
三
時
～
第
五
時

i
s
n
屈
1

・
方
言
が
、
そ
の
地
域
の
生
活
・
文
化
・
風
土
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
を
理

解
す
る
。

[
展
開
]

①
　
壇
ふ
み
の
「
な
ま
り
む
つ
か
し
」
　
(
前
半
)
　
を
読
ん
で
'
「
嘉
男
」
　
と

「
私
」
　
の
違
い
は
何
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
。

②
　
「
な
ま
り
む
つ
か
し
」
　
(
後
半
)
　
を
読
ん
で
'
筆
者
が
方
言
の
価
値
を

ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
を
捕
ら
え
る
。

③
　
参
考
と
し
て
、
赤
瀬
川
隼
の
随
筆
「
方
言
は
人
間
の
美
し
い
生
態
系
」

を
読
む
。

④
　
N
H
K
連
続
ド
ラ
マ
　
「
あ
す
か
」
と
吉
本
興
業
の
「
吉
本
新
喜
劇
」
　
の

録
画
ビ
デ
オ
を
視
聴
し
'
「
つ
-
ら
れ
た
方
言
」
と
「
自
然
な
方
言
」

の
違
い
を
み
る
。
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※
　
「
な
ま
り
む
つ
か
し
」
は
'
昭
和
五
十
九
年
(
一
九
八
四
年
)
　
週
刊
誌

r
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
の
1
編
で
'
筆
者
壇
ふ
み
の
エ
ッ

セ
イ
で
あ
る
。
前
半
は
、
役
者
と
し
て
駆
け
出
し
の
こ
ろ
、
芝
居
の
た
め

に
方
言
　
(
京
都
弁
)
　
を
一
生
懸
命
勉
強
し
た
が
、
と
う
と
う
ネ
イ
テ
ィ
ブ

(
京
男
)
　
に
は
勝
て
な
か
っ
た
と
い
う
話
。
後
半
は
、
新
潟
県
朝
日
村
の

物
知
り
な
青
年
が
、
テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ
番
組
に
出
場
し
'
と
っ
さ
の
と
き

に
地
元
の
方
言
で
勘
違
い
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
。
増
ふ
み
は
'
こ

れ
ら
二
つ
の
話
か
ら
、
人
々
の
生
活
に
染
み
付
い
て
い
る
方
言
が
最
近
若

い
世
代
の
間
で
話
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
消
え
て

は
し
-
な
い
、
と
結
ん
で
い
る
.
教
材
は
東
京
苔
籍
の
「
現
代
語
」
の
教

科
苔
　
(
平
成
十
年
版
)
　
に
よ
っ
た
。

※
　
「
あ
す
か
」
は
、
竹
内
結
子
主
演
の
N
H
K
の
連
続
テ
レ
ビ
小
説
。
京

都
の
和
菓
子
屋
が
舞
台
だ
が
'
京
都
出
身
の
役
者
で
は
な
い
た
め
、
方

言
に
不
自
然
さ
が
残
る
。
「
吉
本
新
喜
劇
」
は
'
地
元
出
身
の
役
者
が
多

-
、
自
然
な
大
阪
弁
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

[
結
果
]

「
方
言
」
が
、
そ
の
土
地
の
生
活
や
文
化
を
背
負
っ
た
言
語
で
あ
る
t
　
と

い
う
こ
と
は
'
抽
象
的
で
い
ま
い
ち
理
解
し
に
く
い
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
具

体
的
に
日
本
語
と
英
語
と
の
比
較
な
ど
を
す
る
と
大
方
理
解
で
き
た
よ
う
で

あ
る
。二

つ
の
ビ
デ
オ
比
較
の
結
果
は
、
当
初
「
ど
ち
ら
が
自
然
に
聞
こ
え
る
か
」

と
い
う
こ
と
だ
け
問
い
掛
け
て
見
せ
た
。
視
聴
後
の
感
想
を
聞
く
と
'
「
あ

す
か
の
方
が
不
自
然
」
　
と
解
答
し
た
生
徒
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
京
都
弁

と
大
阪
弁
に
違
い
に
つ
い
て
指
摘
し
た
生
徒
も
い
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
'
「
方
言
」
と
い
う
も
の
に
目
を
向
け
、
そ
れ
が
地
域
独
特

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
理
屈
と
感
覚
で
理
解
で
き
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

(
学
習
者
の
感
想
1
資
料
4
)

③
【
終
結
】
第
六
時

[
目
標
]

・
広
島
弁
の
語
柔
の
背
景
を
知
る
こ
と
を
通
し
て
'
自
分
の
使
用
し
て
い
る

言
語
に
つ
い
て
客
観
的
に
そ
の
意
味
や
用
法
を
確
認
す
る
。

・
自
己
の
言
語
生
活
を
見
つ
め
な
お
し
へ
　
そ
の
適
切
な
使
用
を
心
が
け
る
態

度
を
育
成
す
る
。

[
展
開
]

①
　
r
ひ
ろ
し
ま
べ
ん
1
0
0
話
j
　
(
町
博
光
著
　
渓
水
社
　
1
九
九
九
)

を
読
み
　
(
抜
粋
)
、
広
島
弁
の
語
桑
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
る
O

②
　
第
二
時
で
'
最
も
多
-
の
学
習
者
か
ら
挙
が
っ
た
「
タ
イ
ギ
イ
」
に
つ
い

て
へ
　
そ
の
意
味
、
用
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

[
結
果
]

方
言
の
授
業
を
数
時
間
続
け
て
き
た
の
で
'
こ
こ
で
改
め
て
広
島
弁
に
立

ち
返
る
と
'
意
欲
的
に
言
葉
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
。
例
え
ば
'

今
回
は
「
タ
イ
ギ
イ
」
を
取
り
上
げ
た
が
'
共
通
語
の
「
ツ
カ
レ
タ
」
が
単
に

肉
体
的
な
疲
労
感
を
表
現
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
タ
イ
ギ
イ
」
　
は
「
面
倒

だ
」
と
か
　
「
う
っ
と
う
し
い
」
と
い
っ
た
精
神
的
な
苛
立
ち
の
意
味
も
含
め

て
い
る
'
な
ど
と
い
う
分
析
が
学
習
者
の
側
か
ら
上
が
っ
て
き
た
。
第
二
時

の
時
点
で
は
、
「
広
島
弁
は
荒
っ
ぽ
い
」
　
と
い
う
表
層
の
印
象
で
止
ま
っ
て
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い
た
が
、
言
葉
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

時
間
の
都
合
で
「
タ
イ
ギ
イ
」
三
和
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
'
授

業
を
進
め
て
い
-
中
で
同
じ
倉
橋
島
内
で
も
集
落
に
よ
っ
て
方
言
が
あ
る
こ

と
を
私
も
生
徒
も
発
見
す
る
な
ど
、
言
葉
に
向
き
合
う
糸
口
が
で
き
た
よ
う

に
感
じ
ら
れ
た
。

五
　
反
省
と
課
題

(
学
習
活
動
の
成
果
)

言
葉
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
少
し
は
考
え
る
姿
勢
に
な
っ
て
き
た
よ
う
で

あ
る
。
授
業
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、
方
言
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
言
葉
全

体
に
つ
い
て
関
心
が
も
て
た
と
い
う
回
答
も
あ
っ
た
　
(
資
料
5
)
。
方
言
は
'

語
柔
や
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
を
眺
め
て
い
る
だ
け
で
も
興
味
が
も
て
る
が
、

さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
そ
の
背
景
や
用
法
を
探
ろ
う
と
す
る
と
、
地
域
に

関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
様
相
が
見
え
て
-
る
。
授
業
展
開
の
後
半
で
は
、
生
徒

が
私
も
気
づ
か
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
発
見
し
だ
し
た
。
時
に
授
業
の
流

れ
と
は
別
の
方
向
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
'
少
々
の
こ
と
は
目
を
つ
ぶ
っ

た
。
そ
の
せ
い
か
へ
生
徒
は
生
き
生
き
と
言
葉
に
向
き
合
う
よ
う
に
な
っ
た

と
思
う
。

(
課
題
)

せ
っ
か
-
学
習
者
が
方
言
に
関
心
を
持
ち
出
し
た
の
に
'
そ
こ
で
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。
島
内
の
微
妙
な
方
言
の
位
相
を
探
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な

ど
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
。
だ
が
、
時
間
的
な
問
題
も
あ
り
へ

ま
た
こ
れ
以
上
方
言
を
探
求
し
て
い
-
に
必
要
な
こ
ち
ら
の
準
備
も
不
足
し
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て
い
た
た
め
'
打
ち
切
り
と
な
っ
た
。
方
言
と
民
俗
を
た
ど
っ
て
い
-
と
'

購
称
語
に
行
き
当
た
る
可
能
性
も
あ
り
'
授
業
者
の
側
で
よ
-
地
域
性
を
理

解
し
て
お
か
な
い
と
、
不
十
分
な
対
応
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
生
か
し
て
授
業
展
開
を
す
る
な
ら
ば
、
今
後
こ

の
点
で
続
編
的
な
授
業
を
構
築
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
年
間
を
通
し
て
の
反
省
と
課
題
)

倉
橋
高
校
と
い
う
学
校
に
関
し
て
も
、
学
校
現
場
と
い
う
も
の
に
関
し
て

も
ほ
と
ん
ど
手
探
り
の
状
態
か
ら
始
ま
っ
た
1
年
で
あ
っ
た
。
「
言
葉
を
通

し
て
心
に
向
き
合
う
」
と
い
う
こ
と
は
漠
然
と
念
頭
に
お
い
て
い
た
が
'
決

し
て
体
系
的
に
授
業
計
画
を
立
て
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
授
業
の
中
で
も

思
わ
ぬ
展
開
に
な
っ
て
右
往
左
往
し
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
本
校
の

生
徒
は
授
業
に
乗
っ
て
-
る
と
き
と
そ
う
で
な
い
と
き
の
態
度
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
の
で
、
や
は
り
指
導
計
画
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。
方
言
の
授
業

の
際
に
は
、
「
音
読
」
「
作
文
」
「
ビ
デ
オ
視
聴
」
「
考
察
」
と
結
果
的
に
メ
リ

ハ
リ
が
あ
っ
た
の
で
、
比
較
的
乗
っ
て
き
た
の
だ
と
思
う
。

ま
た
へ
　
言
葉
を
扱
う
教
科
と
し
て
は
、
言
葉
遣
い
そ
の
も
の
に
つ
い
て
体

系
的
に
扱
う
授
業
も
必
要
だ
っ
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
る
。
何
を
ど
の
よ
う

に
改
善
す
る
の
か
へ
　
明
確
に
教
示
し
な
け
れ
ば
言
葉
遣
い
を
改
め
る
術
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。
(
現
に
受
け
持
っ
た
ク
ラ
ス
の
言
葉
遣
い
が
日
に
見
え
て

よ
-
な
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
)

こ
の
方
言
の
授
業
で
は
、
結
果
的
に
自
己
の
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
見
直
す
学

習
者
も
み
ら
れ
た
が
、
大
半
は
「
日
常
の
広
島
弁
」
に
つ
い
て
学
習
し
た
こ

と
の
方
が
印
象
に
残
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
'
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

「
広
島
弁
」
=
「
荒
っ
ぽ
い
言
葉
」
と
認
識
し
て
い
た
学
習
者
も
い
た
よ
う

で
'
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
「
言
葉
の
荒
れ
」
の
原
因
が
「
方
言
」
に
あ
る
の
で

は
な
-
'
自
分
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
方
向
に
切
り

込
ん
だ
方
が
'
よ
り
深
め
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
言
葉
遣
い
」
を
考
え
さ
せ
る
1
つ
の
試
み
と
し
て
取
り
組
ん
で
み
た
が
、

ま
た
別
の
角
度
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
-
必
要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

本
校
国
語
科
で
は
、
常
勤
二
名
、
非
常
勤
一
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当
の

科
目
を
全
面
的
に
受
け
持
っ
て
い
る
の
で
'
教
材
の
選
定
な
ど
は
比
較
的
自

由
に
行
え
る
環
境
に
あ
る
。
新
学
習
指
導
要
預
で
も
、
全
体
的
に
教
育
課
程

を
学
校
裁
畳
で
弾
力
的
に
運
用
で
き
る
方
向
に
あ
り
へ
　
こ
の
先
ま
す
ま
す
生

徒
実
態
・
学
習
者
の
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
教
育
内
容
を
実
践
す
る
こ
と
が
重
要

に
な
っ
て
-
る
と
私
は
考
え
る
。
今
後
も
こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
'
「
目
の
前

の
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
力
を
つ
け
る
べ
き
か
」
を
常
に
考
え
な
が
ら
、
授
業

を
展
開
し
て
い
き
た
い
。

(
広
島
県
立
倉
橋
高
等
学
校
)
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