
「
学
び
」
　
と
い
う
出
来
事
の

成
立
に
果
た
す
文
学
の
役
割

は
じ
め
に

「
学
び
」
　
(
学
習
)
　
と
い
う
出
来
事
が
成
り
立
つ
た
め
に
文
学
は
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
す
の
だ
ろ
う
か
。
学
習
に
よ
る
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
に
は
た

ら
き
か
け
る
文
学
の
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
文
学
に

で
き
る
こ
と
)
は
な
い
t
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
'
そ
れ
は
限

り
な
-
さ
さ
や
か
な
こ
と
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
'
戦
後
の

文
学
教
育
研
究
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
こ
と
を
探
-
続
け
て
き
た
へ
　
と
言
っ
て
よ

f
*
　
Q

_
>

-
t
　
戦
後
文
学
教
育
研
究
に
お
け
る

(
文
学
に
で
き
る
こ
と
)
　
の
探
究

戦
後
の
文
学
教
育
研
究
の
中
で
問
わ
れ
て
き
た
　
(
文
学
に
で
き
る
こ
と
)
　
の

探
究
と
は
'
学
習
者
の
内
奥
に
何
ご
と
か
を
ひ
き
お
こ
す
文
学
の
喚
起
力
の
探

究
で
あ
り
'
状
況
に
参
加
し
て
い
く
た
め
の
　
(
方
法
)
な
り
(
認
識
(
ち
の
の

見
方
)
)
　
の
探
究
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
文
学
を
教
育
と

学
習
の
場
面
で
ど
の
よ
う
に
用
い
る
の
か
と
い
う
問
い
を
前
提
と
し
た
も
の
で

山
　
　
元
　
　
隆
　
　
春

あ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
へ
文
学
を
読
む
と
い
う
こ
と
を
一
人
一
人
の
学
習
者

に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
　
(
出
来
事
)
と
し
て
い
こ
う
と
す
る
営
み
で
も

あ
っ
た
。

(
生
活
問
題
意
識
)
　
(
状
況
認
識
)
　
(
想
像
力
の
解
放
)
　
(
感
想
の
相
互
交
流
)

へ
関
係
認
識
・
変
革
)
　
(
価
値
葛
藤
・
変
革
)
と
い
っ
た
戦
後
の
文
学
教
育
に

お
い
て
問
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
ら
は
、
(
文
学
)
を
　
(
文
学
以
外
の
何
も
の

か
)
と
通
わ
せ
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
文
学
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
を
問
う
と
い
っ
た
閉
塞
感
は
そ
こ

に
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
文
学
に
で
き
る
こ
と
)
を
求
め
る
こ
と
自
体
'
文
学
以
外
の
何
ら
か
の
力

を
欲
す
る
願
い
を
宿
し
た
こ
と
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言

え
ば
'
文
学
の
力
の
衰
え
を
感
じ
取
る
か
ら
こ
そ
'
(
文
学
に
で
き
る
こ
と
〉

と
は
何
か
と
い
う
問
い
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
文
学
自
体
に
力
が
あ
る
の
で

は
な
-
'
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ー
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
の
中
に
置
か
れ
て
こ
そ

は
じ
め
て
生
ず
る
の
が
文
学
の
力
と
い
う
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
学
び
」
　
の
成
り
立
ち
に
お
い
て
文
学
の
は
た
ら
く
瞬
間
が
あ
る
と
す
れ
ば
'

そ
れ
は
学
習
者
が
テ
ク
ス
ト
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
網
の
中
に
文
学
を
位
置
づ
け



る
こ
と
が
で
き
た
瞬
間
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
'
文
学
を
読
む
こ
と

が
学
習
者
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
　
(
出
来
事
)
と
な
る
の
で
あ
り
'
文
学

は
「
学
び
」
を
勇
気
づ
け
る
一
つ
の
力
と
な
り
う
る
。

「
学
び
」
を
勇
気
づ
け
る
文
学
の
力
を
引
き
出
す
手
だ
て
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。
文
学
を
な
か
だ
ち
と
し
て
教
師
と
し
て
の
私
た
ち
に
　
(
で
き
る
こ

と
)
と
は
何
か
。
文
学
が
文
学
以
外
の
何
も
の
か
と
手
を
携
え
て
生
か
さ
れ
る

場
を
生
み
出
す
こ
と
は
可
能
か
。
あ
る
意
味
で
'
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
こ
そ
戦

後
の
文
学
教
育
研
究
の
中
で
問
わ
れ
続
け
て
き
た
問
題
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

嗣
E
3
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`
出
来
事
(
e
く
e
⊃
t
)
と
し
て
の
読
み

本
稿
に
言
う
(
出
来
挙
)
と
い
う
概
念
は
'
主
に
次
に
示
す
よ
う
な
ル
イ
-

ズ
・
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ツ
-
の
一
連
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。

文
学
と
は
'
読
者
に
と
っ
て
探
究
の
た
め
の
媒
体
な
の
で
あ
る
。
書
物
を

通
し
て
'
読
者
は
自
ら
が
何
者
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
究
L
t
　
自
ら
の

内
面
で
の
思
考
や
感
情
の
可
能
性
を
意
識
化
し
'
以
前
よ
り
も
明
瞭
な
展
望

を
獲
得
し
'
目
的
や
方
向
性
を
育
む
も
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
読
者
は
'
自
ら

の
外
の
世
界
や
他
者
の
人
格
を
探
り
へ
自
分
と
は
異
な
っ
た
生
き
方
を
探
究

す
る
。
山

読
者
が
テ
ク
ス
ー
を
解
釈
す
る
t
　
と
私
た
ち
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
　
(
読

者
が
テ
ク
ス
ト
に
影
響
を
及
ぼ
す
)
。
ま
た
私
た
ち
は
'
テ
ク
ス
ト
が
読
者
の

中
に
反
応
を
生
み
出
す
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
　
(
テ
ク
ス
ト
が
読
者
に
影
響

を
及
ぼ
す
)
o
こ
れ
ら
の
物
言
い
の
い
ず
れ
も
'
7
方
の
要
素
が
他
方
の
要
素

に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
一
連
の
行
為
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
'
か

え
っ
て
実
際
の
読
み
の
過
程
を
ゆ
が
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
読
み
の

過
程
は
線
状
の
関
係
で
は
な
-
t
 
I
つ
の
場
面
で
あ
-
'
各
々
の
要
素
が
相

互
に
規
定
し
合
う
'
あ
る
時
間
あ
る
場
所
で
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
脚

テ
ク
ス
ト
内
の
言
語
記
号
の
パ
タ
ー
ン
が
'
読
者
に
作
用
し
っ
つ
あ
る
刺

激
の
属
性
に
関
す
る
知
識
を
私
た
ち
に
与
え
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
デ
ュ
ー
イ
が
何
十
年
も
前
に
指
摘
し
た
よ
う
に
'
生

体
は
あ
る
程
度
そ
れ
を
取
り
巻
-
環
境
か
ら
の
反
応
の
源
と
な
る
刺
激
を
選

び
取
り
'
そ
れ
ら
の
反
応
を
既
に
獲
得
し
た
諸
原
則
や
'
仮
説
'
期
待
に
照

ら
し
な
が
ら
組
み
立
て
て
い
-
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
'
テ
ク
ス
ト
内
の
言

語
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
い
か
な
る
要
素
の
「
意
味
」
も
'
そ
れ
を
取
り
巻
く

言
語
的
文
脈
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
は
な
く
へ
読
者
の
過
去
の
経
験
や
現
在
の

期
待
及
び
目
的
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
文
脈
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
る
。
そ
し

て
へ
　
こ
の
よ
う
な
新
し
い
経
験
は
テ
ク
ス
ト
と
読
者
が
出
会
う
こ
と
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
'
あ
る
テ
ク
ス
ト
と
あ
る
読
者
と

の
出
会
い
に
よ
っ
て
へ
　
個
性
的
な
過
程
'
す
な
わ
ち
個
性
的
な
作
品
の
可
舵

性
が
創
り
出
さ
れ
る
。
仰

ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
に
と
っ
て
'
読
む
こ
と
は
テ
ク
ス
ト
の
内
容
を
絞
り
返

す
消
費
的
な
営
み
で
は
な
い
O
む
し
ろ
へ
　
た
と
え
同
T
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る

も
の
で
あ
っ
て
も
'
読
む
こ
と
は
そ
の
一
回
一
回
が
か
け
が
え
の
な
い
　
(
出
来

事
)
　
に
他
な
ら
ぬ
と
彼
女
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
'
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
の
見
解
と
共
通
し
た
興
味
淀
い
議

論
を
展
開
し
て
い
る
の
が
、
小
森
提
l
と
佐
藤
学
と
紅
野
謹
介
の
三
者
に
よ
る

座
談
会
で
の
諸
発
言
紬
で
あ
る
。

佐
藤
　
(
中
略
=
山
元
)
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
中
に
起
こ
っ
て
い
る



出
来
事
'
あ
る
い
は
事
件
が
'
教
室
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
な
ん

だ
t
　
と
い
う
ス
タ
ン
ス
に
教
師
が
立
て
ば
'
そ
の
事
件
と
事
件
と
を
つ
な
い

で
い
く
読
み
の
授
業
の
イ
メ
ー
ジ
は
つ
-
れ
ま
す
ね
。

小
森
　
そ
う
で
す
ね
。
さ
っ
き
快
楽
と
い
う
の
は
'
同
時
に
苦
痛
で
も
あ

る
L
t
　
も
の
す
ご
い
恐
怖
で
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
事
件
の
た
だ
中
に
入
ら

な
い
と
快
楽
は
な
い
か
ら
。
そ
こ
を
や
れ
る
か
ど
う
か
で
す
ね
。
つ
ま
り
'

事
件
を
つ
-
り
出
す
こ
と
は
非
常
に
危
な
い
こ
と
で
'
授
業
の
な
り
ゆ
き
は
'

ど
う
な
っ
て
し
ま
う
か
わ
か
ら
な
く
な
る
。

征
野
　
危
う
い
し
ね
。

小
森
　
そ
の
危
う
さ
を
へ
も
う
一
度
授
業
を
組
み
立
て
る
起
爆
剤
に
で
き

る
か
ど
う
か
o
爆
破
し
た
ら
へ
　
も
う
一
度
そ
こ
か
ら
組
み
立
て
て
い
く
'
そ

う
い
う
力
に
で
き
る
か
ど
う
か
だ
と
思
う
ん
だ
な
。
つ
ま
り
'
教
師
の
側
が

臨
横
応
変
な
授
業
組
立
の
方
向
転
換
が
で
き
る
か
t
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
0

(
中
略
-
山
元
)
　
危
う
い
事
件
性
と
出
来
事
性
に
富
ん
だ
授
業
を
実
際
に
担

い
う
る
に
は
'
教
材
の
多
様
な
シ
フ
ト
の
可
能
性
を
ど
れ
だ
け
も
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
'
あ
ら
か
じ
め
の
準
備
が
必
要
で
し
ょ
う
ね
。

こ
こ
で
は
'
教
室
で
の
読
み
を
　
(
事
件
)
な
い
し
　
(
出
来
事
)
　
に
す
る
必
要

性
と
そ
の
　
(
危
う
さ
)
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
の
三
者
の
発
言
の
中
で
話
題

の
中
心
と
な
っ
て
い
る
教
室
で
　
(
出
来
事
)
　
が
誘
発
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
'

実
際
お
そ
ろ
し
-
複
雑
で
あ
り
'
そ
れ
を
一
望
の
下
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
が
'
教
室
で
の
「
学
び
」
を
活
性
化
L
t
文
学
の
力
を
引
き
出
し
て

い
-
た
め
に
私
た
ち
は
少
し
ず
つ
で
も
こ
う
し
た
(
出
来
事
)
　
の
誘
因
を
探
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。

3
'
意
味
構
成
の
過
程
に
お
け
る
文
学
の
は
た
ら
き

出
来
事
(
　
e
n
t
)
　
と
し
て
の
読
み
を
営
み
'
そ
れ
を
少
な
-
と
も
1
回
限

り
の
こ
と
で
終
え
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
出
来
事
を
つ
ら
な
り
と
し
て
形
づ

-
つ
て
い
-
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
テ
ク
ス
ト
の
機
能
を
引
き
出
す

た
め
の
過
程
を
作
っ
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
'
(
特
定
の
社

会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
言
説
共
同
体
の
内
部
の
知
識
を
積
極
的
に
構
成
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
人
々
が
知
識
を
形
成
す
る
と
考
え
る
知
識
理
論
)
㈱
と
し
て
の
い

わ
ゆ
る
　
(
構
成
主
義
(
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
v
i
s
m
)
)
　
の
考
え
方
に
日
を
向
け
て
み
た
い
o

構
成
主
義
は
'
知
識
が
自
立
的
で
客
観
的
な
実
体
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を

否
定
L
t
　
む
し
ろ
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
活
動
を
通
し
て
能
動
的
に
形
成
さ

れ
る
も
の
と
し
て
知
識
を
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立

て
ば
'
文
学
テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
'
テ
ク
ス
ト
の
喚
起
力
を
バ
ネ
に
し
て
'
学

習
者
が
意
味
を
能
動
的
に
構
成
し
て
い
-
過
程
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
ゆ
え
文
学
の
読
み
の
授
業
と
は
'
学
習
者
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
能
動

的
な
意
味
構
成
の
過
程
を
活
性
化
し
て
い
-
た
め
に
営
ま
れ
る
も
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

構
成
主
義
の
思
想
を
右
の
よ
う
に
捉
え
て
み
る
と
'
文
学
の
読
み
を
出
発
点

と
し
て
学
習
者
側
の
　
(
認
識
)
　
の
成
立
を
問
題
化
し
た
戦
後
の
文
学
教
育
論
に

お
い
て
求
め
ら
れ
て
き
た
も
の
と
か
な
り
の
程
度
重
な
り
も
す
る
わ
け
で
あ
る

L
t
読
書
行
為
論
や
読
者
反
応
理
論
は
　
(
読
書
)
と
い
う
活
動
を
構
成
主
義
的

に
捉
え
る
か
ら
こ
そ
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ア
ー
サ
ー
・
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
は
「
構
成
主
義
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

構
成
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
よ
れ
ば
、
「
客
観
性
」
及
び
　
「
事
実



性
」
と
い
う
概
念
は
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
-
な
り
へ
　
「
現
実
の
構
成
」
に

お
い
て
個
々
の
学
習
者
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
の
だ
と
い
う
考
え
方
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
'
指
導
と
い
う
営
み
も
客
観
的
で
文
化
的

に
是
認
さ
れ
た
知
識
体
を
伝
え
て
い
-
こ
と
で
は
な
-
な
り
'
個
々
の
学
習

者
に
よ
る
'
自
身
を
構
成
し
解
釈
す
る
学
習
を
援
助
す
る
営
み
と
し
て
の
意

味
合
い
が
強
-
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
へ
内
容
知
識
か
ら
理
解
過
程
へ
の
強

調
点
の
変
化
が
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
理
解
過
程
と
は
'
個
々
の
学
習
者
が
そ

れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
形
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
'
彼
等
が
自
ら
の

参
加
す
る
文
化
共
同
体
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
援
助
す
る
も
の
で
あ
る
。
教

育
者
が
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
学
習
者
た
ち
が
展
開
し
履
行
す
る

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
こ
の
よ
う
な
新
た
な
強
調
点
を
ど
の
よ
う
に
具
体
化

し
て
い
く
の
か
t
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
㈲

ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
'
構
成
主
義
に
お
け
る
　
(
哩
解
過

程
)
　
の
重
視
は
'
学
習
者
の
側
の
内
部
で
揺
れ
動
-
何
か
を
問
題
化
し
ょ
う
と

す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
-
る
。
一
人
一
人
の
　
(
現
実
の
構
成
)
を
重
ん
じ

て
い
-
こ
と
を
　
(
主
観
主
義
)
　
で
あ
る
と
断
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
が
'
そ
れ

を
(
学
習
者
の
個
に
応
じ
る
)
と
い
う
文
言
と
そ
の
ま
ま
結
び
つ
け
て
し
ま
う

と
'
問
題
の
焦
点
が
暖
味
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る

の
は
　
八
個
)
　
の
捉
え
方
で
あ
る
。
八
個
)
を
バ
ラ
バ
ラ
の
ま
ま
で
放
置
し
て
い

く
こ
と
は
け
っ
し
て
そ
の
　
(
価
)
を
生
か
す
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
の
だ
と
い

う
認
識
こ
そ
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
'
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
の
言
う
(
構
成
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
)
　
に
お
い
て
'
(
個
々
の
学
習
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
形
成
す

る
)
プ
ロ
セ
ス
に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
'
(
自
ら
の
参
加
す
る
文

化
共
同
体
の
一
部
と
な
る
こ
と
)
　
の
援
助
が
求
め
ら
れ
て
も
い
る
点
が
重
要
で

あ
る
。
(
理
解
過
程
)
を
重
視
す
る
と
い
う
と
き
に
'
個
人
の
理
解
の
プ
ロ
セ

ス
だ
け
で
な
-
'
そ
れ
が
そ
の
個
人
の
参
加
し
て
い
る
筈
の
　
(
文
化
共
同
体
)

と
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
切
り
結
ん
で
い
る
の
か
t
　
と
い
う
こ
と
が
追
求
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
(
文
学
に
で
き

る
こ
と
)
　
の
鍵
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
へ
　
(
構
成
主
義
)
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
十
分
に
論
じ

き
る
準
備
は
な
い
間
.
し
か
し
'
自
己
の
形
成
と
文
化
共
同
体
へ
の
参
加
を
二

つ
な
が
ら
そ
れ
が
求
め
る
と
い
う
ア
ッ
プ
ル
ビ
ー
の
指
摘
は
'
「
学
び
」
を
形

づ
-
る
中
で
'
あ
る
い
は
　
(
文
学
に
で
き
る
こ
と
)
を
考
え
る
上
で
'
や
は
り

中
心
に
な
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
学
は
文
化
共
同
体
の
側
に

あ
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
'
そ
れ
を
伝
達
す
る
と
い
う
の
で
な
く
へ
文
化
と
学

習
者
と
の
間
に
生
じ
る
葛
藤
を
こ
そ
筋
道
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
'

教
育
・
国
語
教
育
と
い
う
場
に
お
い
て
　
(
文
学
に
で
き
る
こ
と
)
を
探
り
当
て

る
手
が
か
り
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

4
8
　
読
者
の
変
容
・
変
革

も
ち
ろ
ん
へ
　
そ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
学
習
者
に
テ
ク
ス

ト
な
い
し
作
品
を
自
己
化
さ
せ
て
い
-
手
だ
て
を
い
か
に
求
め
る
か
と
い
う
こ

と
で
は
な
-
'
テ
ク
ス
ト
を
自
己
化
し
な
が
ら
も
'
そ
れ
ら
と
対
噂
し
っ
つ
営

ま
れ
る
運
動
を
学
習
者
の
内
部
に
あ
る
い
は
学
習
者
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
に

組
織
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

田
中
実
は
い
わ
ゆ
る
読
者
の
読
み
の
多
様
性
を
重
視
す
る
読
み
の
あ
り
方
に

対
す
る
批
判
的
見
解
を
展
開
し
て
い
る
が
'
た
と
え
ば
へ
次
に
引
用
し
た
文
章

に
は
田
中
の
論
の
中
心
が
か
な
り
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

教
材
お
よ
び
文
学
作
品
の
　
(
本
文
)
を
読
み
手
に
と
っ
て
変
容
す
る
　
(
チ



ク
ス
ト
)
と
し
て
い
る
か
ぎ
-
'
読
者
　
(
学
習
者
)
　
は
　
(
解
釈
共
同
体
)
　
の

民
か
ら
蟻
地
獄
の
ご
と
-
抜
け
ら
れ
な
い
.
(
解
釈
共
同
体
)
　
の
な
か
か
ら
読

者
　
(
学
習
者
)
　
が
い
か
に
し
て
相
対
的
に
　
(
自
由
)
　
に
な
り
'
(
解
釈
)
　
に
向

か
う
か
が
急
所
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
'
文
学
作
品
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

を
切
断
す
る
の
で
も
'
ま
た
読
み
手
に
よ
っ
て
自
在
に
変
容
す
る
と
捉
え
る

の
で
も
な
く
文
学
作
品
の
　
(
本
文
)
　
の
力
'
そ
の
可
能
性
を
引
き
出
す
こ

と
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
は
歴
史
的
文
化
的
な
殻
や
壁
'
具
体
的
に
言
え
ば
読

者
の
な
か
の
既
存
の
価
値
観
を
な
ん
ら
か
の
意
味
で
倒
壊
さ
せ
て
い
-
こ
と

が
必
要
に
な
る
。
脚

へ
文
学
作
品
の
　
(
本
文
)
　
の
力
)
が
(
読
者
の
な
か
の
既
存
の
価
値
観
を
な

ん
ら
か
の
意
味
で
例
壊
さ
せ
て
い
く
こ
と
)
　
に
価
値
を
お
-
こ
の
よ
う
な
考
え

方
は
'
読
者
の
読
み
の
多
様
性
を
重
ん
じ
る
と
い
う
考
え
方
と
一
見
対
立
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
田
中
の
論
述
の
意
図
は
'
読
者
の
読
み
の
多
様
性
を
重
ん

じ
る
こ
と
が
結
局
の
と
こ
ろ
読
者
の
読
み
に
よ
っ
て
慈
恵
的
に
テ
ク
ス
ト
を
変

え
て
い
-
こ
と
を
求
め
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
t
と
批
判
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
れ
は
'
読
み
の
多
様
性
を
何
も
の
で
も
容
認
し
て
い
く
こ
と
が
'
読
者
の
価

値
観
の
変
容
を
少
し
も
も
た
ら
す
こ
と
は
な
-
、
か
え
っ
て
へ
個
々
の
読
み
を

絶
対
化
す
る
こ
と
に
終
わ
り
'
読
み
の
共
有
な
ど
と
い
う
こ
と
と
は
も
っ
と
も

縁
遠
い
こ
と
と
な
る
t
と
い
う
主
張
で
も
あ
る
。
唯
我
論
的
な
読
み
の
多
様
性

重
視
が
'
当
の
読
者
た
ち
に
は
何
ご
と
も
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
へ
　
そ
し

て
'
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
田
中
は
力
説
す
る
。

こ
こ
か
ら
　
(
出
来
事
)
と
し
て
の
読
み
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
田

中
の
批
判
が
生
ま
れ
て
-
る
。
そ
れ
は
'
(
出
来
事
)
と
し
て
の
読
み
を
重
ん

じ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
'
実
の
と
こ
ろ
価
値
相
対
主
義
に
過
ぎ
ず
'
読
者
に

何
ら
変
容
を
求
め
ぬ
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
た
め
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
小
森
陽
一
・
佐
藤
学
・
紅
野
謙
介
の
座
談
に
お
い
て
語
ら
れ
て

い
る
　
(
出
来
事
)
　
へ
事
件
)
を
重
ん
じ
る
読
み
の
授
業
へ
の
提
言
は
'
そ
れ
と

し
て
大
切
な
こ
と
で
は
あ
る
が
'
そ
の
よ
う
な
　
(
出
来
事
)
　
(
事
件
)
　
を
重
ん

じ
る
行
き
方
が
'
価
値
相
対
主
義
に
陥
る
危
険
'
あ
る
い
は
没
価
値
的
な
も
の

に
す
ら
陥
る
危
険
は
常
に
あ
る
。
田
中
の
言
う
(
(
本
文
)
　
の
力
)
と
の
乳
控

を
-
ぐ
り
抜
け
る
こ
と
と
'
小
森
ら
の
言
う
教
室
に
　
(
出
来
事
)
　
へ
事
件
〉
を

起
こ
す
こ
と
と
の
問
に
決
定
的
な
方
向
の
異
な
り
を
認
め
う
る
こ
と
は
確
か
だ
。

が
'
こ
の
両
者
は
そ
れ
ほ
ど
対
立
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
o

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
'
あ
る
い

は
授
業
の
過
程
の
中
で
t
　
へ
文
学
に
で
き
る
こ
と
)
を
連
続
性
を
も
っ
た
も
の

と
し
て
考
え
て
い
-
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
(
本
文
)
　
の
力
)
　
に
し
て
も
t

へ
出
来
事
)
　
(
事
件
)
　
に
し
て
も
'
そ
れ
ら
は
　
(
文
学
に
で
き
る
こ
と
)
を
構

成
す
る
要
素
群
の
o
n
e
o
ご
h
e
m
で
し
か
な
い
。

(
出
来
事
)
　
へ
事
件
)
を
授
業
の
中
に
引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
'
予
定

調
和
的
で
自
動
化
さ
れ
た
状
況
を
打
開
す
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
重
要
な
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
'
ロ
ー
ゼ
ン
プ
ラ
ッ
ト
が
述
べ
て
い
た
意
味
で
の

一
回
限
り
の
経
験
を
学
習
者
に
も
た
ら
し
'
「
学
び
」
　
へ
の
志
向
な
り
意
欲
な

り
を
高
め
て
い
く
と
い
う
意
味
に
お
い
て
私
た
ち
に
必
要
な
こ
と
と
な
る
。
だ

が
'
そ
こ
に
は
'
一
回
限
り
と
い
う
点
で
限
界
も
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
(
自
動
化

さ
れ
た
物
語
)
桝
と
し
て
の
授
業
を
そ
の
　
(
自
動
化
)
か
ら
救
い
出
し
て
活
性

化
し
て
い
-
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
'
こ
の
よ
う
な
　
(
出
来
事
)
性
・
(
事

件
)
性
を
重
ん
じ
る
考
え
方
そ
の
も
の
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
'

新
た
な
(
自
動
化
)
　
の
危
険
が
生
じ
る
。
(
出
来
事
)
性
を
重
ん
じ
て
い
-
と

い
う
こ
と
は
'
中
心
と
な
っ
て
い
る
要
素
を
ず
ら
し
て
い
き
な
が
ら
へ
意
外
性

を
切
り
開
-
と
い
う
営
み
を
絶
え
ず
継
続
さ
せ
て
い
-
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。



同
一
性
の
繰
り
返
し
が
そ
こ
で
は
可
能
な
限
り
回
避
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

授
業
に
お
い
て
そ
の
国
雄
さ
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
.
そ
し
て
'

そ
の
　
(
出
来
事
)
　
は
教
師
に
と
っ
て
の
も
の
で
は
な
-
'
学
習
者
の
側
で
営
ま

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

田
中
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

文
学
教
材
は
学
習
者
と
い
う
実
体
を
持
っ
た
児
童
生
徒
に
向
け
て
用
意
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
'
教
授
者
は
学
習
者
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
い
か
な

る
も
の
が
文
学
教
材
た
り
得
る
の
か
'
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
教
師
は
文
学
教
材
を
責
任
を
持
っ
て
学
習
者
に
用
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
'
こ
れ
に
何
ら
か
の
意
味
付
与
・
意
義
付
与
の
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
0

(
教
材
)
と
(
テ
ク
ス
ト
)
と
い
う
こ
の
二
つ
の
　
(
本
文
)
　
に
関
す
る
概
念

は
基
本
的
に
実
は
背
き
合
っ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
(
教
材
)
は
赦
て

読
み
手
の
現
象
で
あ
る
　
(
本
文
)
を
実
体
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
意
図
的

自
覚
的
に
捉
え
る
べ
き
だ
し
'
(
テ
ク
ス
ト
)
　
は
関
数
概
念
で
し
か
捉
え
ら
れ

な
い
。
教
材
の
組
合
わ
せ
を
ど
う
考
え
る
か
'
単
元
学
習
の
重
要
さ
が
こ
こ

に
あ
る
。
文
学
作
品
が
教
材
と
し
て
扱
わ
れ
た
時
へ
　
そ
れ
は
子
ど
も
の
発
逮

段
階
の
一
過
程
に
関
す
る
実
体
的
対
象
と
し
て
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
'

(
テ
ク
ス
ト
)
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
㈹

出
来
事
(
e
v
e
n
t
)
　
と
し
て
の
読
み
を
求
め
る
と
き
に
'
最
大
の
問
題
と
な

る
の
は
'
そ
れ
が
学
習
者
に
テ
ク
ス
ト
と
の
対
時
の
瞬
間
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま

い
か
ね
な
い
t
　
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
自
ら
の
生

み
出
し
た
読
み
の
過
程
と
向
か
い
合
う
こ
と
で
あ
っ
て
'
下
手
を
す
る
と
そ
の

プ
ロ
セ
ス
の
中
で
文
学
そ
の
も
の
が
学
習
者
の
営
む
読
み
の
出
来
事
の
中
で
'

学
習
者
側
の
既
有
の
認
識
の
中
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

出
来
事
と
し
て
の
読
み
に
お
い
て
文
学
の
果
た
す
役
割
と
は
'
超
爆
剤
な
い
し

刺
激
剤
と
し
て
の
も
の
で
し
か
な
-
な
っ
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
へ
　
(
本
文
)
と
の
対
峠
は
確
か
に
欠
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
が
'

そ
れ
を
む
し
ろ
学
習
者
の
成
長
・
発
達
を
ど
の
よ
う
に
促
す
か
と
い
う
働
き
か

け
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
作
者
・
作
品
と

の
対
話
・
対
決
的
な
営
み
を
踏
み
越
え
て
'
は
じ
め
て
批
評
行
為
が
生
み
出
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

「
学
び
」
が
い
か
に
成
り
立
つ
の
か
t
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
-
と
き
へ

け
っ
し
て
文
学
だ
け
が
そ
の
成
立
条
件
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
'
文

学
が
内
包
す
る
喚
起
力
を
い
か
に
引
き
出
し
て
い
-
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ

ず
に
は
'
教
育
及
び
学
習
に
お
け
る
　
(
文
学
に
で
き
る
こ
と
)
を
追
求
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
森
鴎
外
の
「
舞
姫
」
を
教
材
と
し
て
授
業
を
お
こ
な
う
場
合
'
そ

れ
は
太
田
豊
太
郎
と
い
う
人
物
を
通
し
て
映
し
出
さ
れ
る
物
語
状
況
を
問
題
に

し
て
い
-
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
豊
太
郎
は
'
い
う
な
れ
ば
　
(
虚
な
る
中
心
)

で
あ
り
'
そ
の
　
(
虚
)
な
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
へ
周
囲
の
物
語
状
況
を
映
し
出
し

て
も
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
'
そ
の
　
(
映
し
手
)
山
と
し
て
の
豊
太
郎
自

身
の
体
験
を
語
る
語
-
手
と
し
て
の
豊
太
郎
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
可

能
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
へ
豊
太
郎
を
(
実
)
　
な
る
中
心
へ
近
代
的
自
我
の
象

徴
と
し
て
捉
え
る
読
み
方
を
'
あ
る
意
味
で
突
き
崩
す
読
み
方
で
も
あ
る
。
作

者
鴎
外
は
'
豊
太
郎
を
敢
え
て
　
(
虚
な
る
中
心
)
　
と
し
て
造
形
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
'
物
語
状
況
に
自
ら
の
反
映
し
た
現
実
を
逆
に
照
ら
し
出
そ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

豊
太
郎
を
近
代
的
自
我
の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
よ
う
な
読
み
方
を
す
る
読
者

に
と
っ
て
「
舞
姫
」
　
の
仕
界
は
自
ら
の
世
界
と
切
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
豊
太

郎
の
苦
悩
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
他
人
事
の
ほ
か
の
何
も
の
で
も
な
い
。
が
'
豊
太



即
を
(
虚
な
る
中
心
)
と
し
て
捉
え
て
み
れ
ば
'
豊
太
郎
を
批
判
し
て
い
た
自

分
自
身
が
逆
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
て

こ
そ
'
「
舞
姫
」
は
現
実
の
読
者
'
と
り
わ
け
そ
れ
を
学
習
の
素
材
と
す
る
現

代
の
高
校
生
に
と
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
が
'
ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
-
ザ
-
言
う
と
こ
ろ
の
S
.
テ
ク
ス

ト
の
　
(
否
定
性
)
を
発
現
さ
せ
る
読
み
で
あ
り
'
教
室
で
の
読
み
に
お
い
て
そ

の
こ
と
を
い
か
に
な
し
と
け
る
の
か
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

だ
が
「
学
び
」
そ
の
も
の
が
学
習
者
に
と
っ
て
常
に
　
(
出
来
挙
)
　
で
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
(
出
来
事
)
　
と
し
て
学
習
者
の
前
に
立
ち
現
れ
た
学
習
こ
そ
が
'

学
習
者
に
と
っ
て
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
学
び
」
と
い
う
活
動
を
'
一
人
一
人
の
学
習
者
に
と
っ
て
(
出
来
挙
)
た
ら

し
め
る
た
め
に
は
'
教
師
側
の
努
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
'

文
学
作
品
の
呼
び
か
け
を
捉
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
へ
読
者
自
身
に
そ
の
作

品
を
読
ん
だ
こ
と
の
意
義
と
価
値
を
明
ら
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
'
二
重
性
・
複
数
性
を
求
め
て

I
「
学
び
」
と
い
う
出
来
事
の
誘
因
　
-

批
評
行
為
の
主
観
性
'
科
学
に
お
け
る
主
観
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
重
要
性
を
主

張
し
続
け
て
き
た
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
プ
ラ
イ
ヒ
は
'
そ
の
主
観
性
重
視
の
主
張
が

少
な
-
と
も
唯
我
論
に
陥
ら
な
い
た
め
に
'
(
ダ
ブ
ル
・
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
)
と
い
う
概
念
を
設
定
し
'
読
み
に
お
け
る
認
識
の
二
重
性
・
複
数
性
の
意

味
を
問
う
て
い
る
。

(
あ
る
象
徴
的
な
対
象
に
対
し
て
'
あ
ら
ゆ
る
観
察
者
が
同
一
の
知
覚
的
反

応
を
す
る
と
い
う
客
観
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
依
拠
し
た
仮
説
は
'
対
象
と
い
う
も

の
が
現
前
し
へ
　
そ
の
対
象
の
内
部
に
意
味
が
存
在
す
る
と
い
う
幻
想
を
作
り
出

す
)
的
と
言
い
'
(
権
力
は
自
動
化
さ
れ
た
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
が
権

威
主
義
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
)
0
4
と
い
っ
た
プ
ラ
イ
ヒ
の
指
摘
は
'
「
学

び
」
と
い
う
(
出
来
事
)
　
の
成
立
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
「
学
び
」

を
学
習
者
一
人
一
人
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
に
し
て
い
-
た
め
に
は
'

プ
ラ
イ
ヒ
の
言
う
よ
う
な
　
(
幻
想
)
を
あ
る
い
は
　
(
権
力
)
を
注
意
探
-
拒
ん

で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
同
時
に
'
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
に
あ
ら
わ
れ
る
変
化
に
目
を
向
け
て

い
-
必
要
が
あ
る
。
プ
ラ
イ
ヒ
は
言
う
。

も
し
も
私
た
ち
が
自
ら
の
心
を
知
る
た
め
に
他
者
の
作
品
を
読
む
の
だ
と

す
れ
ば
'
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
自
身
に
関
す
る
新
た
な
理
解
が
生
み
出

さ
れ
'
自
ら
の
偏
見
や
学
習
の
崗
難
点
ば
か
り
で
な
-
'
自
己
の
価
値
観
や

好
み
に
つ
い
て
の
新
た
な
考
え
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
的
。

こ
こ
で
プ
ラ
イ
ヒ
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
る
読
書
体
験
こ
そ
へ
　
ま
さ

に
田
中
実
が
言
う
'
作
品
に
よ
っ
て
打
ち
据
え
ら
れ
る
理
想
の
読
者
の
体
験
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
に
打
ち
据
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
'
お
そ
ら
く

作
品
を
自
己
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
作
品
を
自
己
の
所

有
物
と
す
る
だ
け
で
は
'
自
ら
の
読
み
は
決
し
て
自
ら
を
変
え
る
力
に
は
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
必
要
と
な
る
の
が
'
自
ら
の
認
知
行
為
を
見
つ
め
る
意
識
の
二

重
性
で
あ
り
複
数
性
で
あ
る
。

二
重
性
(
d
o
u
b
l
e
n
e
s
s
)
　
と
は
'
各
々
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
も
の
の
見
方
や
'

思
考
法
へ
話
し
ぶ
-
が
'
常
に
も
う
一
方
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
も
の
の
見
方
や
'

思
考
法
へ
話
し
ぶ
り
と
と
も
に
あ
り
へ
　
私
た
ち
は
そ
の
両
者
を
即
座
に
用
い

た
り
'
交
互
に
用
い
た
-
'
互
い
が
も
う
一
方
と
運
命
や
幸
福
を
と
も
に
L
t

そ
う
す
る
こ
と
で
私
た
ち
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
二
重
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
意
識
化
す
る
営
み
な
の
で
あ
る
o
o



こ
の
よ
う
な
(
二
重
性
)
な
い
し
(
ダ
ブ
ル
・
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
)
を
そ

な
え
る
主
体
を
育
て
て
い
-
こ
と
に
文
学
教
育
の
一
つ
の
方
向
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
自
ら
の
(
主
観
)
　
に
根
ざ
し
な
が
ら
も
へ
他
者
の
(
主
観
)
を
認
め
て
い

こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
読
み
の
問
題
に
限
っ
て
言
う
な
ら
へ
ま
ず
そ
れ
は

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
自
ら
と
は
異
な
る
も
の
と
認
め
へ
　
そ
れ
を
理
解
し
な
が

ら
'
容
易
に
そ
れ
を
自
己
内
の
既
有
の
知
識
構
造
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
な
-
'

理
解
し
得
な
い
部
分
を
見
極
め
て
い
-
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
基
盤
と

な
っ
て
'
自
ら
の
読
み
と
は
異
な
る
も
の
を
受
け
止
め
る
営
み
が
可
能
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
(
二
重
性
)
を
た
と
え
ば
教
室
で
の
読
み
に
お
い
て
求
め
て
い

-
こ
と
が
「
学
び
」
と
い
う
出
来
事
を
奥
行
き
の
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
に
間

違
い
は
な
い
。お

わ
り
に

r
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
て
」
　
の
末
尾
近
-
で
田
中
実
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

(
本
文
)
を
到
達
不
可
能
な
(
他
者
)
と
し
て
「
解
釈
共
同
体
」
に
生
き

る
(
読
者
主
体
)
を
倒
壊
し
続
け
る
こ
と
へ
　
こ
う
し
た
行
為
が
互
い
に
闘
争

的
に
共
存
す
る
こ
と
が
〝
新
し
い
作
品
論
の
試
み
″
　
に
向
か
う
(
読
者
共
同

体
)
　
へ
の
夢
で
あ
る
。
国
語
教
育
に
お
け
る
〝
新
し
い
作
品
論
(
教
材
論
)

の
試
み
〟
は
読
み
手
に
よ
っ
て
千
差
万
別
。
造
っ
て
は
壊
し
'
壊
し
て
は

造
っ
て
い
く
動
的
運
動
が
対
象
作
品
と
読
書
主
体
と
の
問
に
相
互
に
働
-
こ

と
に
よ
っ
て
動
き
出
す
。
S

田
中
の
言
う
よ
う
な
(
読
者
主
体
)
を
造
っ
て
い
-
こ
と
'
あ
る
い
は
(
動

的
運
動
)
を
営
ん
で
い
-
こ
と
こ
そ
へ
「
学
び
」
を
出
来
事
と
し
て
い
-
筈
で

あ
る
L
t
　
そ
れ
は
'
先
に
触
れ
た
小
森
陽
一
ら
の
座
談
に
お
け
る
教
室
に
　
(
出

来
事
)
性
・
(
事
件
)
性
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の

発
言
と
問
題
意
識
を
共
有
す
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。
田
中
の
言
う
(
対
象
作
品

と
読
書
主
体
)
と
の
間
の
　
(
造
っ
て
は
壊
し
'
壊
し
て
は
造
っ
て
い
-
動
的
運

動
)
は
'
テ
ク
ス
ト
の
作
り
手
と
語
り
手
と
の
間
の
葛
藤
を
読
者
自
身
が
捉
え
へ

経
験
し
て
い
-
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
可
能
に
な
る
営
み
で
も
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
(
動
的
運
動
)
を
繰
り
返
す
こ
と
で
'
読
者
の
眼
前
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の

読
者
に
と
っ
て
立
ち
上
が
っ
た
(
作
品
)
と
な
る
の
だ
。
読
む
と
い
う
状
況
の

中
で
そ
の
よ
う
な
読
者
一
人
一
人
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
　
(
作
品
)
を
作

り
出
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
へ
文
学
教
育
の
し
ご
と
な
の
で
あ
る
。

読
む
と
い
う
状
況
へ
　
と
今
述
べ
た
が
'
テ
ク
ス
ト
の
　
(
作
品
)
化
は
何
ら
か

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
　
(
場
面
へ
文
脈
)
　
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
。
ま
さ
に
読
み

は
1
つ
の
状
況
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
L
t
　
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
同

じ
テ
ク
ス
ト
が
対
象
に
な
っ
て
い
て
も
'
状
況
が
異
な
れ
ば
読
み
も
異
な
る
も

の
に
な
る
。
一
人
一
人
の
読
者
を
取
り
巻
-
状
況
は
複
雑
な
も
の
で
あ
る
が
へ

そ
の
複
雑
な
状
況
の
中
で
'
1
人
一
人
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
心
を
も
っ
て
'
そ
の
読
み
を
見
つ
め
て
い
-
こ

と
が
'
各
々
の
読
者
に
と
っ
て
文
学
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

ジ
エ
イ
ン
・
ト
ム
キ
ン
ズ
は
言
う
。

も
し
私
が
教
室
の
子
供
た
ち
と
の
交
流
(
i
n
t
e
r
c
o
u
r
s
e
)
を
開
く
こ
と
が
い

か
に
大
切
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
た
な
ら
へ

人
間
ら
し
い
や
り
方
で
彼
ら
の
そ
ば
に
い
て
や
り
'
彼
ら
の
感
情
を
感
じ
取

り
'
そ
の
心
に
実
際
に
何
が
あ
る
の
か
を
兄
い
出
し
、
彼
ら
が
自
力
で
教
材

を
扱
う
力
を
も
た
ら
し
'
彼
ら
自
身
が
直
接
教
材
と
渡
り
合
え
る
よ
う
に
し

て
や
り
'
教
材
が
い
か
に
感
じ
取
ら
れ
る
の
か
を
見
届
け
た
で
あ
ろ
う
。
も

し
私
が
生
徒
た
ち
相
互
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
さ
え
し
て
い
た
ら
な
ら
'



教
室
を
人
間
の
単
な
る
集
ま
り
に
し
て
や
る
の
で
は
な
く
へ
一
つ
の
共
同
体

に
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
-
も
し
こ
う
し
た
こ
と
を
私
が
理
解

し
て
'
自
分
自
身
が
生
徒
た
ち
に
上
に
述
べ
た
よ
う
な
活
動
を
営
ま
せ
る
自

由
を
持
っ
て
い
る
と
認
識
し
た
な
ら
ば
'
私
に
と
っ
て
人
生
は
何
倍
も
快
い

も
の
と
な
り
へ
　
価
値
の
大
き
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
し
'
生
徒
た
ち

も
も
っ
と
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
せ
た
で
あ
ろ
う
。
n

ト
ム
キ
ン
ズ
の
言
う
(
自
由
)
を
教
師
と
し
て
の
私
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
心
に

持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
。
本
当
に
そ
れ
が
乾
し
-
も
あ
り
'
大
き
な
問
題
で
あ

る
。
も
し
か
す
る
と
'
そ
れ
は
も
は
や
文
学
の
領
分
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
営
ま

れ
る
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'
文
学
に
で
き
る
こ
と
を
見
極

め
て
い
く
こ
と
は
'
ト
ム
キ
ン
ズ
の
言
う
(
自
由
)
を
損
な
わ
ず
'
学
習
者
と

の
交
流
を
拓
い
て
い
-
こ
と
の
で
き
た
と
き
に
'
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
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The Role of Literature in the Process of Learning

Takaharu Yamamoto

In this essay, I will consider the role of literature in the process of learning in order

to find out what Japanese language education can do. To grasp the learning process, it

is primarily necessary to make clear the mechanism of reading, that is, the process of

what a text invites the student-reader to read and how he or she responds to it. In so

doing, I will depend for my method mainly on Louise Rosenblatt's work while partially

applying those of Yoichi Komori, Manabu Sato, Kensuke Kono, Minoru Tanaka as well as

David Bleich's and other meta-cognitive constructionism.




