
１
　
研
究
の
目
的
と
方
法

　
本
研
究
は
、
国
語
教
育
の
歴
史
か
ら
メ
デ
ィ
ア
の
教
育
思
潮
を
捉
え
、
現
代

の
国
語
教
育
学
研
究
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
（
以
下
「
国
語
科
メ
デ
ィ
ア

 

と
す
る
）
の
展
望
を
開
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
研
究
の
一

環
と
し
て
、
本
稿
で
は
昭
和
戦
前
期
の
「
音
声
」
の
教
育
に
よ
る
〈
聴
覚
的
理

解
〉
の
検
討
を 

　
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
「
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
育
」
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
に
発
表
さ
れ
た
西
尾
実
の
「
映
画
と
国
語
教
育
」

が
参
考
に 

こ
の
論
文
の
な
か
で
、
西
尾
は
「
国
語
教
育
は
映
画
と
そ
の

領
域
を
異
に
し
た
営
為
で
あ
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、

「
映
画
」
な
ど
の
視
覚
対
象
が
国
語
教
育
の
領
域
と
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る

と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ 

一
方
で
音
声
に
関
し
て
は
、
同
論
考
に
お
い

て
「
国
語
は
聴
覚
の
対
象
た
る
音
声
を
そ
の
領
域
と
す
る
点
に
お
い
て
、
国
語

教
育
は
聴
覚
の
世
界
に
関
す
る
教
育
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。」
と

述
べ
て
お
り
、
国
語
教
育
に
お
い
て
「
聴
覚
の
対
象
た
る
音
声
」
は
「
そ
の
領

教
育
」

　
１

行
う
。

　
２

な
る
。

　
３

か
る
。

　
４

域
」
内
に
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
西
尾
は
、
視

覚
の
対
象
で
あ
る
「
映
画
」
の
教
育
を
国
語
教
育
の
領
域
に
は
位
置
づ
け
ず
、

む
し
ろ
聴
覚
の
対
象
で
あ
る
「
音
声
」
の
教
育
を
国
語
教
育
に
位
置
づ
け
よ
う

と
す
る
捉
え
方
を
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
久
米
井
束
も
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
雑
誌
『
学
校
放
送
研

究
』
に
発
表
し
た
「
言
語
訓
練
と
学
校
放
送
」
と
い
う
論
文
で
、
聴
覚
の
対
象

で
あ
る
「
音
声
」
の
教
育
に
つ
い
て
「
聴
覚
を
通
し
て
生
き
た
世
界
の
把
握
、

国
語
教
育
が
ラ
ジ
オ
に
負
ふ
べ
き
さ
う
し
た
部
面
も
必
ず
し
も
僅
少
で
は
な
い
。

（
中
略
）
学
校
放
送
が
国
語
教
育
に
作
用
す
る
部
面
は
、
単
に
興
味
的
と
か
、
補

助
的
と
か
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
、
も
つ
と
本
質
的
な
機
能
的
役
割
の
上
に
な
け

れ
ば
な
ら 

」
と
し
、「
ラ
ジ
オ
」
が
単
な
る
「
補
助
」
具
で
は
な
く
、
国

語
教
育
の
「
本
質
」
で
あ
る
「
生
き
た
世
界
」
を
「
把
握
」
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
昭
和
戦
前
期
は
、
西
尾
が
「
国
語
教
育
近
年
の
動
向
は
、
そ
の

本
来
の
領
域
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
忘
れ
ら
れ
て
い
た
話
し
言
葉
の
教
育

を
目
指
し
て
き
た
こ
と
で 

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
国
語
科
メ
デ
ィ

ア
教
育
」
の
展
開
上
、
文
字
メ
デ
ィ
ア
以
外
の
メ
デ
ィ
ア
も
国
語
教
育
の
領
域

な
い
。

　
５

あ
る
。

　
６

　

国
語
教
育
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
展
開

―
―
昭
和
戦
前
期
の
音
声
を
対
象
と
す
る
教
育
の
検
討
を
中
心
に
―
―

瀧
　
口
　
美
　
絵
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に
お
い
て
意
識
化
さ
れ
は
じ
め
た
と
い
う
過
渡
期
に
あ
り
、
そ
の
後
の
「
国
語

科
メ
デ
ィ
ア
教
育
」
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
時
期
で 

　
そ
こ
で
今
回
は
、
昭
和
戦
前
期
の
国
語
教
育
で
は
国
語
科
の
学
習
に
お
い
て
、

文
章
の
読
解
と
同
様
に
言
語
を
聴
覚
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
捉

え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。

　
以
下
で
は
、
こ
の
仮
説
を
検
証
す
べ
く
、
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
聴
覚
を
対

象
と
し
た
教
育
の
概
要
と
当
時
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
。

２
　
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
聴
覚
を
対
象
と
し
た
教
育
の

概
要

　
ま
ず
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
聴
覚
を
対
象
と
し
た
教
育
の
展
開
を
確
認
す
る
。

国
語
教
育
に
お
い
て
聴
覚
の
対
象
で
あ
る
「
音
声
」
の
教
育
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
か
ら

日
本
放
送
出
版
協
会
が
発
行
し
て
い
た
雑
誌
『
学
校
放
送
研
究
』
所
収
の
論
考

を
取
り
上
げ
、
考
察
す
る
こ
と
と 

そ
の
雑
誌
の
目
次
か
ら
国
語
教
育
に

関
す
る
論
考
を
取
り
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
に 

○
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年

一
一
月
　
橋
本
宏
　「
童
謡
「
モ
モ
タ
ラ
ウ
」
と
紙
芝
居
の
併
用
」

○
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
年
）

六
月
　
石
井
庄
司
　
学
校
放
送
と
言
語
訓
練

七
月
　
石
森
延
男
　
ラ
ジ
オ
の
児
童
文
学

一
一
月
　
西
原
慶
一
　
国
語
教
授
と
ラ
ジ
オ
の
問
題 あ

る
。

　
７

し
た
。

　
８

な
る
。

　
９

一
二
月
　
西
尾
実
　
国
語
教
育
の
動
向
と
ラ
ジ
オ

○
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
年
）

三
月
　
東
條
操
　
ラ
ヂ
オ
と
言
語
訓
練

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
養
部
　
綴
方
発
表
会
の
形
式
と
内
容

四
月
　
石
山
脩
平
　
国
民
学
校
の
教
科
と
学
校
放
送

　
西
尾
実
　
　
国
民
科
国
語
と
学
校
放
送

六
月
　
全
十
名
　【
特
集
号
】
国
民
科
国
語
と
学
校
放
送

神
保
格
　
音
声
に
関
す
る
知
識
の
放
送

石
井
庄
司
　
聴
き
方
の
訓
練

大
西
雅
雄
　
標
準
語
と
学
校
放
送

西
原
慶
一
　
学
校
放
送
の
重
要
性

田
中
豊
太
郎
　
国
語
教
授
と
放
送
効
果

志
波
末
吉
　
学
校
放
送
教
育
の
問
題

三
宅
武
郎
　
放
送
国
語
教
育
の
出
発

高
野
重
蔵
　
音
声
面
の
開
拓

輿
水
実
　
　
国
語
教
育
へ
の
参
与

久
米
井
束
　
言
語
訓
練
と
学
校
放
送

井
上
赳
・
松
田
武
夫
・
石
森
延
男
・
西
尾
実
・
久
米
井
束
座
談
会
　

国
民
科
国
語
と
学
校
放
送

　
雑
誌
『
学
校
放
送
研
究
』
に
は
、
右
記
の
よ
う
な
国
語
教
育
に
関
す
る
論
考

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
か
ら
は
、
当
時
の
学
校
放
送
の
内
容
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
も
の
と

し
て
、
輿
水
実
の
「
国
語
教
育
へ
の
参
与
」
が
あ
る
。
輿
水
は
、
国
語
教
育
の

―　　―１２



た
め
に
聴
取
さ
せ
る
べ
き
放
送
に
つ
い
て
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に
放
送

さ
れ
た
な
か
か
ら
具
体
的
に
「
一
、
文
部
省
当
局
の
『
ヨ
ミ
カ
タ
』
教
材
解
説
、

二
、
お 
話
三 
、
劇
、
四
、
綴
方
朗
読
・
発
表
会
、
こ
の
他
読
本
自
身
の 

の

マ
マ

四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

　
ま
た
、
ラ
ジ
オ
を
手
本
と
し
て
用
い
「
話
し
方
・
聞
き
方
」
の
指
導
や
学
習

を
行
お
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、
西
原
慶
一
、
田
中
豊
太
郎
の
論
考
が
あ
り
、

「
方
言
矯
正
」「
標
準
語
」
の
指
導
や
学
習
に
関
す
る
も
の
に
は
、
大
西
雅
雄
の

論
考
が
、「
音
声
言
語
」
の
概
念
や
国
語
教
育
へ
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
て
い
る

も
の
に
は
、
高
野
柔
蔵
、
西
尾
実
、
石
山
脩
平
の
論
考
が
あ
る
。
そ
し
て
、
物

語
や
教
科
書
の
話
を
聞
い
て
読
み
取
る
と
い
う
「
聴
取
」
の
指
導
や
学
習
に
関

す
る
も
の
は
、
石
森
延
男
、
久
米
井
束
な
ど
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
う

ち
、
西
尾
の
論
考
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
今
後
の
言
語
は
、
声
音
に
伴
う
表
情
や
身
振
り
や
動
作
の
助
け
を
借
り
な

い
で
、
し
か
も
表
現
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
得
る
方
向
を
と
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
表
情
や
身
振
り
で
補
っ
た
表
現
を
も
声
音
で
行

い
、
行
動
で
ま
に
合
わ
せ
て
い
た
表
現
を
も
声
音
で
担
う
と
い
う
よ
う
に
、

話
に
お
い
て
視
覚
に
訴
え
て
い
た
身
体
的
表
現
を
も
こ
と
ご
と
く
聴
覚
に
訴

え
る
声
音
的
表
現
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
言
語
を
言
語
史
の
示

す
方
向
に
発
達
さ
せ
、
言
語
の
本
領
に
向
か
わ
せ
る
努
力
で
あ
る
。
こ
う
考

え
て
く
る
と
、
ラ
ジ
オ
こ
そ
言
語
の
本
領
に
向
か
わ
せ
、
言
語
史
の
指
示
す

る
方
向
に
立
た
せ
る
重
要
な
文
化
機
関
で
あ
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
話
し
こ
と
ば
の
教
育
に
お
い
て
も
、
ラ
ジ
オ
放
送
の
占
め
る

意
義
は
き
わ
め
て
重
大
で 

朗
読
」

　
　１０

あ
る
。

　
　１１

　
こ
の
よ
う
に
西
尾
は
、「
聴
覚
に
訴
え
る
声
音
的
表
現
」
は
「
言
語
の
本
領
に

向
か
わ
せ
る
努
力
で
あ
る
」
と
述
べ
、
国
語
教
育
に
お
け
る
「
音
声
」
の
重
要

性
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
ラ
ジ
オ
こ
そ
言
語
の
本
領
」
と
し
、「
音
声
」

の
具
体
的
な
対
象
と
し
て
ラ
ジ
オ
を
あ
げ
て
い
る
。

　
石
井
庄
司
は
、
こ
れ
ら
の
番
組
を
聴
取
さ
せ
る
意
義
に
つ
い
て
、「
聴
き
方
の

訓
練
」
と
い
う
論
考
に
お
い
て
「
正
し
く
聴
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
や
が
て
聴
い

た
こ
と
を
よ
く
発
表
し
得
る
と
い
ふ
こ
と
、
或
は
聴
く
に
つ
れ
て
記
録
す
る
と

い
ふ
こ
と
な
ど
に
よ
つ
て
、
国
民
科
国
語
の
話
し
方
、
書
き
方
、
綴
り
方
が
一

挙
に
し
て
訓
練
で
き
る
の
で 

」
と
述
べ
、「
聴
き
方
の
訓
練
」
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、「
国
民
科
国
語
」
の
総
合
的
な
学
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
主
張

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
国
語
教
育
を
先
導
し
て
い
た
錚
々
た
る
人
物

が
多
く
論
考
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
の
意
気
込
み
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
特
輯
「
国
民
科
国
語
と
学
校
放
送
」
に
お
け
る
「
音

声
」
の
教
育
の
位
置
づ
け

　
で
は
、
聴
覚
の
対
象
で
あ
る
「
音
声
」
の
教
育
に
つ
い
て
、
こ
の
時
期
、
な

ぜ
国
語
教
育
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
意
識
が
高
か
っ
た
の
か
。
こ
の
疑
問
の
答

え
を
見
い
だ
す
手
が
か
り
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
六

月
の
『
学
校
放
送
研
究
』
に
組
ま
れ
た
国
民
科
国
語
に
関
す
る
特
輯
号
が
あ
る
。

こ
の
特
輯
号
の
目
的
は
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
国
民
学
校
令
の
公
布
に

よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
「
施
行
規
則
」
や
教
科
書
の
内
容
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
改
正
点
の
な
か
で
も
こ
の
号
で
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の

は
、
国
語
教
育
に
登
場
し
た
「
音
声
」
と
い
う
領
域
に
つ
い
て
で 

西
尾

あ
る
。

　
　１２

あ
る
。

　
　１３
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は
、
国
語
教
育
に
存
立
さ
せ
る
べ
き
領
域
に
つ
い
て
「
こ
れ
ま
で
の
国
語
教
育

は
、
書
き
こ
と
ば
を
主
と
し
た
教
育
で
あ
っ
た
か
ら
、
音
声
を
対
象
と
す
る
こ

と
さ
え
十
分
で
は
な
か
っ
た
。」「
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
教
育
は
こ
う
し
た
構

造
を
把
握
し
、
こ
れ
に
適
応
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
今

後
の
国
語
教
育
の
向
か
う
べ
き
新
し
い
領
域
が
存
立
す
る
。」
と
述
べ
、
国
語
教

育
が
新
た
に
「
音
声
」
の
分
野
に
着
手
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
見
方

を
示
し
て 

い
わ
ば
、
こ
こ
で
み
ら
れ
る
意
識
の
高
さ
は
、
国
語
教
育
の

立
場
か
ら
「
新
し
い
領
域
」
で
あ
る
「
音
声
」
の
領
域
に
踏
み
出
そ
う
と
し
て

い
る
意
気
込
み
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
い
え
る
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
組
ま
れ
た
こ
の
号
の
記
録
か
ら
は
、
昭
和
戦
前
期
に
、

国
語
教
育
の
分
野
は
な
ぜ
「
音
声
」
の
領
域
に
踏
み
込
み
、
聴
覚
の
対
象
で
あ

る
「
音
声
」
の
教
育
を
重
要
視
し
た
の
か
、
国
語
教
育
に
お
け
る
「
音
声
」
の

教
育
に
よ
る
〈
聴
覚
的
理
解
〉
の
内
実
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
聴
覚

の
対
象
で
あ
る
「
音
声
」
の
教
育
が
国
語
教
育
の
領
域
に
位
置
づ
い
て
い
く
そ

の
過
程
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
国
語
教
育
に

お
け
る
「
音
声
」
の
位
置
づ
け
と
、〈
聴
覚
的
理
解
〉
の
内
実
を
、
こ
の
号
の
な

か
で
も
注
目
す
べ
き
座
談
会
「
国
民
科
国
語
と
学
校 

を
取
り
上
げ
、
を

そ
の
内
容
を
検
討
す
る
。

３
の
１
　
座
談
会
「
国
民
科
国
語
と
学
校
放
送
」
の
議
論

　
特
輯
で
組
ま
れ
た
国
語
教
育
に
関
す
る
論
文
十
稿
を
締
め
く
く
る
形
で
掲
載

さ
れ
て
い
る
こ
の
座
談
会
は
、「
進
行
役
」
を
久
米
井
束
と
し
て
、
井
上
赳
、
松

田
武
夫
、
石
森
延
男
、
西
尾
実
、
と
い
う
出
席
者
を
集
め
て
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
座
談
会
は
、
特
輯
の
論
考
を
よ
り
具
体
的
に
示
す
も
の
で
、
そ
の
構
成
は
、

い
る
。

　
　１４

放
送
」

　
　１５

⑴
「
新
教
科
書
の
志
向
」
に
つ
い
て
の
解
説
と
そ
れ
に
伴
う
「
革
新
的
意
識
」

の
必
要
性
に
つ
い
て
、
⑵
「
放
送
機
能
と
国
語
教
育
」
の
実
践
に
つ
い
て
、
と

い
う
展
開
と
な
っ
て 

⑴
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
「
音
声
」
の
位
置
づ

け
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
⑵
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
〈
聴
覚
的
理
解
〉

の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
を
検

討
す
る
。

３
の
２
　
国
語
教
育
に
お
け
る
「
音
声
」
の
位
置
づ
け

　
座
談
会
前
半
の
話
題
は
、「
施
行
規
則
」
改
正
や
教
科
書
の
改
訂
に
伴
い
国
語

教
育
に
登
場
し
た
「
音
声
」
と
い
う
領
域
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
座
談
会
の
冒

頭
で
は
、
ま
ず
、
新
教
科
書
の
方
向
性
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

久
米
井
：
　（
前
略
）
言
語
訓
練
に
重
き
を
置
く
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
差
当
り

具
体
的
に
教
科
書
に
現
は
れ
て
来
て
ゐ
る
問
題
で
す
が
、
さ
う
い
ふ

こ
と
を
指
摘
し
て
頂
き
た
い
と
思
ふ
の
で
す
。

　（
中
略
）

西
　
尾
：
　（
前
略
）
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
小
学
国
語
読
本
は
教
材
を
具
体

的
表
現
に
進
め
た
こ
と
が
、
功
績
で
あ
っ
た
。
今
度
の
国
民
学
校
の

方
で
は
、
そ
の
方
向
を
も
つ
と
、
具
体
的
に
し
た
。
と
い
ふ
の
は
、

小
学
国
語
読
本
で
は
表
現
の
具
体
性
と
い
ふ
こ
と
が
文
学
的
傾
向
の

下
に
現
れ
た
の
に
、
国
民
学
校
の
そ
れ
は
生
活
的
に
な
つ
て
来
た
。

こ
の
日
常
性
の
濃
厚
に
な
つ
た
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の
大
事
な
発
展
が
、

示
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
。

井
　
上
：
　
今
の
批
評
が
大
体
当
つ
て
ゐ
る
で
せ
う
ね
。
一
般
の
人
の
考
へ
で

い
る
。

　
　１６

―　　―１４



は
、
国
語
を
日
本
語
と
し
て
取
扱
ふ
日
本
語
教
育
の
問
題
か
ら
、
話

し
言
葉
と
い
ふ
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
の
で
、
国
語
教
育
も
又
そ
の
方

向
へ
一
転
し
て
、
語
学
的
に
行
く
べ
き
も
の
だ
と
考
へ
て
ゐ
る
人
も

あ
る
や
う
で
す
が
、
単
に
さ
う
い
つ
た
こ
と
か
ら
の
み
判
断
さ
れ
て

は
ど
う
か
と
思
ひ
ま
す
。

久
米
井
：
　
前
の
読
本
で
は
言
語
訓
練
と
い
ふ
こ
と
は
重
視
し
て
は
ゐ
る
や
う

で
す
が
、
音
声
と
い
ふ
こ
と
の
活
用
と
な
る
と
、
実
際
に
は
な
か
な

か
活
用
し
得
な
か
つ
た
。
い
ひ
換
へ
れ
ば
、
や
や
抽
象
的
に
な
つ
て

は
居
ら
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
の
で
す
。
し
か
し
今
度
は
言
語
訓
練
を

具
体
化
す
る
と
い
ふ
の
で
、
教
材
に
も
そ
の
こ
と
が
は
つ
き
り
し
て

居
る
し
、
そ
の
精
神
に
も
は
つ
き
り
出
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
や
は

り
刷
新
さ
れ
た
一
つ
の
部
面
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
す
。

井
　
上
：
　（
中
略
）
言
葉
と
い
ふ
も
の
を
教
へ
る
と
い
ふ
こ
と
と
心
と
い
ふ
も

の
を
養
つ
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
の
で

す
。（
中
略
）
こ
れ
は
一
元
的
の
も
の
で
あ
つ
て
、
今
度
の
改
正
に
於

い
て
も
一
元
的
態
度
で
打
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
と
私
は
さ
う
考
へ
て
ゐ

る
の
で
す
。
教
材
と
い
ふ
も
の
は
、
特
に
そ
の
点
で
子
供
の
心
と
い

ふ
も
の
と
ぴ
つ
た
り
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
略
）

西
　
尾
：
　
つ
ま
り
日
常
生
活
に
即
し
て
来
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
話
し
言
葉
を

問
題
と
し
て
来
た
と
い
ふ
こ
と
で
せ
う
。
そ
の
点
で
、
前
の
教
科
書

の
方
向
を
大
い
に
進
め
た
と
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す

 

　
こ
こ
で
西
尾
は
、「
前
の
教
科
書
の
方
向
を
大
い
に
進
め
た
と
解
さ
る
べ
き
」

　１７ね
。

方
向
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
西
尾
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
教
材
」
の

「
具
体
的
表
現
」
を
「
文
学
的
」
で
は
な
く
「
生
活
的
」
に
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
井
上
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
教
材
」
と
「
子
供
の
心
と
い
ふ
も
の
と

ぴ
つ
た
り
し
た
も
の
」
に
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
久
米
井

も
実
際
的
な
立
場
か
ら
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
「
抽
象
的
」
な
「
言
語
訓
練
」

か
ら
「
具
体
的
」
な
「
言
語
訓
練
」
へ
移
行
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
具
体
的
」
な
「
言
語
訓
練
」
と
し
て
「
音
声
と
い
ふ
こ

と
の
活
用
」
が
挙
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
１
９
４
０
（
昭
和
　
）
年
、
国
語

１６

教
育
は
教
科
書
と
子
ど
も
の
心
と
の
心
理
的
接
近
を
は
か
り
、
よ
り
具
体
的
な

「
言
語
訓
練
」
を
行
お
う
と
す
る
方
向
性
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
「
音

声
」
と
い
う
新
し
い
領
域
に
帆
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
久
米
井
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
国
語
教
育

に
お
い
て
も
、「
音
声
と
い
う
こ
と
の
活
用
と
な
る
と
、
実
際
に
は
な
か
な
か
活

用
し
得
な
か
つ
た
」
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
音
声
」
を
国
語
教

育
の
領
域
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
座
談
会
の
な
か

で
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
「
音
声
」
の
認
識
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
て
い
る
。

久
米
井
：
　
ラ
ジ
オ
に
よ
つ
て
話
言
葉
が
発
達
し
て
来
た
た
め
か
、
文
章
の
表

現
も
こ
の
頃
は
多
少
変
わ
つ
て
き
ま
し
た
ね
。

井
　
上
：
　
往
年
の
元
禄
文
学
で
も
西
鶴
の
文
学
と
、
近
松
の
文
学
で
は
全
然

別
で
す
か
ら
ね
。
近
松
は
聞
か
す
文
学
で
す
か
ら
。

松
　
田
：
　
近
松
の
は
意
味
と
い
ふ
よ
り
も
耳
に
訴
へ
る
と
い
ふ
こ
と
が
主
に

な
つ
て
居
る
や
う
で
す
。

―　　―１５



局
　
側
：
　
西
鶴
は
リ
ア
リ
ズ
ム
で
す
ね
。

井
　
上
：
　
非
常
に
単
純
で
素
朴
に
出
し
て
ゐ
る
。

石
　
森
：
　
こ
れ
か
ら
は
生
き
た
も
の
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
ラ
ジ
オ
の
力
を

借
り
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
よ
。

松
　
田
：
　
チ
テ
チ
テ
タ
と
い
ふ
と
こ
ろ
、
あ
れ
を
子
供
が
読
ん
で
ゐ
な
い
時

に
は
、
あ
の
連
続
し
た
音
が
出
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
先
生
が
拍
子

を
と
つ
て
「
サ
ア
や
う
て
ご
覧
な
さ
い
」
と
い
ふ
と
、
や
れ
る
や
う

に
な
る
の
で
す
。

局
　
側
：
　
ラ
ツ
パ
を
吹
く
ま
ね
を
し
て
足
踏
を
さ
せ
る
と
だ
ん
だ
ん
う
ま
く

な
つ
て
行
く
さ
う
で
す
ね
。

井
　
上
：
　
大
体
教
育
と
い
ふ
も
の
は
プ
ロ
セ
ス
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
を
い
つ

も
完
成
し
た
も
の
と
し
て
や
ら
う
と
す
る
か
ら
、
結
局
今
ま
で
の
や

う
に
家
で
自
習
を
や
ら
せ
て
教
室
で
芝
居
を
見
せ
る
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
の
で
す
。
し
か
し
こ
れ
で
は
い
か
ん
と
思
ふ
の
で
す
ね
。
如
何

に
下
手
で
も
い
い
、
そ
れ
が
修
練
で
あ
る
か
ら
と
い
ふ
考
へ
方
で
な

け
れ
ば
。
で
す
か
ら
結
局
は
、
先
生
も
素
ッ
裸
に
な
つ
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
の
で
す
。

松
　
田
：
　
要
す
る
に
音
声
面
と
文
字
面
と
二
つ
あ
つ
て
そ
れ
が
一
つ
の
も
の

と
な
る
の
だ
が
、
一
つ
と
な
る
ま
で
に
、
音
声
面
か
ら
だ
ん
だ
ん
に

文
字
面
に
入
つ
て
い
く
と
い
ふ
考
へ
方
な
の 

　
こ
こ
で
は
、「
拍
子
」
や
「
足
踏
」
が
例
に
あ
が
り
、「
子
供
」
が
う
ま
く

「
読
ん
で
ゐ
な
い
時
に
」「
音
声
面
か
ら
だ
ん
だ
ん
に
文
字
面
に
入
つ
て
い
く
と

い
ふ
考
へ
方
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
井
上
は
、
こ
の
よ
う
な
「
音
声
」
の
教
育

で
す
。

　
　１８

に
つ
い
て
、
国
語
教
育
に
お
け
る
「
プ
ロ
セ
ス
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
位

置
づ
け
を
し
て
い
る
。
こ
の
「
音
声
」
の
過
程
を
含
む
国
語
教
育
の
構
造
に
つ

い
て
、
井
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

井
　
上
：
　
今
ま
で
は
、
文
字
以
外
に
は
国
語
教
育
は
な
い
と
い
ふ
考
へ
方
が
、

や
や
も
す
れ
ば
あ
つ
た
の
で
す
ね
。
特
に
今
度
は
二
つ
の
教
材
が
話

で
始
ま
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
文
字
教
育
以
外

に
国
語
教
育
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
し
か

も
こ
の
精
神
は
ず
つ
と
後
の
教
材
に
も
ま
つ
は
り
つ
い
て
、
結
局
話

の
中
か
ら
の
帰
結
と
し
て
文
字
教
材
が
出
て
来
る
と
い
つ
た
や
う
に

な
つ
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
と
こ
ろ
に
話
し
言
葉
と
書
言
葉
と
い
ふ
も

の
を
連
関
的
に
取
扱
つ
て
行
く
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。（
中

略
）
で
す
か
ら
今
ま
で
読
方
、
書
方
、
綴
方
と
し
て
別
々
に
考
へ
ら

れ
て
ゐ
た
も
の
が
、
今
度
の
国
民
学
校
で
は
そ
れ
が
一
元
的
に
扱
は

れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
国
民
学
校
の
国
語
科
と
し
て
非
常
に
革

新
的
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
せ 

　
井
上
は
、「
国
語
科
」
の
構
造
に
つ
い
て
「
一
元
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
示
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
音
声
」
に
よ
る
教
育
は
「
一
元
的
」
な
文
字
を
理
解
す

る
た
め
の
過
程
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
は
、「
国
語
教
育
」
に

存
在
し
て
い
た
が
、「
今
ま
で
は
、
文
字
以
外
に
は
国
語
教
育
は
な
い
と
い
ふ
考

へ
方
が
、
や
や
も
す
れ
ば
あ
つ
た
」
た
め
、
意
識
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
国
語
教
育
で
は
、
ま
ず
日
常
的
に
常
態
化
し

て
い
た
「
話
す
・
聞
く
」
と
い
っ
た
行
為
を
学
習
と
し
て
意
識
化
し
、「
音
声
」

う
か
。

　
　１９

―　　―１６



を
国
語
教
育
の
一
領
域
と
し
て
特
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
文
字
理
解
の
「
連
関

的
」
な
構
造
を
理
解
す
る
教
育
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

３
の
３
　
音
声
を
意
識
し
た
理
解
構
造
の
内
実

　
で
は
、「
音
声
」
を
意
識
し
た
「
一
元
的
」
な
理
解
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
座
談
会
で
は
次
の
よ
う
な
発
言

が
示
さ
れ
て
い
る
。

井
　
上
：
　
人
の
た
め
に
聞
か
す
言
葉
の
訓
練
と
い
ふ
も
の
が
、
ま
だ
本
当
に

出
来
て
居
な
い
の
で
す
ね
。
例
へ
ば
ラ
ジ
オ
放
送
を
や
る
の
に
、
書

い
た
も
の
を
読
む
か
ら
、
聞
く
も
の
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
よ
。

西
　
尾
：
　
日
常
の
談
話
や
聴
衆
を
前
に
し
た
講
演
の
や
う
に
話
せ
る
ま
で
に

は
、
よ
ほ
ど
な
経
験
と
研
究
が
い
る
や
う
で
す
ね
。
放
送
の
仕
方
に

つ
い
て
は
も
う
一
段
も
二
段
も
工
夫
が
要
る
と
い
ふ
状
態
で
は
な
い

で
す
か
。

　（
中
略
）

松
　
田
：
　
と
こ
ろ
が
聞
か
す
文
学
と
い
ふ
も
の
は
相
当
発
達
し
て
ゐ
る
と
思

ふ
の
で
す
。
昔
の
物
語
は
聞
か
せ
た
も
の
で
す
か
ら
ね
。
平
家
物
語

に
し
て
も
、
太
平
記
に
し
て
も
、
浄
瑠
璃
に
し
て
も
、
あ
れ
は
耳
に

訴
へ
た
も
の
で
す
。
だ
か
ら
日
本
の
文
学
と
し
て
は
聞
か
す
文
学
と

い
ふ
も
の
は
過
去
に
於
い
て
は
相
当
発
達
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
さ
う

い
ふ
点
を
生
か
し
て
子
供
に
聞
か
す
児
童
読
み
物
が
あ
つ
て
然
る
べ

き
だ
と
考
へ
る
の
で
す
が
ね
。

局
　
側
：
　
平
安
時
代
ま
で
は
話
し
言
葉
と
の
関
係
が
言
文
一
致
で
あ
つ
た
の

が
、
そ
れ
以
後
語
り
物
を
聞
か
す
芸
と
し
て
発
達
し
て
ゐ
る
の
で
す

か
ら
、
あ
あ
い
ふ
芸
術
を
参
考
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
い
い
と
思
ふ

の
で
す
ね
。

井
　
上
：
　
そ
れ
は
小
説
見
た
い
の
も
の
を
読
ん
で
聞
か
せ
て
も
わ
か
る
、
あ

の
細
や
か
に
描
写
し
た
も
の
が
よ
く
わ
か
る
が
、
論
説
的
の
も
の
に

な
る
と
聞
い
て
ゐ
る
も
の
に
わ
か
り
難
い
の
で
す
ね
。

局
　
側
：
　
聞
か
せ
る
言
葉
と
い
ふ
こ
と
に
も
つ
と
工
夫
を
要
す
る
訳
で
す
ね
。

　
こ
こ
で
は
、「
聞
か
す
文
学
」
と
し
て
い
く
つ
か
の
古
典
作
品
が
挙
げ
ら
れ
、

そ
う
し
た
作
品
の
受
容
に
あ
っ
て
、
昔
は
聞
く
こ
と
が
読
む
こ
と
と
同
等
で
で

あ
っ
た
と
い
う
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
音
声
」
を
意
識
し
た
「
一
元
的
」
な

理
解
と
は
具
体
的
に
そ
の
対
象
を
「
聞
か
す
」
こ
と
に
よ
る
受
容
を
指
し
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
西
尾
は
、
ラ
ジ
オ
が
持
つ
教
育
的
意
義
に
触
れ
な
が
ら

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
日
常
の
話
し
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
に
比
し
て
ラ
ジ
オ
に
よ
る
表
現
は
一
つ

の
制
限
を
受
け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
制
限
は
、
こ
と
ば
を
こ
と
ば
の

本
領
に
向
か
わ
し
め
る
た
め
に
は
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
の
具
現

で
あ
る
か
ら
、
ラ
ジ
オ
は
こ
と
ば
を
こ
と
ば
の
本
領
に
立
た
せ
る
も
の
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
ラ
ジ
オ
の
担
う
文
化
機
関
と
し
て
の
役
割
が
あ

り
、
話
し
こ
と
ば
の
教
育
を
徹
底
す
る
上
に
お
い
て
逸
す
る
こ
と
の
出
来
な

い
重
大
な
使
命
が
あ
る
。
か
く
て
、
日
常
の
話
し
こ
と
ば
に
お
い
て
、
表
情

や
身
振
り
や
動
作
の
よ
う
な
補
助
的
表
現
を
音
声
化
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
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よ
い
か
と
い
う
言
語
教
育
を
完
成
す
る
た
め
の
条
件
が
、
直
ち
に
ラ
ジ
オ
放

送
を
有
力
に
し
、
聴
き
取
り
を
的
確
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い

う
問
題
に
帰
一
す
る
と
こ
ろ
に
、
ラ
ジ
オ
の
み
が
占
め
得
る
教
育
機
関
と
し

て
の
意
義
が
存
立
す
る
。

　
文
字
に
よ
る
書
き
こ
と
ば
も
、
視
覚
に
よ
る
文
字
で
こ
と
ば
を
表
現
す
る

と
い
う
苛
辣
な
制
限
の
下
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
制
限
を
克
服
し
て
あ
れ
だ

け
の
有
力
な
表
現
力
を
獲
得
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
ラ
ジ

オ
に
よ
る
話
し
こ
と
ば
が
、
ラ
ジ
オ
と
し
て
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い

制
限
の
下
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
制
限
克
服
の
意
欲
を
そ
そ
り
そ

の
克
服
に
よ
っ
て
獲
得
せ
ら
る
べ
き
有
力
な
表
現
力
の
実
現
が
期
待
せ
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
こ
そ
、
言
語
は
今
日
よ
り
も
は
る
か
に
言
語
の
本
領

を
明
ら
か
に
し
た
段
階
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。

　「
ラ
ジ
オ
」
が
「
日
常
の
話
し
こ
と
ば
」
よ
り
も
「
制
限
」
が
あ
る
も
の
で
あ

る
と
し
な
が
ら
、「
こ
と
ば
を
こ
と
ば
の
本
領
に
立
た
せ
る
も
の
」
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
「
制
限
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
制
限
克

服
の
意
欲
」
を
そ
そ
り
、
そ
の
「
克
服
」
に
よ
っ
て
「
有
力
な
表
現
力
の
実
現
」

が
「
期
待
」
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
座
談
会
に

お
け
る
「
聞
か
す
文
学
」「
聞
か
せ
る
言
葉
」
の
重
要
性
の
指
摘
と
も
重
な
る
。

　
こ
こ
で
西
尾
が
示
し
て
い
る
の
は
、「
国
語
教
育
」
に
お
い
て
「
聴
覚
」
に
よ

る
「
聴
く
」
理
解
の
構
造
は
、「
文
字
に
よ
る
書
き
こ
と
ば
」
を
読
む
理
解
の
構

造
と
同
等
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
と
同
時
に
、「
日
常
の
話
し
こ
と
ば
」

に
お
い
て
「
表
情
や
身
振
り
や
動
作
の
よ
う
な
補
助
的
手
段
」
を
「
音
声
化
す

る
」
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
点
に
「
言
語
教
育
を
完
成
す
る
た
め

の
条
件
」
を
見
て
い
る
と
こ
ろ
も
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
と
ば
の
本

領
」
を
意
識
さ
せ
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
「
ラ
ジ
オ
」
が
「
重
大
な
使
命
」
を

持
つ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
が
、「
ラ
ジ
オ
」
に
よ
る
教
育
が
強

調
さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

　
先
の
座
談
会
の
参
加
者
た
ち
や
西
尾
が
追
究
し
て
い
た
こ
と
は
、
音
声
の
み

を
読
み
の
対
象
と
し
、
物
語
の
内
容
を
想
像
し
な
が
ら
理
解
す
る
過
程
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
理
解
過
程
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
文
字
の
み
を
読
み
の
対
象
と
し

た
理
解
過
程
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
音
声
言
語
を
も
読
み
の

対
象
と
し
て
、
情
報
を
読
み
取
ら
せ
る
学
習
を
行
な
お
う
と
す
る
考
え
方
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
考
え
方
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
性
質
に
よ
る
「
制

限
」
の
「
克
服
」
と
い
う
こ
と
を
契
機
と
し
て
「
こ
と
ば
の
本
領
」
に
近
づ
い

て
い
こ
う
と
す
る
教
育
観
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
育
観
に
立
つ
な
ら
、
音
声
言
語

も
「
読
み
」
の
対
象
と
な
る
。
こ
れ
が
音
声
を
意
識
し
た
理
解
構
造
の
内
実
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
教
育
観
は
、
メ
デ
ィ
ア
教
育
史
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
こ
と

に
お
い
て
重
要
な
点
で
あ
る
。
昭
和
戦
前
期
の
国
語
教
育
は
、「
音
声
」
を
対
象

と
し
た
教
育
観
の
出
現
に
よ
り
、
文
字
言
語
だ
け
で
な
く
、
音
声
言
語
も
「
読

み
」
の
対
象
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
音
声
言
語
を
も

読
み
の
対
象
と
し
て
捉
え
る
教
育
観
は
、
現
代
の
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
お
い
て

試
み
ら
れ
て
い
る
「
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
を
読
み
の
対
象
と
す
る
」
実
践
の

先
行
者
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４
　
ま
　
と
　
め

　
本
稿
で
は
、
昭
和
戦
前
期
の
国
語
教
育
で
は
、
聴
覚
の
対
象
で
あ
る
「
音
声
」

の
教
育
が
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
国
語
科
の
学
習
に
お
い
て
、
文
章
の

読
解
と
同
様
に
言
語
を
聴
覚
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
国
語
教
育
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア

教
育
史
の
検
討
の
一
環
と
し
て
、
昭
和
戦
前
期
の
国
語
教
育
に
お
い
て
人
々
が

聴
覚
の
対
象
で
あ
る
「
音
声
」
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど
の
よ
う

な
教
育
観
を
持
っ
て
「
聴
覚
教
育
」
を
行
な
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

注
目
し
、
検
討
し
た
。

　
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
「
音
声
」
は
、
ラ
ジ
オ
の
利
用
が
中
心
と
な
っ
て
い

た
。
そ
の
な
か
で
国
語
教
育
で
は
、
文
字
言
語
と
同
様
に
音
声
言
語
を
も
読
み

の
対
象
と
し
、「
音
声
」
を
重
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
ラ
ジ
オ
を
用
い
た
国
語
学
習
の
実
際
か
ら
は
、
読
解
を
目
的
と
し
た

「
音
声
｣
の
教
育
と
、
表
現
を
目
的
と
し
た
「
音
声
｣
の
教
育
と
を
推
進
し
よ
う

と
す
る
教
育
観
が
、
昭
和
戦
前
期
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
た
教
育
観
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
声
言
語
も
読

解
の
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。「
ラ
ジ
オ
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
持
つ

「
制
限
」
に
よ
っ
て
「
聞
か
す
文
学
」
と
し
て
の
「
ラ
ジ
オ
」
の
「
理
解
」
が
、

国
語
科
に
お
け
る
「
読
み
」
の
一
領
域
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
西
尾
実
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
国
語
科
に
お
い
て
「
こ
と
ば
の
本
領
」

を
探
る
道
で
あ
っ
た
。
国
語
教
育
に
お
い
て
「
聴
覚
教
育
」
が
「
視
覚
教
育
」

と
比
較
し
て
よ
り
重
要
視
さ
れ
、
区
別
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
よ
う

な
理
由
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
考
察
し
て
き
た
こ
と
は
、
今
後
と
も
メ
デ
ィ
ア
の
教
育
思
潮
の
変
遷

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
に
あ
た
り
重
要
な
て
が
か
り
と
な
る
。「
音
声
」
と
い

う
概
念
は
、
文
字
言
語
と
同
様
に
音
声
言
語
を
読
み
の
対
象
と
し
て
国
語
教
育

の
領
域
を
広
げ
て
捉
え
よ
う
と
さ
れ
は
じ
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、「
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
育
」
史
の
出
発
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注１ 
　「
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
育
」
と
い
う
捉
え
方
は
、
中
村
敦
雄
「
国
語
科
メ

デ
ィ
ア
教
育
の
挑
戦
」
に
す
で
に
み
ら
れ
る
。
中
村
は
「
国
語
科
に
立
脚
し

て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、「
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
育
」
と
い
う
こ
と

ば
を
新
た
に
用
意
し
た
。」
と
述
べ
、「
こ
と
ば
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
基
盤
に
し
て
メ
デ
ィ
ア
を
位
置
づ
け
る
の
が
最
も
有
効
で
あ
る
。」
と
主

張
し
て
い
る
。

２
　
稿
者
は
「
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
育
」
史
を
、「
視
覚
教
育
期
・
聴
覚
教
育

期
」（
国
語
科
教
育
に
お
い
て
「
視
覚
教
育
」「
聴
覚
教
育
」
に
よ
る
試
論
・

議
論
が
活
発
に
行
わ
れ
た
時
期
１
９
３
０
年－

１
９
５
０
年
）、「
視
聴
覚
教

育
期
」（「
視
覚
」
と
「
聴
覚
」
と
を
重
ね
た
概
念
が
登
場
し
、
教
育
観
が
拡

張
し
た
時
期
１
９
５
０
年－

１
９
７
０
年
）、「
視
聴
覚
メ
デ
ィ
ア
教
育
期
」

（
電
子
メ
デ
ィ
ア
も
加
わ
り
な
が
ら
、
メ
デ
ィ
ア
教
育
の
教
育
観
が
定
着
し
て

き
た
時
期
１
９
７
１
年－

１
９
９
０
年
）、「
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育

期
」（
メ
デ
ィ
ア
を
教
材
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
る

―　　―１９



教
育
観
が
登
場
し
た
時
期
１
９
９
１－

）
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
る
も

の
と
し
て
仮
説
を
た
て
て
い
る
。「
国
語
科
メ
デ
ィ
ア
教
育
」
の
区
分
に
つ
い

て
　
年
ご
と
に
詳
し
く
ま
と
め
て
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
市
川
真
文
の
「
メ

１０
デ
ィ
ア
の
利
用
と
教
育
の
研
究
史
」
が
あ
る
。
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会

【
編
】（
２
０
０
２
）『
国
語
科
教
育
学
研
究
の
成
果
と
展
望
』
明
治
図
書
出
版

３
　
西
尾
実
（
１
９
３
８
）「
映
画
と
国
語
教
育
」『
教
材
映
画
』　
月
第
　
号

１１

４６

十
六
ミ
リ
教
育
普
及
の
会pp.
 
  6  –  11   
　
な
お
、
こ
の
論
文
は
、『
西
尾
実
全
集

第
二
巻
』（
１
９
７
４
、
教
育
出
版
）
に
再
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
３
節

に
区
分
さ
れ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
再
録
さ
れ
た
も
の
は
、
新
旧
字
体
の

異
同
と
脱
字
の
補
足
以
外
に
大
き
な
変
更
は
み
ら
れ
な
い
。
本
稿
の
引
用
は

『
教
材
映
画
』
誌
発
表
を
用
い
た
。

４
　
西
尾
（
１
９
３
８
）p.

   6  

５
　
久
米
井
束
（
１
９
４
１
．
６
）「
言
語
訓
練
と
学
校
放
送
」『
学
校
放
送
研

究
』
出
版
社p   .  22   

６
　
西
尾
実
（
１
９
４
０
）「
国
語
教
育
の
動
向
と
ラ
ジ
オ
」［
再
録
：『
西
尾
実

国
語
教
育
全
集
第
２
巻
』
教
育
出
版p   .  389

   

７
　
高
野
柔
蔵
は
、
１
９
４
１
年
、「
文
字
面
」
以
外
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
「
音

声
面
」
が
「
国
語
教
育
の
新
領
域
」
に
加
わ
っ
た
と
し
て
「
音
声
面
の
開
拓
」

を
強
調
し
て
い
る
。「
音
声
面
の
開
拓
」『
学
校
放
送
研
究
』
第
３
巻
第
６
号 

p  .  1  7  
８
　
放
送
の
利
用
研
究
が
本
格
化
し
た
き
っ
か
け
と
し
て
こ
の
雑
誌
の
発
刊
を

あ
げ
て
い
る
。「
１
９
１
５
年
に
ラ
ジ
オ
放
送
が
開
始
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
ラ

ジ
オ
の
教
育
的
利
用
が
注
目
さ
れ
て
い
た
。
最
初
は
社
会
教
育
を
対
象
と
す

る
も
の
の
み
で
あ
っ
た
が
、
１
９
３
３
年
大
阪
放
送
局
が
最
初
の
学
校
放
送

を
行
な
い
、
つ
い
で
１
９
３
５
年
に
な
っ
て
全
国
的
な
学
校
放
送
が
行
な
わ

れ
る
に
至
っ
た
。
学
校
放
送
の
実
施
に
と
も
な
っ
て
、
全
国
各
地
に
放
送
教

育
研
究
会
が
結
成
さ
れ
、
放
送
の
利
用
の
研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
１
９
３
９
年
に
は
雑
誌
『
学
校
放
送
研
究
』
が
発
刊
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
放
送
の
利
用
は
本
格
化
さ
れ
て
く
る
。」
西
本
三
十
二
、
波
多
野
完

治
【
編
】（
１
９
６
８
）『
視
聴
覚
教
育
辞
典
』
明
治
図
書
出
版p   .  55   

９
　『
学
校
放
送
研
究
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
、
国
内
で
北
海
道
大
学
附
属

図
書
館
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
巻
号
の
目
次
お
よ
び
掲
載
論
文
を

取
り
寄
せ
調
べ
て
い
く
な
か
で
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
対
象
と
し
て
取
り
上

げ
た
「
座
談
会
」
の
記
録
な
ど
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
　
輿
水
実
（
１
９
４
１
）「
国
語
教
育
へ
の
参
與
」『
学
校
放
送
研
究
』
日
本

１０
放
送
出
版
協
会
第
３
巻
第
６
号p   .  19   

　
　
西
尾
（
１
９
４
０
）［
再
録
（
１
９
７
８
）p   .  392

   
］

１１　
　
石
井
庄
司
（
１
９
４
１
）「
聴
き
方
の
訓
練
」『
学
校
放
送
研
究
』
日
本
放

１２
送
出
版
協
会
第
３
巻
第
６
号pp.

 
  4  –  5  

　
　
こ
の
年
は
「
国
民
学
校
令
施
行
規
則
」
が
公
布
さ
れ
、
そ
の
条
文
に
「
第

１３
　
条
　
文
部
大
臣
の
指
定
す
る
種
目
の
放
送
は
こ
れ
を
授
業
の
上
に
使
用
す

４１る
こ
と
を
得
」
と
い
う
文
言
が
加
え
ら
れ
た
年
で
あ
る
。
文
部
省
（
１
９
８

１
）『
学
制
百
年
史
』
帝
国
地
方
行
政
学
会

　
　
西
尾
（
１
９
４
０
）［
再
録
（
１
９
７
８
）p.389

      
］

１４　
　
井
上
赳
、
松
田
武
夫
、
石
森
延
男
、
西
尾
実
、
久
米
井
束
（
１
９
４
１
．

１５
６
）「
国
民
科
国
語
と
学
校
放
送
」『
学
校
放
送
研
究
』
日
本
放
送
出
版
協
会

第
３
巻
第
６
号pp
 
 .  32   –  43   

　
　
か
っ
こ
内
は
座
談
会
掲
載
上
の
見
出
し
語
と
な
っ
て
い
る
。

１６

―　　―２０



　
　
井
上
、
松
田
、
石
森
、
西
尾
、
久
米
井
（
１
９
４
１
．
６
）pp

 
 .  32   –  34   

１７　
　
井
上
、
松
田
、
石
森
、
西
尾
、
久
米
井
（
１
９
４
１
．
６
）p   .  43   

１８　
　
井
上
、
松
田
、
石
森
、
西
尾
、
久
米
井
（
１
９
４
１
．
６
）p   .  37   

１９

―　　―２１


