
【
第
包
囲
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
ま
と
め

マ
一
口
語
活
動
の
充
実
を
ど
う
図
る
か

｜
｜
「
こ
と
ば
認
識
」
「
自
己
認
識
」

の
深
化
・
拡
充
に
向
か
う
言
語
活
動
の
追
究
｜
｜

山

プじ

春

は
じ
め
に

平
成
二
十
年
三
月
に
高
等
学
校
の
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
八
ム
に
な
り
、
幼

児
教
育
段
階
か
ら
中
等
教
育
段
階
に
至
る
す
べ
て
の
新
た
な
学
習
指
導
要
領
が

出
そ
ろ
っ
た
。
国
語
科
に
お
い
て
も
、
小
学
校
で
平
成
一
一
十
三
年
度
か
ら
こ

の
新
た
な
学
習
指
導
要
領
に
準
拠
し
た
教
育
が
始
ま
り
、
中
学
校
で
は
平
成

二
十
四
年
度
、
高
等
学
校
で
は
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
学
年
進
行
で
、
そ
れ
ぞ

れ
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
準
拠
す
る
教
科
書
を
用
い
た
学
習
指
導
が
始
ま
る

こ
と
に
な
る
。

広
島
大
学
国
語
教
育
会
で
は
、
平
成
十
九
年
度
よ
り
平
成
二
十
一
年
度
に
か

け
て
、
こ
れ
か
ら
の
現
代
文
領
域
、
古
典
（
古
文
・
漢
文
）
領
域
に
お
け
る
国

語
科
学
習
指
導
の
開
拓
に
向
け
た
テ
i
マ
を
掲
げ
、
研
究
協
議
会
を
実
施
し
、

登
壇
者
を
は
じ
め
と
し
た
会
員
の
皆
様
方
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
充
実
し
た
討
議

を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
実
際
は
こ
の
『
国
語
教
育
研
究
』
誌
上
で
報

告
さ
れ
て
い
る
。

隆

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
の
三
年
間
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
新
し
い
学
習

指
導
要
領
の
移
行
準
備
期
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
種
で
の
完
全
実
施
に
向
か
う

時
期
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
三
年
間
の
研
究
協
議
会
の
テ
l
マ
を
「
新
し

い
学
習
指
導
要
領
と
国
語
科
授
業
」
と
し
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
授
業
の
向
か

う
べ
き
方
向
を
探
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
の
国

語
科
授
業
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
、
学
習
指
導
要
領
は
そ
の
起
点
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
、
各
今
の
授
業
者
が
肉
付
け

を
施
し
、
豊
か
な
教
室
を
創
造
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

も
、
こ
の
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
に
つ

い
て
、
私
た
ち
な
り
の
解
釈
と
提
案
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

平
成
二
十
三
年
度
は
そ
の
皮
切
り
に
「
一
言
語
活
動
の
充
実
を
ど
う
図
る
か
」

と
い
う
サ
ブ
テ
l
マ
を
設
け
、
協
議
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
（
ま
た
、
こ
れ

を
受
け
て
、
平
成
二
十
四
年
度
は
「
習
得
・
活
用
・
探
究
を
ど
う
考
え
る
か
」

の
サ
ブ
テ
l
マ
の
も
と
、
日
キ
の
授
業
実
践
を
も
と
に
提
案
を
い
た
だ
き
、
協

議
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
o
）

「
一
言
語
活
動
」
と
は
何
か
。
平
成
三
十
三
年
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
言
語
活
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動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集
』
の
「
第
一
章
言
語
活
動
の
充
実
に
関
す

る
基
本
的
な
考
え
方
」
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
（
な
お
、
同
事
例
集
に
は

小
学
校
編
と
中
学
校
編
と
が
あ
る
が
、
引
用
し
た
箇
所
は
両
編
と
も
同
じ
記
載

内
容
で
あ
る
）

0

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語
に
関
す
る
能
力
を
育
成
す
る
中

核
的
な
国
語
科
に
お
い
て
、
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
、
「
書
く
こ
と
」
、

「
読
む
こ
と
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
記
録
、
要
約
、
説
明
、
論
述
と
い
っ
た
言

語
活
動
を
例
示
し
た
。
ま
た
、
国
語
科
以
外
の
各
教
科
等
に
お
い
て
も
、

教
科
等
の
特
質
に
応
じ
た
言
語
活
動
の
充
実
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

こ
の
記
載
の
と
お
り
に
考
え
る
な
ら
、
国
語
科
に
お
け
る
「
言
語
活
動
」
と

は
、
「
記
録
、
要
約
、
説
明
、
論
述
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
も
っ
と
も
、
新

学
習
指
導
要
領
国
語
編
に
お
け
る
本
文
の
な
か
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
「
報

告
」
「
紹
介
」
「
感
想
」
「
討
論
」
と
い
っ
た
「
言
語
活
動
」
が
挙
げ
ら
れ
、
例

一
不
も
さ
れ
て
い
る
）

0

も
ち
ろ
ん
、
国
語
科
以
外
で
も
こ
の
よ
う
な
「
言
語
活

動
」
が
「
実
生
活
の
様
々
な
場
面
」
で
営
ま
れ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
語
科
の
こ
れ
ま
で
の
授
業
実
践
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
「
一
言
語
活
動
」
を
お
こ
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら

に
こ
の
よ
う
な
「
言
語
活
動
」
が
「
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
」
を
育
む

た
め
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
音
叫
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

従
来
も
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
あ
え
て
強
調
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
何
が
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
な
が

ら
、
日
々
の
教
育
実
践
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
研
究
協
議
会
で
登
壇
し
て

い
た
だ
い
た
先
生
方
の
日
々
の
教
育
実
践
報
告
に
、
司
会
者
と
し
て
学
ん
だ
こ

と
を
、
以
下
に
述
べ
て
い
き
た
い
。

メ
デ
ィ
ア
形
式
を
用
い
た
自
己
認
識

杉
川
千
草
先
生
に
は
、
既
に
新
学
習
指
導
要
領
の
も
と
小
学
校
で
お
こ
な
わ

れ
た
「
新
聞
」
を
表
現
活
動
に
生
か
す
実
践
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
た
だ
い

た
。
先
生
自
身
も
学
会
で
の
報
告
で
は
、
「
言
語
活
動
」
は
従
来
も
お
こ
な
っ

て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
戸
惑
い
を
感

じ
て
い
る
と
い
う
率
直
な
感
想
を
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
新
学
習
指
導
要
領
の

小
学
校
国
語
科
で
、
「
新
聞
」
を
取
り
上
げ
た
言
語
活
動
例
が
一
不
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
受
け
て
、
「
広
告
を
つ
く
ろ
う
」
（
四
年
生
）
と
「
メ
デ
ィ
ア
を
学
ぶ
」

（
六
年
生
）
と
い
う
二
つ
の
単
元
の
実
践
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

「
広
告
を
つ
く
ろ
う
」
で
は
、
「
身
の
回
り
の
言
葉
に
対
す
る
感
覚
を
磨
く
」

「
表
現
の
目
的
意
識
や
必
要
感
を
持
つ
」
と
い
う
目
標
が
設
け
ら
れ
、
「
メ
デ
ィ

ア
を
学
ぶ
」
で
は
「
メ
デ
ィ
ア
の
違
い
に
よ
る
表
現
方
法
の
比
較
」
「
自
ら
の

情
報
の
発
信
」
と
い
う
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
国
語
教
科
書
の

単
元
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
1
の
学
習
を
含
ん
だ
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

「
広
告
を
つ
く
ろ
う
」
で
は
、
「
広
告
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」
か
ら
単
元
が
始
め
ら

れ
、
そ
こ
で
の
学
習
を
も
と
に
し
て
「
広
告
制
作
」
が
営
ま
れ
て
い
る
。
「
広

告
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」
を
通
し
て
新
聞
広
告
の
仕
掛
け
を
探
り
、
そ
れ
を
手
が
か

り
に
し
て
地
域
（
三
原
市
）
の
紹
介
を
お
こ
な
う
広
告
を
制
作
す
る
と
い
う
進

み
行
き
で
あ
っ
た
。
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

I
の
文
一
言
を
十
分
に
練
る
こ
と
は
、
四
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年
生
と
し
て
困
難
を
覚
え
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
い
う
反
省
も
あ
る
も
の
の
、

「
通
学
途
上
の
駅
の
構
内
に
掲
示
し
て
あ
る
ポ
ス
タ
ー
を
注
意
深
く
観
察
す
る
」

な
ど
、
「
日
常
生
活
の
中
の
表
現
方
法
に
子
ど
も
た
ち
の
日
を
向
け
さ
せ
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
」
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
「
メ
デ
ィ
ア
を
学
ぶ
」
と
い
う
単
元
で
は
、
平
成
十
九
年
八
月

の
全
国
高
等
学
校
野
球
選
手
権
大
会
決
勝
の
結
果
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

元
の
同
一
新
聞
の
号
外
記
事
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
、
記
事
の
「
書
き
手
の
意

図
に
よ
っ
て
」
そ
の
表
現
と
内
容
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
る
。

こ
の
決
勝
戦
の
対
戦
校
の
一
つ
が
、
学
習
者
の
地
元
で
あ
る
広
島
県
代
表
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
学
習
の
動
機
づ
け
と
し
て
重
要
な
点
で
あ
っ
た
。
学
習
者
に

と
っ
て
印
象
に
残
る
出
来
事
の
報
道
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
考
察
の
定
点
の
よ
う
な
も
の
が
生
み
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
さ
ら
に
同
じ
試
合
に
つ
い
て
報
道
し
た
、
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
二
つ

を
比
較
さ
せ
る
学
習
が
そ
れ
に
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

で
も
、
新
聞
と
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
方
に
違
い
が
あ
る
こ

と
を
自
覚
的
に
さ
せ
る
学
習
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
授
業
を
終
え
た
後
、
新

聞
形
式
で
学
校
行
事
に
つ
い
て
の
記
事
を
書
か
せ
る
学
習
が
行
わ
れ
た
。

杉
川
先
生
の
実
践
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
の
形
式
と
内
容
を
素
材
と
し

な
が
ら
、
学
習
者
の
「
こ
と
ば
認
識
」
を
育
て
て
い
こ
う
と
す
る
授
業
実
践
で

あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
言
語
活
動
例
に

即
し
な
が
ら
、
小
学
校
四
年
生
と
六
年
生
の
こ
と
ば
の
力
を
育
て
て
い
く
こ
と

が
め
ざ
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
も
言
語
表
現
の
力
に
焦
点
化
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
素
材
と
し
な
が
ら
、
学
習
者

の
「
こ
と
ば
認
識
」
「
自
己
認
識
」
を
深
め
る
学
習
で
あ
っ
た
。

学
習
者
の
読
み
の
文
脈
化
を
促
す
意
見
交
流

吉
浪
徳
香
先
生
は
、
中
学
生
を
読
み
手
と
し
て
主
体
的
な
存
在
に
育
て
る
た

め
に
何
を
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
主
眼

と
し
た
実
践
を
展
開
し
た
。
吉
浪
先
生
は
、
と
く
に
学
習
者
相
互
の
交
流
を
中

心
と
す
る
「
一
一
言
語
活
動
」
を
組
み
込
ん
だ
実
践
を
展
開
し
た
。
読
み
の
「
文
脈

化
」
を
は
か
る
実
践
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
が
何
ら
か
の
「
読

み
の
必
然
」
を
意
識
し
な
が
ら
読
み
を
進
め
る
こ
と
を
め
、
ざ
し
た
の
で
あ
る
。

「
言
語
活
動
の
充
実
」
を
図
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
に
お

い
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
読
み
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
く

こ
と
に
な
り
や
す
い
。
こ
う
し
て
、
教
材
文
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
も
よ
い
の

だ
と
い
う
思
い
を
学
習
者
が
抱
き
、
と
も
す
れ
ば
教
材
文
と
の
葛
藤
を
経
ず
に

な
ん
と
な
く
読
む
と
い
う
傾
向
が
生
み
出
さ
れ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。
士
口
浪

先
生
の
問
題
意
識
の
一
つ
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
「
文
脈
化
」
は
、
読

み
の
幅
を
そ
う
で
な
い
と
き
よ
り
も
厳
し
く
制
限
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
学
習
者
の
主
体
的
な
読
み
を
い
ざ
な
う
働
き
か
け
に
な
り
う

る
も
の
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

説
明
的
文
章
を
扱
っ
た
単
元
と
、
文
学
作
品
を
扱
っ
た
単
元
の
そ
れ
ぞ
れ
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
説
明
的
文
章
を
読
む
単
元
に
つ
い
て
は
、
勤
務
校

の
属
す
る
市
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
学
力
テ
ス
ト
の
際
に
説
明
的
文
章
の
表

現
の
仕
方
の
把
握
に
課
題
を
覚
え
、
ま
た
そ
の
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら

み
て
も
、
説
明
的
文
章
の
学
習
に
苦
手
意
識
を
学
習
者
が
抱
い
て
い
る
こ
と
を

実
感
し
た
こ
と
に
も
と

ε
つ
い
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
苦
手
意
一
識
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の
克
服
の
た
め
の
説
明
的
文
章
に
関
す
る
単
元
学
習
「
自
分
の
理
論
を
発
表
し

よ
う
」
は
こ
う
し
て
開
始
さ
れ
た
。

池
内
了
「
新
し
い
博
物
学
の
時
代
」
を
中
心
と
し
た
こ
の
単
元
で
は
、
「
新

し
い
博
物
学
の
時
代
」
を
読
ん
で
各
自
の
得
た
感
想
を
も
と
に
話
し
合
っ
た

り
、
意
見
を
述
べ
合
っ
た
り
す
る
学
習
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

各
自
の
読
み
を
交
流
す
る
な
か
で
、
「
分
か
り
に
く
い
」
と
感
じ
る
根
拠
を
述

べ
合
う
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
の
過
程
で
「
筆
者
の
述
べ
方
を
評
価
す
る
」

発
言
も
少
な
か
ら
ず
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
意
見
交

流
と
い
う
「
言
語
活
動
」
の
効
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
で

「
筆
者
の
意
見
を
評
価
し
て
読
む
指
導
」
も
行
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
学
習
者

の
示
し
た
評
価
を
一
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
学
習
者
相
互
の
意

見
交
流
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
。

吉
浪
先
生
の
実
践
に
お
い
て
こ
の
「
音
川
見
交
流
」
は
と
く
に
重
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
説
明
的
文
章
の
読
み
の
学
習
で
、
学
習
者
相
互
の
「
意
見
交
流
」
と

い
う
「
言
語
活
動
」
の
持
つ
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
の
よ
う
な
吉
浪
先
生
の
考
察
は
、
中
学
校
の
授
業
に
お
い
て
営
ま
れ
る
「
意

見
交
流
」
の
持
つ
大
切
な
意
味
合
い
を
伝
え
る
も
の
で
も
あ
る
。

「
教
科
担
任
と
し
て
出
会
っ
た
四
月
、
こ
の
学
年
の
生
徒
は
自
己
肯
定
感
が

低
く
、
自
信
を
も
っ
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
徒
が
多
い

と
感
じ
た
。
と
く
に
こ
の
ク
ラ
ス
は
力
を
持
っ
て
い
る
生
徒
が
多
い
が
、
集
団

の
中
で
互
い
を
意
識
し
合
い
、
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
こ
と
を
控
え
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
互
い
の
音
ω
見
を
聞
き
合
い
、
考
え
を
深
め
合
う
と
い
う
こ
と

は
難
し
か
っ
た
。
そ
こ
で
初
発
の
感
想
な
ど
、
生
徒
に
童
日
か
せ
た
記
述
を
一
覧

に
し
て
読
み
合
う
こ
と
を
、
単
元
の
中
で
繰
り
返
し
行
っ
た
。
そ
の
中
で
生
徒

は
、
多
様
な
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
れ
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
自
己

の
認
識
を
深
め
て
い
っ
た
。
聞
き
合
、
つ
生
徒
の
表
情
も
柔
ら
か
く
な
っ
て
い
っ

た。」「
聞
き
合
う
生
徒
の
表
情
も
柔
ら
か
く
な
っ
て
い
っ
た
」
と
い
う
の
は
教
師

で
あ
る
吉
浪
先
生
の
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
日
々
の
授
業
で
学
習
者
と
向

き
合
う
者
に
だ
け
可
能
な
解
釈
で
あ
る
。
「
意
見
交
流
」
の
も
た
ら
す
働
き
に

つ
い
て
の
紛
れ
も
な
い
実
感
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。

読
み
の
主
体
性
と
は
、
自
由
に
読
む
こ
と
の
言
い
換
え
で
は
な
い
。
読
み
の

対
象
と
の
葛
藤
を
経
て
、
自
己
を
見
つ
め
直
す
こ
と
を
繰
り
返
し
営
む
こ
と
で

あ
る
。
一
人
で
取
り
組
む
こ
と
の
困
難
な
こ
の
課
題
に
先
生
や
友
達
と
と
も
に

取
り
組
む
こ
と
の
意
義
を
、
学
習
者
た
ち
も
感
じ
取
っ
た
に
違
い
な
い
。
吉
浪

先
生
の
実
践
に
は
学
習
者
と
と
も
に
歩
む
そ
の
道
の
り
が
描
き
出
さ
れ
て
い

る。
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「
言
外
の
意
味
の
発
見
」
と
自
己
表
現

一
方
、
宇
田
昭
史
先
生
は
、
「
文
字
言
語
に
お
い
て
、
使
お
う
と
す
る
語
の

表
し
う
る
言
外
の
意
味
を
つ
か
う
前
に
意
識
さ
せ
る
手
立
て
と
し
て
、
創
作
活

動
と
そ
の
推
敵
の
聞
に
、
全
く
題
材
の
違
う
創
作
活
動
を
組
み
込
む
こ
と
に

よ
っ
て
、
事
前
と
事
後
に
お
け
る
『
言
外
の
意
味
へ
の
意
識
』
に
変
容
が
み
ら

れ
る
か
試
み
る
」
と
い
う
目
的
で
お
こ
な
わ
れ
た
実
践
を
報
告
し
た
。
宇
田
先

生
の
一
一
＝
口
、
つ
「
言
外
の
音

を
読
む
」
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

O

お
も
に
そ
れ
は
、
学
習
者
の
表
現
能
力
の

育
成
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
、
だ
ろ
う
。
と
り
わ



け
、
宇
田
先
生
が
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
は
「
文
字
一
言
語
」
と
学
習
者
と
の
か
か

わ
り
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

宇
田
先
生
の
実
践
で
は
、
俳
句
と
い
う
伝
統
的
な
文
学
形
式
が
用
い
ら
れ
た

り
、
広
告
コ
ピ
ー
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
形
式
が
用
い
ら
れ
た
り
し
て
、
そ
れ
ら
の

形
式
を
用
い
て
、
中
学
三
年
生
が
い
か
に
「
一
言
外
の
意
味
」
と
出
会
う
の
か
と

い
う
問
題
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
。
「
文
字
言
語
」
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
こ
と

が
す
べ
て
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
、
そ
の
実
践
の
な
か
で
、
少
し
ず
つ
醸
成

さ
れ
て
い
き
、
そ
の
結
実
が
「
P
R
ポ
ス
タ
ー
（
コ
ン
テ
）
」
の
制
作
へ
と
流

れ
込
ん
で
い
る
。
そ
の
上
で
こ
と
ば
を
切
り
詰
め
な
が
ら
の
、
ゆ
た
か
な
表
現

を
志
す
俳
句
の
創
作
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

宇
田
先
生
の
実
践
の
特
徴
の
一
つ
は
、
「
言
外
の
音
作
味
」
と
い
う
こ
と
を
学

習
者
に
気
づ
か
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
に
あ
る
。
「
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

l
の
読
み
取

り
」
の
授
業
で
は
、
雑
誌
広
告
や
新
聞
広
告
を
掲
げ
て
、
そ
れ
ら
の
広
告
を
作

成
し
た
ひ
と
が
含
意
し
て
い
る
「
言
外
の
意
味
」
を
学
習
者
に
捉
え
き
せ
よ
う

と
し
て
い
る
。
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
と
し
て
広
告
に
記
さ
れ
た
「
人
間
の
欲
し
が

る
水
と
、
植
物
が
欲
し
が
る
水
は
違
う
o
」
「
世
界
の
非
常
食
に
な
り
ま
せ
ん
よ

う
に
」
と
い
う
言
語
表
現
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
広
告
中
の
他
の
要
素
と
相
ま
っ
て

ど
の
よ
う
な
「
一
言
外
の
意
味
」
を
帯
び
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
探
究
が
そ
こ
で

は
行
わ
れ
た
。
こ
の
学
習
の
仕
掛
け
に
学
習
者
は
し
っ
か
り
と
反
応
し
、
自
分

た
ち
の
中
学
校
の

P
R
ポ
ス
タ
ー
制
作
に
、
そ
れ
を
見
事
に
反
映
さ
せ
て
い

る
c

そ
れ
が
自
分
た
ち
の
「
こ
と
ば
認
識
」
と
「
自
己
認
識
」
に
ど
の
よ
う
な

音ω
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
の
探
究
が
さ
ら
に
為
さ
れ
る
な
ら
、
宇
田
先
生

の
実
践
に
お
け
る
「
言
語
活
動
」
の
担
う
意
義
が
さ
ら
に
明
確
に
な
る
だ
ろ

、つノ。

も
う
一
つ
、
字
国
先
生
の
実
践
で
特
償
的
な
こ
と
は
、
学
ん
だ
こ
と
を
一
言
語

実
践
と
し
て
生
徒
た
ち
に
具
体
化
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
た

ち
の
中
学
校
に
つ
い
て
の

P
R
ポ
ス
タ
ー
制
作
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
は
為

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
単
元
の
結
び
と
し
て
実
施
さ
れ
た
俳
句
の
再
創
作
の
活

動
の
な
か
で
、
学
習
者
は
「
一
言
外
の
意
味
」
に
つ
い
て
こ
の
単
元
で
学
ん
だ
こ

と
を
、
自
分
の
こ
と
ば
で
改
め
て
具
体
的
に
確
か
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ

ゆ
る
俳
句
の
推
敵
と
い
う
活
動
で
あ
る
が
、
た
だ
単
に
「
推
敵
し
な
さ
い
」
と

求
め
る
だ
け
で
は
、
字
国
先
生
の
報
告
す
る
生
徒
作
品
の
よ
う
な
「
再
創
作
」

に
向
か
う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
こ
と
ば
の
切
り
取
り
方
に
よ
っ
て
、
読
者
に

見
え
る
風
景
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
、
俳
句
を
つ
く
る
者
と
し
て
自
覚
的
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
学
習
者
の
「
初
創
作
」
と
「
再
創
作
」
を
比
較
す
る
こ

と
で
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
宇
田
先
生
の
挙
げ
る
一
例
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

（
初
創
作
）
春
の
空
最
初
の
一
歩
ふ
み
だ
そ
う

（
再
創
作
）
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
校
庭
に
舞
う
春
の
風

こ
の
句
に
つ
い
て
宇
田
先
生
は
「
初
創
作
」
と
比
し
て
「
再
創
作
」
に
イ

メ
ー
ジ
の
広
が
り
を
指
摘
し
「
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
校
庭
と
い
う
一
種
無
機
質
な

場
に
吹
く
暖
か
な
風
か
ら
、
そ
れ
に
吹
か
れ
る
子
ど
も
た
ち
の
様
子
が
想
像
さ

れ
る
o
」
と
考
察
し
た
。
加
え
て
言
う
な
ら
、
「
初
創
作
」
で
は
句
作
者
の
主
観

的
な
意
思
の
表
明
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
再
創
作
」
で
は
一
転
「
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
」
と
「
春
の
風
」
と
い
う
二
つ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
の
風
景

を
読
者
に
想
像
さ
せ
る
手
法
に
切
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
ポ
ス

タ
ー
制
作
な
ど
を
と
お
し
て
、
こ
と
ば
が
指
示
す
る
も
の
の
ゆ
た
か
な
広
が
り

を
感
じ
取
っ
た
学
習
者
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
主
観
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
き
つ

日
叶
u

nり



け
る
よ
り
も
、
風
景
の
断
片
を
う
っ
す
こ
と
ば
を
選
ぶ
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
ば

に
よ
り
多
く
の
含
意
を
託
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
か
。

こ
の
よ
う
な
実
践
は
、
日
常
的
な
自
分
の
言
語
生
活
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば

を
改
め
て
見
つ
め
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
こ
と
ば
を
見
つ
め
る
と

い
う
こ
と
を
通
し
て
、
自
己
や
世
界
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
る

だ
ろ
う
。
「
言
外
の
意
味
」
と
い
う
こ
と
に
目
を
留
め
な
が
ら
、
学
習
者
の
そ

の
よ
う
な
認
識
の
成
り
立
ち
に
貢
献
す
る
「
一
言
語
活
動
」
を
取
り
入
れ
た
学
習

指
導
の
姿
を
示
し
た
実
践
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

五

お
わ
り
に

三
人
の
先
生
の
報
告
に
共
通
し
て
い
た
の
は
、
生
き
て
働
く
こ
と
ば
を
学
習

者
の
う
ち
に
育
て
て
い
く
こ
と
に
「
言
語
活
動
」
が
ど
の
よ
う
に
貢
献
す
る
の

か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
戦
後
の
国

語
科
教
育
が
追
究
し
て
き
た
課
題
で
も
あ
る
。
子
ど
も
の
言
語
生
活
を
育
む
国

語
科
教
育
の
あ
り
方
を
追
い
求
め
て
き
た
歴
史
に
照
ら
し
な
が
ら
、
こ
の
課
題

を
さ
ら
に
追
究
し
て
い
く
必
要
も
あ
る
。

い
ま
の
子
ど
も
を
取
り
巻
く
言
語
環
境
の
な
か
で
、
子
ど
も
の
言
語
生
活
を

育
て
て
い
く
た
め
に
、
私
た
ち
大
人
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ

の
こ
と
は
三
人
の
先
生
に
共
通
す
る
思
い
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
自
分
た
ち
を

取
り
巻
く
こ
と
ば
た
ち
を
見
つ
め
、
そ
し
て
、
自
分
た
ち
の
用
い
る
こ
と
ば
を

捉
え
、
問
い
直
す
と
い
う
実
践
の
模
様
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
の
報
告
に
お
い

て
一
不
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
学
習
者
一
人
一
人
の
「
こ
と
ば
認
識
」
を
ひ
ら

き
、
深
め
て
い
く
過
程
の
報
告
で
も
あ
っ
た
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
言
語
活
動
の
充
実
」
を
め
ざ
し
、
「
記
録
、
要
約
、
説
明
、
論
述
」
と
い
っ
た

「
言
語
活
動
」
が
、
新
し
い
国
語
科
の
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
例
示
さ
れ
て

い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

学
習
者
の
「
こ
と
ば
認
識
」
を
育
ん
で
い
く
た
め
、
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
も
、
授
業
で
展
開
さ
れ
る
「
言
語
活
動
」
が
、
そ
の
ど
こ
か
で

学
習
者
一
人
一
人
の
内
奥
の
こ
と
ば
に
響
い
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
学
習
者
に
既
知
の
こ
と
ば
と
、
「
言
語
活
動
」
の
な
か
で
新
た

に
出
会
う
こ
と
ば
と
が
ど
こ
か
で
響
き
合
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
活
動
自
体
が

む
な
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
な
に
も
「
記
録
、
要
約
、
説
明
、
論
述
」
と
い
う

こ
と
ば
の
機
能
を
カ
タ
ロ
グ
化
し
て
、
そ
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
つ
一
言
語
活
動

の
充
実
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
機
能
を
学
習
の
な
か
で
実
感
し
、
自

分
た
ち
の
言
語
生
活
を
照
ら
す
足
が
か
り
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ケ
l
タ
イ
が
席
巻
す
る
時
代
・
社
会
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

私
た
ち
は
私
た
ち
の
こ
と
ば
を
築
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
ば

が
、
自
分
自
身
も
含
め
た
誰
か
と
つ
な
が
る
た
め
に
あ
る
の
だ
と
い
う
実
感

を
、
児
童
・
生
徒
と
と
も
に
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
語
科
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
実
践
す
る
場
で
あ
る
。
こ
と
ば
を
用
い
る
と

い
う
だ
け
な
ら
、
ど
の
教
科
で
も
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
り
、
取
り
立
て
て
国
語

科
の
専
売
特
許
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
国
語
科
の
「
一
言
語
活
動
」
の
独
自
性

は
、
そ
れ
が
学
習
者
一
人
一
人
の
「
こ
と
ば
認
識
」
を
ひ
ら
き
、
そ
れ
を
深
め

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
三
人
の
先
生
方
の
実
践
は
そ

の
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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