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言
語
生
活
教
育
と
し
て
の
古
典
学
習
の
成
立

坂

東

智

子

―

西
尾
実
理
論
と
大
村
は
ま
実
践
「
古
典
の
な
か
に
見
つ
け
た
子
ど
も
」
（
昭
和
五
四
）

―

一
．
本
稿
の
目
的

大
村
は
ま
は
国
語
教
師
で
あ
る
自
身
の
あ
り
方
に
つ
い
て

、
「
子
ど

も
た
ち
を
優
れ
た
こ
と
ば
の
使
い
手
、
言
語
生
活
者
に
す
る
と
い
う
責

任
者
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
「
す
ば
ら
し
い
言
語
生
活
者
」
が
つ

ま
り
「
す
ば
ら
し
い
人
間
で
あ
る
」
と
の
理
念
に
基
づ
き

、
「
こ
と
ば

を
育
て
、
人
間
を
育
て
る
」
指
導

、
「
生
活
語
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ

れ
を
さ
ら
に
文
化
へ
の
志
向
を
も
っ
て
高
め
て
い
く
」
と
い
う
指
導
を
、

（

注

１

）

文
学
や
古
典
の
単
元
に
お
い
て
も
作
文
や
話
し
合
い
の
単
元
で
も
実
践

し
て
い
る
。

井
上
敏
夫
は

、
「
言
語
の
教
育
と
し
て
の
国
語
科
教
育
」
の
あ
る
べ

き
姿
を
、
「
終
戦
直
後
か
ら
示
し
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
が
、
ほ
か
な
ら

ぬ
大
村
は
ま
先
生
の
国
語
教
室
」
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
野
地
潤
家
は
、

（

注

２

）

西
尾
実
の
言
語
生
活
主
義
国
語
教
育
理
論
を
実
践
の
場
で
「
完
璧
な
姿

で
結
実
」
さ
せ
た
の
が
、
戦
後
の
大
村
は
ま
単
元
学
習
＝
国
語
学
習
指

導
で
あ
っ
た
と
、
西
尾
実
理
論
と
大
村
は
ま
実
践
の
緊
密
な
関
係
を
示

唆
し
て
い
る
。
大
村
は
ま
自
身
も
、
西
尾
実
理
論
を
「
実
際
の
教
室
に

（

注

３

）

生

か

し

て

み

よ

う

と

し

て

き

た

現

場

の

教

師

の

一

人

」

で

あ

る

と

言

明
す
る
。
し
か
し
、
大
村
は
ま
の
古
典
学
習
指
導
に
お
い
て
、
言
語
生

（

注

４

）

活
主
義
教
育
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
た
か
を
具
体
的
に
論
じ
た
論

考
は
、
管
見
の
限
り
見
出
せ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
大
村
は
ま
公
職
最
後
の
年
の
単
元
「
古
典
の
な
か
に
見

つ
け
た
子
ど
も
」
（
昭
和
五
四
）
を
対
象
と
し
て
、
文
学
教
育
の
一
領

（

注

５

）

域
で
あ
る
古
典
学
習
指
導
の
場
に
お
い
て

、
「
言
語
生
活
主
義
教
育
と

し
て
の
古
典
学
習
」
が
ど
の
よ
う
に
具
現
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
。二

．
戦
後
中
学
校
に
お
け
る
大
村
は
ま
古
典
学
習
指
導
の
展
開

１

「
古
典
に
親
し
む
」
を
目
標
と
し
た
単
元
的
展
開
の
古
典
学
習
指

導
の
始
発

昭
和
二
二
年
『
学
習
指
導
要
領
試
案
国
語
科
編
』
に
よ
り
戦
後
の
新

し
い
国
語
教
育
の
方
向
が
示
さ
れ
た
。
戦
中
の
「
皇
国
主
義
、
国
家
主

義
、
全
体
主
義
の
時
代
思
潮
を
基
調
と
す
る
練
成
教
育
」
は
一
転
し
て
、

「
民
主
主
義
思
潮
を
基
調
に
、
こ
と
ば
を
広
い
社
会
的
手
段
と
し
て
用

い
る
よ
う
な
、
要
求
と
能
力
を
養
う
」
方
向
に
転
じ
た
。
中
学
校
の
国

（

注

６

）

語
教
育
は
、
「
日
常
の
こ
と
ば
か
ら
は
な
れ
な
い
よ
う
に
指
導
す
る
こ

と
が
た
い
せ
つ
」
で
あ
り

、
「
古
典
の
教
育
か
ら
解
放
さ
れ
な
け
れ
ば

な

ら

な

い

。
」

と

さ
れ

た
。

こ
れ

に

伴
い

、
「

新

制

中

学

校

・
高

等

学

（

注

７

）

校
の
国
語

教
科
書

（
『
中
等

国
語

』
・
『
高
等

国
語

』
）
か
ら
古
典
教
材
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が
軒
並
み
削
減
」
さ
れ
、
「
あ
ま
り
に
訓
詁
注
釈
的
な
古
典
教
育
、
国

（

注

８

）

民
精
神
の
涵
養
の
た
め
の
古
典
教
育
と
は
異
な
る
『
こ
と
ば
の
生
活
』

に
む
す
ぶ
新
し
い
古
典
教
育
」
が
求
め
ら
れ
た
。

（

注

９

）

大
村
は
ま
は
、
昭
和
二
五
年
一
一
月
に
、
読
解
力
を
つ
け
る
こ
と
で

は
な
く
「
古
典
に
親
し
む
」
を
目
標
と
し
た
単
元
的
展
開
の
古
典
学
習

指
導
「
古
典
入
門
」
を
実
践
し
た
。
古
典
を
学
ぶ
楽
し
さ
を
「
話
す
・

（

注

１

０

）

聞
く
・
書
く
・
読
む
」
の
言
語
活
動
を
通
し
て
実
感
さ
せ
、
ゆ
た
か
な

言
語
生
活
に
培
う
新
し
い
古
典
学
習
の
方
法
を
切
り
開
き
、
そ
の
後
も

一
貫
し
て
単
元
的
展
開
の
古
典
学
習
指
導
を
実
践
し
続
け
た
。

２

「
言
語
能
力
を
向
上
さ
せ
、
現
代
社
会
を
生
き
抜
く
た
め
の
」
古

典
学
習
指
導
の
探
求

昭
和
三
〇
年
代
は
占
領
時
代
か
ら
独
立
へ
、
そ
し
て
安
保
闘
争
に
揺

れ
た
時
代
で
あ
る
。
昭
和
二
〇
年
代
の
単
元
学
習
全
盛
の
時
代
か
ら
昭

和
三
〇
年
代
に
入
っ
て
、
学
力
低
下
論
を
根
拠
に
、
系
統
学
習
と
の
対

比
に
お
い
て
単
元
学
習
へ
の
反
省
が
な
さ
れ
た
。
経
験
主
義
か
ら
能
力

主
義
へ
の
転
換
点
で
あ
り
、
産
業
界
か
ら
の
理
数
・
専
門
技
能
重
視
の

要
請
も
あ
り
、
国
語
は
斜
陽
教
科
だ
と
い
う
声
も
聞
か
れ
た
。

こ

う

い

う

時

代

の

文

脈

の

中

に

、

大

村

は

ま

の

単

元

「

古

典

へ

の

と
び
ら
」
（
昭
和
三
四
）
が
あ
る
。
「
古
典
入
門
」
（
昭
和
二
五
）
は
、

（

注

１

１

）

大
村
は
ま
作
成
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
萩
原
廣
道
式
の
傍
注
テ
キ
ス
ト
を
用
い

た
二
七
時
間
の
大
単
元
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て

、
「
古
典
へ
の
と

び
ら
」
は
、
大
村
は
ま
自
身
も
編
集
に
参
加
し
た
西
尾
実
編
の
教
科
書

を
そ
の
ま
ま
資
料
と
し
て
用
い
た
一
七
時
間
の
中
単
元
で
あ
る
。

「
古
典
へ
の
と
び
ら
」
の
単
元
設
定
の
理
由
に
は
、
「
古
典
は
現
代

文
化
の
源
を
な
し
、
近
代
文
学
の
伝
統
的
背
景
を
形
造
っ
て
い
る
。
そ

の
古
典
と
現
代
社
会
を
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
習
者
と
を
結

ぶ
学
習
と
、
古
典
の
正
し
い
受
容
と
理
解
の
学
習
が
必
要
で
あ
る
。
」

と
の
大
村
は
ま
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
古
典

に
親
し
む
」
か
ら
一
歩
踏
み
込
ん
だ
、
「
生
き
る
た
め
に
古
典
を
学
ぶ
」

と
い
う
古
典
学
習
の
意
義
を
大
村
は
ま
が
見
出
し
明
示
し
た
単
元
と
い

え
よ
う
。
「
古
典
に
親
し
み
を
持
た
せ
る
」
、
「
古
典
文
学
を
読
む
こ
と

の
意
義
を
体
験
に
よ
っ
て
味
わ
わ
せ
る
」
と
い
う
価
値
目
標
と
と
も
に
、

「
聞
く
こ
と
話
す
こ
と
、
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
」
の
項
目
ご
と
に
技

能
目
標
が
定
め
ら
れ
、
学
習
活
動
を
通
し
て
「
こ
と
ば
の
使
い
分
け
に

つ
い
て
」
考
え
る

、
「
表
現
す
る
く
ふ
う
を
す
る
こ
と
」
の
指
導
に
力

を
入
れ
る
と
し
て
い
る
。
古
典
に
親
し
む
を
実
現
す
る
過
程
で
、
言
語

の
感
覚
を
磨
く
こ
と
、
言
語
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。

「

単

元

学

習

で

学

力

が

つ

く

の

か

」
、
「
中

学

生

に

古

典

の

学

習

は

必

要
か
」
と
い
う
疑
問
に
、
実
践
を
通
し
て
答
え
よ
う
と
試
み
た
単
元
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
古
典
へ
の
と
び
ら
」
の
「
徒
然
草
」
学
習
は
、
西
尾
実
の
古
稀
祝

い
と
し
て
「
討
議
」
に
よ
る
授
業
が
行
わ
れ
た

。
「
昭
和
二
八
年
こ
ろ

（

注

１

２

）

か
ら
、
た
び
た
び
西
尾
実
先
生
に
お
目
に
か
か
る
折
を
得
（
中
略
）
、

つ
づ
い
て
西
尾
国
語
の
編
集
の
お
手
伝
い
で
、
ほ
と
ん
ど
毎
週
お
会
い

し
、
い
ろ
い
ろ
の
お
話
を
お
聞
き
し
た

。
」
と
大
村
は
ま
が
記
す
よ
う

（

注

１

３

）

に
、
こ
の
時
期
は
西
尾
実
の
国
語
教
育
理
論
と
大
村
は
ま
実
践
の
関
係

が
最
も
密
な
時
代
で
も
あ
っ
た
。
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３

「
言
語
文
化
の
価
値
を
発
見
し
、
新
た
な
言
語
文
化
を
創
造
す
る
」

場
と
し
て
の
古
典
学
習
指
導
の
確
立

昭
和
四
一
年
度
か
ら
四
五
年
度
に
か
け
て
、
大
村
は
ま
は
、
帯
単
元

「
読
書
」
を
実
践
し
、
読
書
生
活
指
導
に
力
を
注
ぐ
。
同
時
期
の
四
一

（

注

１

４

）

年
度
か
ら
の
三
年
間
は
、
中
一
か
ら
三
年
ま
で
を
持
ち
上
が
り
で
担
当

し
、
一
・
二
年
生
で
の
「
古
典
に
親
し
む
」
学
習
の
成
功
を
実
感
し
た

大
村
は
ま
は
、
発
展
学
習
と
し
て
三
年
生
の
単
元
「
古
典
に
学
ぶ
」
（
昭

（

注

１

５

）

和
四
三
）
を
試
み
た
。
こ
れ
は
、
池
田
亀
鑑
の
文
章
「
日
本
の
美
の
伝

統

」
（

教
科

書

所

収

）

を

中

核
教

材

と

し

、
「

何
の

た

め

に

古

典

を

読

む
の
か
」
と
い
う
問
い
を
持
っ
て
教
材
を
読
み
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
考

え
を
理
解
す
る
た
め
に
古
典
作
品
を
読
む
と
い
う
高
度
な
組
み
立
て
の

古
典
学
習
指
導
で
あ
っ
た
。
単
元
の
ま
と
め
と
し
て
、
芭
蕉
俳
句
を
口

語
詩
に
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
学
習
者
は
、
言
語
文
化
を
継
承
し
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
当
事
者
と
し
て
体
験
し
て
い
る
。

昭
和
四
四
年
四
月
に
告
示
さ
れ
た
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』
国
語

科
で
は
、
「
言
語
文
化
を
享
受
し
創
造
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
能
力
と

態
度
を
育
て
る
。
」
が
具
体
的
目
標
の
一
つ
に
掲
げ
ら
れ
た
。
大
村
は

（

注

１

６

ま
の
「
古
典
に
学
ぶ

」
（
昭
和
四
三
）
は
、
こ
の
目
標
を
先
取
り
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

４

「
言
語
生
活
教
育
」
そ
の
も
の
と
し
て
の
古
典
学
習
指
導
の
成
立

古
典
学
習
指
導
に
お
い
て
も
、
大
村
は
ま
は
昭
和
三
〇
年
代
以
降
、

「
こ
と
ば
の
指
導
」
、
「
言
語
能
力
の
育
成
」
を
強
く
意
識
し
始
め
る
。

そ
の
後
、
昭
和
五
〇
年
代
に
至
っ
て

、
「
日
本
語
に
つ
い
て
考
え
る
」

（

五

〇

年

三

月

）
、
「

こ
の

こ
と

ば
づ

か

い

を

ど
う

考
え

た
ら

よ

い
だ

ろ
う
か
」
（
五
一
年
一
月
）
、
「
一
つ
の
こ
と
ば
が
い
ろ
ん
な
意
味
に
使

わ
れ
て
い
る
」
（
五
二
年
五
月
）
、
「
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
ば
を
」

（
五
三
年
一
一
月
）
、
「
こ
の
こ
と
ば
こ
そ
」
（
五
四
年
一
一
月
）
な
ど
、

直
接
こ
と
ば
そ
の
も
の
を
題
材
と
し
た
単
元
が
多
く
組
織
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
そ
れ
と
連
関
し
て
、
古
典
学
習
指
導
で
も
、
生
活
の
な
か
に

ほ
ん
と
う
に
は
ま
っ
た
、
場
面
や
状
況
と
一
体
と
な
っ
た
「
こ
と
ば
の

指
導
」
、
「
言
語
生
活
そ
の
も
の
の
指
導
」
が
成
立
し
て
い
る
。

大
村
は
ま
の
公
職
最
後
の
年
に
あ
た
る
昭
和
五
四
年
は
国
際
児
童
年

で
あ
っ
た
。
秋
に
は
、
単
元
「
知
ろ
う

世
界
の
子
ど
も
た
ち
を
」
が

（

注

１

７

）

予
定
さ
れ
、
四
月
か
ら
資
料
収
集
を
行
っ
て
い
た
学
習
者
は
、
「
子
ど

も
の
生
活
」
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
古
典
学

習
で
も
単
元
「
古
典
の
中
に
見
つ
け
た
子
ど
も

」
（
昭
和
五
四
）
が
計

画
さ
れ
た
。
同
単
元
で
は
、
話
し
合
い
や
朗
読
、
発
表
会
と
い
っ
た
入

学
当
初
か
ら
経
験
を
重
ね
て
き
た
方
法
に
よ
っ
て
古
典
学
習
が
展
開
さ

れ
、
テ
ー
マ
と
学
習
方
法
の
両
面
で
、
他
の
国
語
学
習
と
密
接
に
連
関

し
た
学
習
が
行
わ
れ
、
言
語
生
活
教
育
そ
の
も
の
と
し
て
の
古
典
学
習

指
導
が
成
立
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
概
観
す
る
と
、
戦
後
の
大
村
は
ま
古
典
学
習
指
導
は
、

「
古
典
に
親
し
む
」
か
ら
「
言
語
能
力
を
向
上
さ
せ
、
現
代
社
会
を
生

き
抜
く
た
め
の
」
も
の
へ
、
そ
し
て
、
「
言
語
文
化
の
価
値
を
発
見
し
、

創
造
す
る
」
場
と
し
て
の
古
典
学
習
指
導
、
さ
ら
に
は

、
「
言
語
生
活

教
育
そ
の
も
の
と
し
て
の
古
典
学
習
指
導
」
へ
と
展
開
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
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三
．
西
尾
実
言
語
生
活
主
義
理
論
と
大
村
は
ま
実
践

１

大
村
は
ま
の
言
語
教
育
観

大
村
は
ま
の
著
作
の
中
か
ら
、
こ
と
ば
や
こ
と
ば
の
学
習
に
つ
い
て

言
及
し
た
も
の
を
次
に
挙
げ
る
。

・
私
の
実
践
の
全
体
を
貫
い
て
い
る
こ
と
は
、
生
活
の
中
で
（
傍
点
は

、
、
、
、
、

原
文
に
拠
る
）
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
こ
と
ば
の
生
き
て
動
い
て
い

る
姿
で
、
―
そ
れ
は
本
の
中
で
も
よ
ろ
し
い
の
で
す
。
必
ず
し
も
日
常

生
活
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
人
が
生
き
て
い
る
、

こ
の
リ
ズ
ム
の
中
で
生
き
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
、
と
思
っ
て
や
っ

て
き
ま
し
た
。

（

注

１

８

）

・
と
に
か
く
、
生
き
た
場
面
に
ぴ
っ
た
り
結
び
つ
い
て
い
て
、
こ
と
ば

が
生
き
て
い
る
ま
ま
、
子
ど
も
の
心
に
と
び
こ
ん
で
、
意
味
と
、
そ
れ

以
上
に
ど
ん
な
雰
囲
気
の
な
か
で
生
き
ら
れ
る
こ
と
ば
な
の
か
、
の
み

こ
ま
せ
る
の
が
願
い
で
し
た
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
そ
の
こ
と
ば
が
使
い

こ
な
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

（

注

１

９

）

・
こ
と
ば
は
た
っ
た
一
つ
で
す
け
れ
ど
も
、
ほ
ん
と
う
に
わ
か
っ
た
と

い
う
と
き
に
は
、
私
は
た
し
か
に
心
が
そ
れ
だ
け
太
っ
て
く
る
し
、
ま

た
、
お
お
げ
さ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
人
生
の
一
部
が
ほ
ん
と
う
に
わ

か
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
と
ば
、
こ
と
ば

と
言
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
と
ば
は
ほ
ん
と
う
に
そ
う
い
う
力
の
あ
る
、

人
間
と
い
う
も
の
を
開
い
て
見
せ
る
窓
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
が
い
た

し
ま
す
。

（

注

２

０

）

抄
出
し
た
の
は
著
作
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
著
作
か
ら
帰
納
さ

れ
る
大
村
は
ま
の
言
語
教
育
観
に
は
次
の
三
つ
の
柱
が
あ
る
。

①
こ
と
ば
が
人
間
を
作
る
。

②
国
語
教
育
の
対
象
は
、
生
き
て
動
い
て
い
る
こ
と
ば
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

③
こ
と
ば
の
力
と
は
こ
と
ば
が
わ
か
る
こ
と
で
は
な
く
使
い
こ
な

せ
る
力
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
大
村
は
ま
の
実
践
経
験
か
ら
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
西
尾
実
が
戦
後
一
貫
し
て
主
張
し
た
言
語
生
活
主
義
と
重
な
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。

２

西
尾
実
言
語
生
活
主
義
の
根
幹

西
尾
実
の
言
語
生
活
主
義
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
野

地
潤
家
や
田
近
洵
一
な
ど
の
優
れ
た
論
考
が
あ
る
。
そ
れ
ら
先
行
研
究

（

注

２

１

）

（

注

２

２

）

の
知
見
に
学
び
、
成
立
過
程
を
概
観
し
た
上
で
、
西
尾
実
言
語
生
活
主

義
の
根
幹
に
迫
り
た
い
。

西
尾
実
の
言
語
観
・
言
語
生
活
観
の
原
型
は
、
昭
和
七
年
九
月
配
本

の
岩
波
講
座
「
教
育
科
学
」
に
発
表
さ
れ
た
「
国
語
の
教
育
」
に
あ
る
。

（

注

２

３

）

そ
こ
で
は
、
国
語
教
育
の
対
象
に
つ
い
て

、
「
特
に
国
語
教
育
の
ご
と

く
、
言
語
生
活
の
実
践
的
指
導
を
主
要
任
務
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

『
こ
と
ば
』
の
現
実
的
具
体
的
な
意
識
に
立
脚
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る

と

思

わ

れ

る

。
」

と

述

べ

、
『

徒

然

草

』

第

四

一

段

「

賀

茂

の

く

ら

べ
馬
」
を
引
用
し
て
、
兼
好
の
一
言
に
よ
っ
て

、
「
今
ま
で
と
は
全
く
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別
な
心
の
世
界
が
啓
か
れ
た
」
と
い
う
、
「
こ
と
ば
」
の
創
造
作
用
を

解
き
明
か
す
。
さ
ら
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
』
第
四

講
の

、
「
こ
と
ば
が
人
間
に
よ
つ
て
作
ら
れ
る
よ
り
も
、
人
間
が
こ
と

ば
に
よ
つ
て
作
ら
れ
る
こ
と
が
は
る
か
に
多
い

。
」
を
挙
げ
て
、
こ
れ

は
「
我
々
の
現
実
の
事
実
で
あ
り
、
普
遍
の
道
理
で
あ
る
」
と
の
認
識

に
よ
り

、
「
こ
と
ば
が
人
間
を
作
る
」
と
い
う
言
語
観
の
根
幹
を
見
出

し
て
い
る
。

大
村
は
ま
の
言
語
観
も
西
尾
実
と
同
様
に

、
「
こ
と
ば
が
人
間
を
作

る
」
と
い
う
基
底
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

、
「
こ
と
ば

が
人
間
を
作
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
こ
と
ば
は
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
獲
得
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
ば
が
他
者
と
の
関
係
性
を
構
築
し
、
ま
た
、
そ
の
他

者
と
の
関
係
性
と
こ
と
ば
に
よ
る
思
惟
に
よ
っ
て
、
個
人
と
し
て
の
人

間
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と
換
言
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

戦
後
の
主
著
『
国
語
教
育
学
の
構
想
』
に
お
い
て
も
西
尾
実
は
、
「
戦

後
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
、
日
常
に
お
け
る
言
語
生
活
の
学
習
と
そ
の

指
導
が
、
国
語
教
育
の
中
心
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
わ
た
く
し
は
、
戦

後
の
国
語
教
育
を
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
言
語
生
活
教
育
と
呼
ぶ
の

が

適

当

で

は

な

い

か

と

考

え

る

。
」

と
記

し

、

そ

の

後

も

、
「

国

語

教

（

注

２

４

）

育
は
こ
と
ば
の
現
実
態
に
立
脚
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
西
尾
実
の
主
張
は
一
貫
し
て
い
る
。

田
近
洵
一
は
、
戦
後
の
国
語
教
育
を
「
言
語
生
活
主
義
教
育
で
あ
っ

た
」
と
概
観
し
、
西
尾
実
の
言
語
生
活
主
義
は

、
「
さ
ま
ざ
ま
な
立
場

か
ら
の
批
判
を
あ
び
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
今
日
の
国
語
教
育
の

有
力
な
理
論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
西
尾
実
の
言
語
生
活
主
義
の
根
幹
に
あ
る
言
語

観
と
大
村
は
ま
の
言
語
観
は
基
底
を
一
に
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
で
は
、
西
尾
実
は
、
言
語
生
活
主
義
に
お
け
る
文
学
教
育
の
位
置
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

３

西
尾
実
の
言
語
生
活
教
育
に
お
け
る
文
学
教
育
の
位
置

（
１
）
国
語
教
育
に
お
け
る
「
国
語
」
は
「
こ
と
ば
の
実
態
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

西
尾
実
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
「
国
語
」
は

、
「
こ
れ
ま
で
の
国

語
学
で
と
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
本
質
的
な
要
素
の
抽
象

に
よ
る
『
概
念
と
し
て
の
国
語
』
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
抽
象
以
前
の
、

具
体
的
、
現
実
的
な
『
実
存
と
し
て
の
国
語
』
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る

。
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
現
実
的
、
具
体
的

（

注

２

５

）

な
実
存
と
し
て
の
言
語
の
あ
り
か
た
を
、
「
こ
と
ば
の
実
態
」
と
呼
ん

で
、
抽
象
的
概
念
と
し
て
の
「
こ
と
ば
の
本
質
」
と
区
別
し
て
い
る
。

（
２
）
「
こ
と
ば
の
実
態
」
を
把
握
し
、
認
識
す
る
こ
と

「
こ
と
ば
の
実
態
」
と
は

、
「
耳
で
捉
え
る
音
声
（
そ
れ
の
表
記
で

あ
る
文
字
）
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
密
接
不
離
に
結
び
つ
い
て
い
る
目

つ
き
・
顔
つ
き
な
ど
の
よ
う
な
、
無
意
図
的
な
表
情
や
、
肯
定
を
表
わ

す
の
に
首
を
縦
に
振
り
、
否
定
を
表
わ
す
の
に
横
に
振
る
と
い
う
類
を

は
じ
め
と
し
て
、
手
や
体
で
示
す
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
振
り
や
、
相
手
の

こ
と
ば
に
応
じ
て
る
る
い
ろ
い
ろ
な
動
作
な
ど
の
よ
う
な
、
目
に
映
る

身
体
の
状
態
や
動
き
」
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。

（

注

２

６

）
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こ
れ
ら
「
音
声
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
意
味
に
さ
ま
ざ
ま
な
陰
影
と

豊
富
な
内
容
を
与
え
る
」
も
の
の
総
体
を

、
「
あ
る
が
ま
ま
に
看
取
す

る
」
こ
と
が
、
西
尾
実
の
い
う
「
こ
と
ば
の
実
態
」
を
把
握
し
、
認
識

す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
国
語
教
育
の
対
象
領
域

西
尾
実
は

、
「
民
族
に
お
い
て
も
、
個
人
に
お
い
て
も
、
ま
ず
、
話

し
・
聞
く
談
話
生
活
を
地
盤
と
し
、
次
に
は
音
声
の
文
字
表
記
に
よ
る
、

書
き
・
読
む
文
章
生
活
を
発
達
さ
せ
、
さ
ら
に
、
創
作
し
・
鑑
賞
す
る

文
学
活
動
を
形
成
し
て
い
る
の
が
そ
の
一
般
で
あ
る

。
」
と
述
べ
、
地

（

注

２

７

）

盤
と
な
る
談
話
生
活
・
そ
の
発
展
と
し
て
の
文
章
生
活
、
そ
し
て
文
学

活
動
と
い
う
三
領
域
を
国
語
教
育
の
対
象
領
域
と
す
る
。

こ
の
三
領
域
は
、
昭
和
四
四
年
の
「
わ
た
し
の
回
顧
と
展
望

」
（
岩

波
書
店
）
で
は
、
「
そ
の
中
で
い
ち
ば
ん
日
常
性
の
大
き
い
、
聞
く
こ

と
・
話
す
こ
と
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
話
し
こ
と
ば
の
領
域
を
基
底
と
し
、

そ
の
意
味
を
文
字
ま
た
は
数
字
・
符
号
な
ど
を
も
っ
て
表
記
し
た
、
い

第１図

わ
ゆ
る
書
き
こ
と
ば
を
そ
れ
の
発
展
領
域
と
し
、
さ
ら
に
な
ん
ら
か
の

文
化
性
、
た
と
え
ば
文
学
的
文
化
と
か
科
学
的
文
化
と
か
哲
学
的
文
化

と
か
い
う
よ
う
な
表
現
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
言
語
文
化
と
い
う
べ
き

領
域
を
完
成
さ
せ
て
い
る
」
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
比
喩
的
な

（

注

２

８

）

図
形
と
し
た
の
が
、
前
掲
第
１
図
で
あ
る
。

（

注

２

９

）

（
４
）
文
学
は
独
自
な
一
つ
の
完
成
領
域
を
形
成
す
る

文
学
は
わ
れ
わ
れ
の
言
語
生
活
に
お
い
て
特
殊
な
位
置
を
も
つ
専
門

的
な
文
化
領
域
で
あ
る
と
西
尾
実
は
い
う
。
そ
れ
で
は
、
他
の
専
門
文

化

で

あ

る

哲

学

や

科

学

と

文

学

は

ど

の

よ

う

に

異

な

る

の

で

あ

ろ

う

か
。
ま
た
、
談
話
生
活
や
文
章
生
活
と
の
違
い
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

西
尾
の
著
述
を
も
と
に
相
違
点
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

哲
学
や
科
学
は
、
言
語
の
知
的
、
抽
象
的
機
能
だ
け
を
極
度
に
活
用
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
文
学
は
、
言
語
の
有
す
る
あ
ら

ゆ
る
機
能
（
知
的
、
感
情
的
、
感
覚
的
）
を
発
揮
し
て
い
る
点
で
、
言

語
文
化
と
し
て
他
の
専
門
文
化
と
違
っ
た
特
質
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
文
学
は
言
語
に
媒
介
さ
れ
た
形
象
的
思
惟
で
あ
り
、
人
間
い
か
に

生
き
る
べ
き
か
と
い
う
根
本
要
請
に
立
っ
た
形
象
的
思
惟
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
言
語
に
よ
る
形
象
的
思
惟
の
結
実
と
し
て
の
文
学
は
ま

た
、
日
常
一
般
の
談
話
生
活
や
文
章
生
活
に
お
け
る
概
念
的
思
惟
と
形

象

的

思

惟

の

未

分

化

や

混

在

的

並

行

形

態

と

区

別

さ

れ

る

必

要

が

あ

る
。
文
学
は
、
密
度
の
高
い
芸
術
形
式
の
一
環
で
あ
る
点
に
お
い
て
、

独
自
な
一
つ
の
完
成
領
域
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
５
）
文
学
活
動
を
経
験
さ
せ
る
意
義

文
学
活
動
を
経
験
さ
せ
る
意
義
に
つ
い
て
西
尾
実
は

、
「
人
間
の
文

学
活
動
は
、
『
人
間
い
か
に
い
く
べ
き
か
』
の
可
能
態
を
、
言
語
に
よ

る
形
象
的
思
惟
と
し
て
如
実
に
経
験
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
の
体

験
と
そ
の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
に
お
い
て
、
最
も
有
効
・
有
力
な
経
験

の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

。
」
と
述
べ
、
言
語
を
媒
介
と
し
て
、
人

（

注

３

０

）

間
形
成
の
問
題
と
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
文
学
教
育
の
意
義
が
あ
る
と

す
る
。
文
学
活
動
は
、
人
間
の
主
体
性
を
自
覚
し
、
主
体
性
を
確
立
す

る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）
言
語
生
活
指
導
に
お
け
る
文
学
教
育
の
位
置

文
学
活
動
の
経
験
は

、
「
談
話
生
活
・
文
章
生
活
と
の
関
連
的
位
置

に
お
い
て
経
験
さ
せ
る
も
の
」
と
西
尾
実
は
考
え
る
。
そ
し
て
、
発
達

段
階
に
応
じ
た
文
学
活
動
の
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
「
小
学
校

で
は
、
そ
れ
と
自
覚
し
な
い
で
行
わ
れ
る
創
作
活
動
が
あ
り
、
鑑
賞
体

験
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
一
般
的
方
法
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

個
人
差
に
よ
る
偶
然
的
経
験
で
あ
っ
て
、
指
導
者
は
そ
れ
を
文
学
活
動

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
活
動
に
入
る
端
緒
を
つ
か

ま
せ
る
ま
で
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
小
学
校
も
上
級
に
進
み
、
さ
ら
に

義
務
教
育
の
完
了
期
で
あ
る
中
学
校
に
入
る
に
及
ん
で
は
、
一
歩
一
歩
、

自
覚
的
な
文
学
活
動
が
営
ま
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
す
る
。

（

注

３

１

）

後
掲
第
２
図
は
、
西
尾
が
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
を
通
じ
て

（

注

３

２

）

の
国
語
教
育
に
お
け
る
、
話
し
・
聞
き
・
書
き
・
読
む
言
語
教
育
と
文

学
教
育
の
比
率
的
関
係
を
譬
喩
的
に
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

文
学
は
、
言
語
生
活
の
完
成
領
域
に
位
置
す
る
が
、
文
学
の
教
育
に

お
い
て
は
、
話
し
・
聞
く
談
話
生
活
と
書
き
・
読
む
文
章
生
活
と
の
関

連
に
お
い
て
、
言
語
生
活
全
領
域
に
お
け
る
位
置
を
わ
き
ま
え
て
学
習

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
西
尾
実
は
考
え
て
い
る
。

言
語
教
育

文
学
教
育

四
．
言
語
生
活
教
育
と
し
て
の
古
典
学
習
の
成
立

１

言
語
生
活
の
完
成
領
域
で
あ
る
古
典
と
学
習
者
を
結
ぶ
学
習
活
動

単
元
「
古
典
の
な
か
に
見
つ
け
た
子
ど
も
」
学
習
の
実
際
に
つ
い
て

の
全
集
の
記
述
は
極
め
て
少
な
く
、
次
の
引
用
部
が
そ
の
全
文
で
あ
る
。

学
習
の
実
際
は
、
朗
読
が
主
で
あ
る
が
、
次
の
二
つ
の
作
業
を

加
え
た
。

（
１
）
暗
唱

そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
の
中
の
短
い
一
節
を
取
り
上

げ
、
暗
唱
す
る
。

（
２
）
暗
唱
の
発
表

朗
読
の
発
表
の
あ
と
、
そ
の
暗
唱
部
分

に
つ
い
て
短
い
解
説
を
し
て
、
暗
唱
を
す
る
。

聞
き
手
は
、
そ
の
暗
唱
の
部
分
を
「
朗
読
の
あ
と
の
ひ
と

と
き
」
に
、
ペ
ン
で
き
れ
い
に
書
く
。
担
当
グ
ル
ー
プ
は
、

み
ん
な
の
書
く
あ
い
だ
、
繰
り
返
し
、
暗
唱
し
つ
づ
け
る
。

第２図
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文
語
の
文
章
の
調
子
が
、
一
つ
の
快
い
雰
囲
気
を
つ
く
る

中
で
、
担
当
グ
ル
ー
プ
以
外
の
生
徒
も
、
覚
え
る
と
も
な

く
、
あ
る
程
度
そ
ら
ん
じ
て
い
く
よ
う
で
あ
っ
た
。

（

注

３

３

）

『
土
佐
日
記
』
『
枕
草
子

』
『
源
氏
物
語

』
『
堤
中
納
言
物
語
』
な
ど

十
作
品
か
ら
教
材
が
選
ば
れ
、
大
村
は
ま
作
成
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
傍
注
テ

キ
ス
ト
が
使
用
さ
れ
た
。
二
～
四
名
の
グ
ル
ー
プ
で
一
つ
の
教
材
を
担

当
し
、
発
表
会
で
短
い
一
節
を
選
ん
で
暗
唱
し
、
そ
の
部
分
の
解
説
を

す
る
と
い
う
学
習
課
題
で
あ
る
。

暗
唱
し
た
い
部
分
を
決
め
る
た
め
に
は
、
学
習
者
ひ
と
り
ひ
と
り
が

担
当
教
材
を
繰
り
返
し
読
む
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
希
望
箇
所
を

持
ち
寄
っ
て
、
今
度
は
グ
ル
ー
プ
の
暗
唱
箇
所
を
決
め
る
た
め
の
話
し

合
い
が
行
わ
れ
る
。
次
に
、
ど
の
よ
う
な
解
説
を
す
る
の
か
を
決
め
る

た
め
に
、
ま
た
教
材
を
繰
り
返
し
読
む
必
要
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、

発
表
会
で
の
朗
読
の
仕
方
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
が
必
要

に
な
る
。
読
む
、
話
す
、
聞
く
活
動
が
必
然
を
持
っ
て
行
わ
れ
、
発
表

会
で
は
、
話
し
聞
く
こ
と
が
実
の
場
で
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
に
原
文
や
感
想
を
書
く
と
い
う
活
動
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

古
典
文
学
の
鑑
賞
が
、
西
尾
実
の
い
う
「
談
話
生
活
・
文
章
生
活
と

の
関
連
的
位
置
」
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
村
は
ま
は
単
元

で
の
学
習
活
動
を
組
織
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２

言
語
生
活
教
育
そ
の
も
の
と
し
て
の
古
典
学
習
の
成
立

単
元
「
古
典
の
な
か
に
見
つ
け
た
子
ど
も
」
は
中
学
校
一
年
生
を
対

象
に
、
全
一
七
時
間
で
実
践
さ
れ
た
。
六
時
間
目
に
は
、
グ
ル
ー
プ
に

分
か
れ
て
、
暗
唱
箇
所
を
決
め
る
、
朗
読
台
本
を
作
る
、
現
代
の
こ
と

ば
に
直
す
、
解
説
す
る
内
容
を
決
め
る
と
い
う
学
習
が
行
わ
れ
た
。
学

習
者

は
、
そ
の
日
の
学
習
記
録
「
今
日
の
感
想
」
に

、
「
今
の
現
代

A

文
に
直
す
時
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
調
子
が
よ
く
て
感
じ
が
い
い
か

を
考
え
て
い
た
ら
す
ぐ
に
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
て
し
ま
っ
た

。
」
と
記
し

（

注

３

４

）

て
い
る
。
た
だ
、
現
代
文
に
す
る
の
で
は
な
く
、
原
作
の
味
わ
い
や
調

子
を
生
か
す
こ
と
を
意
識
し
た
学
習
が
自
発
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
古

典
の
学
習
に
集
中
し
、
学
習
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
学
習
記
録
の
記

述
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。

学
習
者

は
、
古
典
を
書
物
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
過
去
の
遺
物

A

と
し
て
学
ん
で
は
い
な
い
。
古
い
こ
と
ば
を
用
い
て
は
い
る
が
、
古
典

の
文
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
、
「
実
態
の
あ
る
こ
と
ば
」
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
生
き
た
「
こ
と
ば
の
実
態
」
を
、
自
分
達
が
使
っ

て
い
る
、
現
代
の
生
き
た
「
実
態
の
あ
る
こ
と
ば
」
に
直
す
に
は
、
ど

う
し
た
ら
よ
い
の
か
を
考
え
て
現
代
語
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
学
習
記
録
の
記
述
を
、
先
に
考
察
し
た
大
村
は
ま
の
言
語
教
育

観
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
古
典
の
中
の
こ
と
ば
が
、
リ
ズ
ム
や
調
子
を

持
つ
生
き
て
動
い
て
い
る
こ
と
ば
と
し
て
学
習
者
に
受
け
止
め
ら
れ
、

新
た
に
生
き
た
こ
と
ば
と
し
て
発
信
さ
れ
て
い
る
。
古
典
の
こ
と
ば
を

理
解
す
る
力
だ
け
で
な
く
、
使
い
こ
な
せ
る
力
を
学
習
者
は
獲
得
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
「
人
の
心
は
、
そ
れ
を
語
る
こ
と
ば
の
意
味
よ
り
も
、
そ

れ
を
語
る
、
そ
れ
を
綴
る
調
べ
の
な
か
に
、
ほ
ん
と
う
に
伝
え
ら
れ
て
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い
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
大
村
は
ま
の
古
典
観
を
、
学
習
者
は
み
ご

（

注

３

５

）

と
に
学
習
の
実
際
の
場
で
具
現
化
し
て
い
る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
の
は
、

一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
単
元
で
の
学
習
の
質
の
高
さ
を
象
徴
す
る
場
面

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
生
活
そ
の
も
の
と
し
て
の
古
典
学
習
が
、

話
し
合
い
の
場
で
も
、
朗
読
発
表
の
場
で
も
成
立
し
て
い
る
。

五
．
お
わ
り
に

古
典
を
文
学
の
一
領
域
と
す
る
と
、
古
典
文
学
は
、
言
語
生
活
に
お

け
る
完
成
領
域
の
最
上
部
に
位
置
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
学
習
者

の
生
活
と
は
最
も
距
離
の
あ
る
文
学
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
古
典

に
親
し
み
を
感
じ
、
学
習
者
の
身
近
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
西
尾

実
の
い
う
よ
う
に
、
学
習
者
の
言
語
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
話
し
こ
と

ば
や
そ
の
発
展
領
域
で
あ
る
書
き
こ
と
ば
と
の
関
連
に
よ
っ
て
学
習
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
村
は
ま
の
単
元
「
古
典
の
な
か
に
見
つ
け
た
子
ど
も
」
で
は
、
朗

読
や
話
し
合
い
、
発
表
会
と
い
っ
た
、
言
語
生
活
の
地
盤
領
域
で
あ
る

話
し
こ
と
ば
（
音
声
言
語
）
に
よ
る
学
習
活
動
が
豊
富
に
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
。
古
典
を
音
声
化
す
る
こ
と
で
、
原
文
の
リ
ズ
ム
や
響
き
、

調
べ
が
、
生
き
た
「
実
態
の
あ
る
こ
と
ば
」
と
な
っ
て
、
直
接
学
習
者

を
捉
え
て
い
る
。
古
典
を
現
代
文
に
直
す
こ
と
が
、
単
な
る
現
代
語
訳

の
作
業
で
は
な
く
、
古
典
に
息
づ
く
生
命
を
現
代
に
蘇
ら
せ
る
営
み
と

な
っ
て
い
る
。
古
典
を
生
き
た
こ
と
ば
の
束
と
す
る
た
め
に
、
音
声
化

が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
、
本
単
元
の
指
導
記
録
と
学
習
記
録
に
よ
り
明

ら
か
に
な
っ
た
。

古
典
文
学
を
「
現
代
を
生
き
る
」
た
め
に
学
び

、
「
現
代
に
生
き
続

け
る
」
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
学
習
者
の
話
し
聞
く
生
活
と
書
き
読

む
生
活
と
に
結
ぶ
古
典
学
習
が
組
織
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

単
元
「
古
典
の
な
か
に
見
つ
け
た
子
ど
も
」
が
実
践
さ
れ
た
昭
和
五

四
年
度
の
古
典
学
習
と
年
間
の
国
語
学
習
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
展

開
さ
れ
た
の
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

注

（
１
）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
の
国
語
教
室

こ
と
ば
を
豊
か
に
』
小

学
館
、
昭
和
五
六
年
七
月
、
一
八
六
～
二
一
九
頁
。

（
２
）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室

第
九
巻
こ
と
ば
の
指
導
の

実
際
』
井
上
敏
夫
解
説
、
小
学
館
、
昭
和
五
八
年
一
月
、
四
八
七

頁
。

（
３
）
西
尾
実
『
西
尾
実
国
語
教
育
全
集
第
七
巻
国
語
教
育
実
践
へ
の

指
標
』
野
地
潤
家
解
説
、
教
育
出
版
、
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
、
四

六
五
頁
。

（
４
）
（
３
）
に
同
じ
、
大
村
は
ま
解
説
、
四
六
七
～
四
六
八
頁
。

（
５
）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室

第
三
巻
古
典
に
親
し
ま
せ

る
学
習
指
導
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
八
年
五
月
、
二
一
五
～
二
九

四
頁
。

（
６
）
飛
田
多
喜
雄
『
国
語
教
育
方
法
論
史
』
明
治
図
書
、
昭
和
四
四
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年
五
月
、
二
二
一
頁
。

（

７

）
『

文

部
省

学
習

指

導

要

領
全

巻

国

語

科

編

（

）
』

日

本

21

2

1

図
書
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
五
年
一
二
月
、
九
七
頁
。

（
８
）
吉
田
裕
久
「
学
習
指
導
要
領
に
見
る
戦
後
古
典
教
育
観
の
変
遷

―

「

解

放

」

か

ら

「

見

直

し

」
、

そ

し
て

「

充

実

」
へ

―

」
『

教

育
科
学
国
語
教
育
』
二
〇
〇
八
年
八
月
号
、
明
治
図
書
、
平
成
二

〇
年
八
月
、
六
頁
。

（
９
）
渡
辺
春
美
『
戦
後
に
お
け
る
中
学
校
古
典
学
習
指
導
の
考
究
』

渓
水
社
、
平
成
一
九
年
三
月
、
一
七
頁
。

（

）
（
５
）
に
同
じ
、
二
七
～
九
〇
頁
。

10
（

）
（
５
）
に
同
じ
、
九
一
～
一
三
五
頁
。

11
（

）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室

第
一
巻
国
語
単
元
学
習
の

12
生
成
と
深
化
』
筑
摩
書
房
、
平
成
三
年
七
月
、
四
八
二
～
四
八
三

頁
。

（

）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室

第
一
二
巻
国
語
学
習
記
録

13
の
指
導
』
筑
摩
書
房
、
平
成
三
年
七
月
、
七
三
～
七
四
頁
。

（

）
（

）
に
同
じ
、
四
六
七
～
五
〇
一
頁
。

14

12

（

）
（
５
）
に
同
じ
、
二
九
七
～
三
二
一
頁
。

15
（

）
『
文
部
省
学
習
指
導
要
領
告
示
編

』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、

16

5

昭
和
六
一
年
三
月
、
五
頁
。

（

）
（
５
）
に
同
じ
、
二
九
七
頁
～
三
二
一
頁
。

17
（

）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室

第
九
巻
こ
と
ば
の
指
導

18
の
実
際
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
八
年
一
月
、
四
三
九
頁
。

（

）
（

）
に
同
じ
、
四
二
二
頁
。

19

18

（

）
（

）
に
同
じ
、
一
四
頁
。

20

18

（

）
（
３
）
に
同
じ
、
四
五
一
～
四
六
五
頁
。

21
（

）
田
近
洵
一
『
増
補
版
戦
後
国
語
教
育
問
題
史
』
大
修
館
書
店
、

22
平
成
三
年
一
二
月
、
三
～
二
五
頁
。

（

）
西
尾
実
『
西
尾
実
国
語
教
育
全
集

第
二
巻
国
語
教
育
理
論
集

23
説
（
一
）
』
教
育
出
版
、
昭
和
四
九
年
一
二
月
、
四
一
～
七
二
頁
。

（

）
西
尾
実
『
西
尾
実
国
語
教
育
全
集

第
四
巻
国
語
教
育
学
へ
の

24
探
究
』
教
育
出
版
、
昭
和
五
〇
年
四
月
、
二
七
～
二
八
頁
。

（

）
西
尾
実
『
西
尾
実
国
語
教
育
全
集

第
八
巻
文
学
教
育
の
問
題
』

25
教
育
出
版
、
昭
和
五
一
年
二
月
、
二
一
頁
。

（

）
（

）
に
同
じ
、
二
二
頁
。

26

25

（

）
（

）
に
同
じ
、
二
五
頁
。

27

25

（

）
西
尾
実
『
西
尾
実
国
語
教
育
全
集

第
六
巻
国
語
教
育
理
論
集

28
説
（
二
）
』
教
育
出
版
、
昭
和
五
〇
年
九
月
、
四
七
頁
。

（

）
（

）
に
同
じ
。

29

28

（

）
（

）
に
同
じ
、
三
一
頁
。

30

25

（

）
（

）
に
同
じ
。

31

30

（

）
（
３
）
に
同
じ
、
一
三
四
頁
。

32
（

）
（
５
）
に
同
じ
、
二
一
七
頁
。

33
（

）
鳴
門
教
育
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
学
習
記
録
（5412B

14

）
。

34
（

）
（
５
）
に
同
じ
、
一
一
頁
。

35

（
ば
ん
ど
う
と
も
こ
・
兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
連
合

学
校
教
育
学
研
究
科
在
学
）


