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随
分
と
後
に
な
っ
て
言
葉
の
持
つ
影
響
力
を
再
認
識

し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
学
時
代
の
部
活
の
顧

問
の
先
生
の
言
葉
だ
っ
た
。
当
時
、
私
は
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
部
に
い
た
。
決
し
て
ス
ポ
ー
ツ
万
能
だ
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
当
時
の
私
は
性
格
は
内
向
的
で
人
前
で

話
す
の
が
苦
手
。
お
ま
け
に
、
帰
国
児
童
で
勉
強
も
遅

れ
が
ち
。
何
事
に
も
自
信
が
持
て
な
い
子
だ
っ
た
。

　

二
年
生
に
な
っ
た
と
き
、そ
の
先
生
が
部
員
を
集
め
、

こ
う
言
っ
た
。「
二
年
生
に
は
積
極
性
と
責
任
感
を
持
っ

て
も
ら
う
た
め
、
各
委
員
会
の
委
員
長
に
立
候
補
す
る

よ
う
に
。」
と
て
も
厳
し
い
先
生
だ
っ
た
の
で
、
私
は

や
む
な
く
、
所
属
の
広
報
委
員
長
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
元
々
放
送
に
は
興
味
が
あ
っ
た
の
で
、
委

員
長
と
な
っ
て
か
ら
は
、
昼
休
み
の
番
組
を
企
画
し
た

り
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
し
た
り
。
役
職
が
人
を
作
る
と
言

う
が
、
段
々
と
取
り
仕
切
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
覚
え
、

そ
れ
が
今
の
仕
事
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う
に
思

う
。
そ
の
秋
、
先
生
は
Ｎ
Ｙ
の
日
本
人
学
校
へ
行
っ
て

し
ま
い
、
そ
れ
切
り
と
な
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
数
年
前
に
偶
然
に
お
会
い
し
た
の
だ
。

講
演
に
出
か
け
る
と
、
主
催
の
教
育
委
員
会
の
中
に
そ

の
先
生
が
。
名
刺
を
交
換
し
て
も
四
半
世
紀
の
時
の
せ

い
で
、
お
互
い
気
づ
か
ず
。
し
か
し
、
ど
こ
か
で
見
た

顔
、
見
た
名
前
。
も
し
か
し
て
…
…
。
大
興
奮
の
再
会

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
私
が
当
時
の
先
生
の
命
令
に
感

謝
し
て
い
る
こ
と
を
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
し
、
先
生
は
中
々
、
そ
の
こ
と
を
思
い
出
せ
な
い
。

や
っ
と
、
思
い
当
た
っ
た
の
だ
が
、
先
生
か
ら
は
意
外

な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。「
当
時
は
非
常
に
部
員
数
が

多
く
、
全
員
が
出
て
く
る
と
コ
ー
ト
が
窮
屈
で
練
習
に

な
ら
な
か
っ
た
ん
だ
。
だ
か
ら
せ
め
て
二
年
生
が
委
員

会
で
忙
し
く
な
っ
て
出
席
率
が
下
が
れ
ば
と
思
っ
て

さ
。」

　

照
れ
隠
し
に
も
思
え
た
が
、
本
当
に
驚
い
て
し
ま
っ

た
。
指
導
者
か
ら
の
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
で
、
私
の
よ

う
に
そ
の
後
の
人
生
に
影
響
が
出
る
こ
と
が
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
人
へ
の
言
葉
は
重
い
。
言
葉
は
人
に
希
望

を
与
え
る
魔
法
で
も
あ
り
、
反
対
に
凶
器
で
も
あ
る
。

人
を
や
る
気
に
さ
せ
る
の
も
、
ど
ん
底
に
つ
き
落
と
す

の
も
言
葉
な
の
だ
。

　

千
葉
大
学
教
育
学
部
で
未
来
の
教
師
た
ち
に
「
教
育

と
表
現
」
と
い
う
講
義
を
し
て
七
年
。
学
生
の
ス
ピ
ー

チ
へ
の
批
評
に
は
神
経
を
使
う
。「
先
生
は
ど
ん
な
子

に
も
興
味
を
持
っ
て
、
良
い
点
を
探
そ
う
と
し
て
い

る
。」
つ
い
最
近
学
生
に
言
わ
れ
、
嬉
し
か
っ
た
。
人

の
心
に
意
欲
の
灯
を
と
も
す
。
そ
ん
な
言
葉
か
け
が
で

き
る
教
師
に
是
非
、
学
生
に
は
な
っ
て
欲
し
い
の
だ
。

き
ば　

ひ
ろ
こ　

キ
ャ
ス
タ
ー
・
千
葉
大
学
特
命
教
授
。
一
九

八
七
年
、
千
葉
大
学
教
育
学
部
を
卒
業
後
、
T
B
S
入
社
。
在

局
中
は
ス
ポ
ー
ツ
キ
ャ
ス
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
、
九
二
年
フ
リ
ー

ラ
ン
ス
に
。
内
閣
府
規
制
改
革
会
議
を
は
じ
め
省
庁
の
委
員
を

多
数
務
め
る
。
浦
安
市
教
育
委
員
。
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な
ぜ
古
典
を
勉
強
す
る
の
か

　

か
つ
て
高
校
の
教
師
を
し
て
い
た
と
き
に
「
な
ぜ

古
典
を
勉
強
す
る
の
か
」
と
、
生
徒
か
ら
質
問
さ
れ

た
。
と
り
あ
え
ず
納
得
す
る
答
え
は
「
受
験
に
あ
る

か
ら
」
だ
が
、
こ
の
答
え
は
、
生
徒
も
私
も
本
当
の

と
こ
ろ
は
腑
に
落
ち
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、「
人
生
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
。

壁
に
当
た
っ
た
と
き
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
異
文

の
で
は
な
い
か
と
密
か
に
思
っ
た
。

伝
承
の
大
切
さ

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
一
、二
年
、
気
持
ち
が
変
わ
っ
て

き
た
。
祖
先
か
ら
長
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
昔
話
な
ど

が
伝
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
を
、
い
ろ
い
ろ

な
研
究
者
か
ら
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
い
ま
や
、
日
本
で
は
、
昔
話
の
伝
承
は
途
絶
え
た
。

子
ど
も
の
本
や
絵
本
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
媒
体
に
よ
っ
て
再
話
さ
れ
る
だ

け
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
伝
え
ら
れ
て
き
た
内
容
を

大
き
く
逸
脱
し
、
意
味
が
す
っ
か
り
異
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
も
と
も
と
多
少
の
違

い
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
え
て
い
く
中
で

語
り
手
の
個
性
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
だ
。
ま
ず
は
伝

え
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
大
切
な
の
だ
」
と
い
う
考
え

方
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
昔
話
の
採
集
、
分
析

を
続
け
て
き
た
研
究
者
が
、「
人
は
生
き
て
い
く
上

で
様
々
な
思
い
や
考
え
を
抱
く
が
、
そ
れ
を
語
り
た

い
と
欲
求
す
る
の
が
人
間
。
そ
こ
に
文
学
は
生
ま
れ

る
。
文
字
は
な
く
と
も
、
文
明
は
不
充
分
で
も
、
文

学
を
持
た
な
い
民
族
は
な
い
」
と
、
昔
話
の
伝
承
の

必
要
性
を
強
く
語
る
こ
と
ば
に
心
動
か
さ
れ
た
。

　

私
た
ち
は
祖
先
か
ら
、
物
語
の
形
で
、
あ
る
い
は

歌
の
形
で
、
人
生
の
意
味
や
日
々
の
悩
み
の
解
決
の

方
法
、
人
の
持
つ
情
や
信
条
を
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

化
が
何
か
ヒ
ン
ト
を
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
外
国

の
知
識
や
考
え
方
、
感
性
は
刺
激
的
で
、
い
い
智
恵

を
提
供
し
て
く
れ
る
が
、
過
去
に
戻
っ
て
祖
先
が
語

り
継
ぎ
、
書
き
継
い
で
来
た
物
語
な
ど
か
ら
は
勇
気

が
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
古
典
を
勉

強
す
る
の
だ
」
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
う
は
考
え
た
も
の
の
、
古
典
を
知
ら
な
く
て
も

生
き
て
は
い
け
る
、
無
理
矢
理
に
勉
強
す
る
よ
り
、

関
心
を
も
っ
た
と
き
に
改
め
て
ひ
も
と
く
方
が
い
い
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こ
と
ば
の
解
釈
と
背
景
の
歴
史
や
文
化
状
況
を
説
明

し
な
け
れ
ば
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ

が
、
そ
う
し
た
工
夫
を
加
え
て
で
も
、
民
族
が
伝
え

て
き
た
文
学
、
す
な
わ
ち
伝
承
を
後
世
に
伝
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
今
は
危
機
感
を
も
っ
て

感
じ
て
い
る
。
目
の
前
の
若
者
た
ち
に
伝
え
な
け
れ

ば
、
次
の
世
代
に
伝
わ
ら
な
い
。
今
の
時
代
の
子
ど

も
た
ち
が
知
ら
な
け
れ
ば
、
本
当
に
途
絶
え
て
し
ま

う
の
だ
と
い
う
危
機
感
で
あ
る
。

子
ど
も
に
と
っ
て
の
伝
承

　

一
方
、
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
日
々
起
こ
っ
て
い
る
。
私
が
現
在
接
し
て
い
る
の

は
十
代
の
終
わ
り
か
ら
二
十
代
の
女
性
た
ち
が
多
い

が
、時
折
彼
女
た
ち
の
悩
み
に
接
す
る
こ
と
が
あ
る
。

以
前
は
も
う
少
し
若
い
世
代
の
思
い
に
接
す
る
体
験

も
し
た
。
そ
の
中
で
感
じ
る
の
は
、
生
き
る
た
め
の

〈
智
恵
と
勇
気
〉
が
、
子
ど
も
と
そ
の
周
辺
の
大
人

に
も
う
少
し
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

子
ど
も
に
と
っ
て
、
生
き
る
た
め
の
〈
智
恵
と
勇

気
〉
は
、
知
識
だ
け
で
は
身
に
付
か
な
い
。
身
近
な

と
こ
ろ
に
い
て
、
愛
情
を
持
っ
て
見
守
る
大
人
が
存

在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
血
と
な
り
肉
と
な

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
大
人

の
存
在
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と
思
う
が
、
幼
い
子
ど

も
の
場
合
は
、こ
の〈
智
恵
と
勇
気
〉は〈
物
語
経
験
〉

に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、直
接
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
、あ
る

い
は
本
や
絵
本
を
親
し
い
大
人
に
読
ん
で
も
ら
う
こ

と
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
近

な
大
人
の
存
在
と
そ
の
愛
情
を
感
じ
、
そ
し
て
物
語

の
中
に
展
開
す
る
人
生
の〈
智
恵
と
勇
気
〉を
身
に
染

み
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

　

こ
う
し
た
〈
物
語
経
験
〉
を
幼
い
頃
か
ら
繰
り
返

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
想
像
力
の
翼

を
広
げ
、
物
語
世
界
を
い
っ
そ
う
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
物
語
を
、
身
近
な

大
人
、
あ
る
い
は
同
年
代
や
異
年
齢
の
子
ど
も
た
ち

と
直
接
交
流
す
る
中
で
体
験
で
き
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

の
豊
か
な
想
像
力
の
翼
を
他
者
と
共
有
す
る
喜
び
も

感
じ
、
そ
こ
に
子
ど
も
同
士
の
、
ま
た
子
ど
も
と
大

人
と
の
「
心
の
絆
」
を
結
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

  
伝
承
に
よ
る
〈
物
語
経
験
〉
の
重
要
性
は
、
長
年

民
族
が
培
っ
て
き
た
生
き
る
た
め
の〈
智
恵
と
勇
気
〉

を
次
世
代
の
一
人
ひ
と
り
に
確
実
に
伝
え
、
そ
の
一

人
ひ
と
り
の
人
生
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に

次
へ
の
伝
承
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
だ

け
、
受
け
止
め
た
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
伝
承
に
よ

る
〈
物
語
経
験
〉
は
深
く
浸
透
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

メ
キ
シ
コ
の
先
住
民
ウ
ィ
チ
ョ
ー
ル
族
や
イ
ラ
ン

の
民
族
と
交
流
し
、
伝
承
を
採
集
し
に
行
っ
て
い
る

研
究
者
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
現
在
で
も
二
十

代
の
若
者
ま
で
民
族
に
伝
わ
る
物
語
を
す
ぐ
に
語
っ

て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
。
そ
れ
は
遠
い
異

国
の
、
私
た
ち
に
は
関
係
の
な
い
事
の
よ
う
に
思
い

が
ち
で
あ
る
。

　

だ
が
、
絵
本
の
読
み
語
り
、
昔
話
の
ス
ト
ー
リ
ー

テ
リ
ン
グ
の
現
場
に
接
す
る
と
、
話
に
夢
中
に
な
っ

て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
様
子
に
驚
か
さ
れ
、
人
は
誰

で
も
話
を
直
接
語
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
好
き
だ
と

い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
積
み
重
ね
が
子
ど
も
た

ち
に
〈
智
恵
と
勇
気
〉
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
思
い

を
は
せ
た
と
き
、
前
述
の
地
域
の
若
い
世
代
が
当
た

り
前
の
よ
う
に
伝
承
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
が
、
に

わ
か
に
羨
望
の
思
い
と
共
に
迫
っ
て
く
る
の
だ
。

　

ア
フ
リ
カ
の
昔
話
の
採
集
に
行
き
、
一
族
の
中
に

一
緒
に
住
ん
で
話
を
聞
き
続
け
た
研
究
者
は
、
昼
間

の
労
働
に
疲
れ
た
親
た
ち
に
代
わ
っ
て
、
祖
父
母
た

ち
が
孫
た
ち
に
長
年
の
経
験
を
踏
ま
え
た
人
生
へ
の

向
き
合
い
方
を
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
通
し
て
語
っ
て
い

く
伝
承
の
場
を
説
明
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
、
人
が

生
き
る
上
で
伝
承
が
い
か
に
大
切
か
と
い
う
こ
と
を

物
語
っ
て
い
た
。

　

私
に
は
、
口
承
や
書
承
に
よ
る
伝
承
、
す
な
わ
ち

語
り
継
が
れ
、
書
き
継
が
れ
て
き
た
物
語
を
伝
え
て

い
く
こ
と
の
重
要
性
が
切
実
な
問
題
と
し
て
迫
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
古
典
を
学

ぶ
理
由
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

古
典
の
お
も
し
ろ
さ

　

現
在
私
が
担
当
し
て
い
る
の
は
、
近
代
以
前
日
本



4

児
童
文
学
と
い
う
分
野
で
あ
る
。
日
本
の
子
ど
も
が

か
つ
て
ど
の
よ
う
な
文
学
体
験
を
し
て
き
た
の
か
を

考
え
る
と
、
ま
ず
は
口
承
や
書
承
に
よ
る
昔
話
、
伝

説
、
神
話
、
説
話
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
絵

巻
物
や
絵
入
り
本
が
一
部
の
子
ど
も
た
ち
に
物
語
を

提
供
し
て
き
た
。『
更
級
日
記
』
の
主
人
公
が
『
源

氏
物
語
』
を
読
む
話
、
旅
の
途
中
で
「
竹
芝
寺
の
伝

説
」
を
聞
く
話
は
、
そ
の
状
況
を
想
像
さ
せ
る
。

　

さ
ら
に
、多
く
の
物
語
を
提
供
し
た
「
御
伽
草
子
」

は
、
木
版
刷
り
の
絵
入
り
本
に
よ
っ
て
広
く
一
般
に

浸
透
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い

て
、同
じ
く
木
版
刷
り
の「
上
方
絵
本
」、「
草
双
紙
」、

「
豆
本
」
な
ど
の
絵
草
紙
が
子
ど
も
の
読
み
物
と
も

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

  

こ
れ
ら
の
作
品
に
触
れ
て
み
る
と
い
ろ
い
ろ
な
意

外
な
こ
と
に
ぶ
つ
か
る
。
例
え
ば
、「
御
伽
草
子
」

の
「
一
寸
法
師
」
は
姫
に
恋
し
、
そ
の
思
い
を
遂
げ

る
た
め
に
手
段
を
選
ば
ず
策
略
を
め
ぐ
ら
す
。「
も

の
く
さ
太
郎
」
は
思
い
切
っ
た
方
法
で
気
に
入
っ
た

女
性
を
見
つ
け
る
が
、
そ
の
心
を
つ
か
ん
だ
き
っ
か

け
は
天
性
の
和
歌
の
才
能
だ
っ
た
。「
天
稚
彦
草
子
」

の
主
人
公
の
娘
は
困
難
に
出
会
う
度
に
根
気
強
く
乗

り
越
え
て
恋
す
る
夫
と
の
出
会
い
を
手
に
入
れ
る
。

「
鉢
か
づ
き
」
の
主
人
公
の
姫
は
、
恐
る
恐
る
恋
を

し
て
い
く
内
に
成
長
し
、た
く
ま
し
く
な
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
鬼
に
瘤
取
ら
る

る
事
」「
雀
報
恩
の
事
」
で
は
、
村
人
や
家
族
に
軽

ん
じ
ら
れ
て
い
る
爺
や
婆
が
、
我
を
忘
れ
て
踊
る
こ

と
や
雀
の
世
話
に
夢
中
に
な
る
姿
に
生
き
る
力
の
発

露
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

絵
を
中
心
と
し
、
文
が
加
わ
っ
て
物
語
を
展
開
し

て
い
く
、
今
日
の
絵
本
、
マ
ン
ガ
の
源
と
も
考
え
ら

れ
る
絵
草
紙
で
は
、
素
朴
な
が
ら
力
強
い
絵
や
、
先

行
す
る
絵
巻
物
や
手
描
き
の
絵
入
り
本
を
継
承
し
つ

つ
新
し
さ
を
加
味
し
た
物
語
に
魅
力
を
感
じ
る
。

『
き
ん
と
き
お
さ
な
だ
ち
』
は
金
太
郎
絵
本
の
源
だ

が
、
力
強
く
躍
動
的
な
描
線
に
主
人
公
の
快か
い

童ど
う

丸ま
る

の

強
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
一
方
、
そ
の
快
童
丸
を
抱

き
、
見
つ
め
る
山
姥
の
言
動
に
は
母
親
の
あ
ふ
れ
ん

ば
か
り
の
愛
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
金
太
郎
は
成

長
し
て
源
頼
光
の
四
天
王
の
一
人
と
な
る
が
、
頼
光

た
ち
の
英
勇
譚
は
繰
り
返
し
描
か
れ
続
け
た
。
そ
こ

に
は
神
の
助
力
を
も
ら
っ
て
仲
間
と
助
け
合
い
な
が

ら
と
て
つ
も
な
い
鬼
神
た
ち
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く

頼
光
た
ち
の
物
語
が
展
開
す
る
。
荒
唐
無
稽
で
は
あ

る
が
、
今
日
人
気
を
集
め
て
い
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の

冒
険
物
語
に
通
じ
る
魅
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　

想
像
力
の
豊
か
さ
は
江
戸
期
の
絵
草
紙
に
多
く
見

ら
れ
る
が
、『
真
字
・
草
字
く
ら
ゐ
諍
ひ
』
で
は
カ

タ
カ
ナ
と
ひ
ら
が
な
が
合
戦
を
す
る
と
い
う
発
想
が

お
も
し
ろ
い
。『
道
具
の
化
物
尽
し
』
で
は
、
日
用

品
が
次
々
と
化
け
て
い
く
絵
が
生
き
生
き
と
描
か
れ

て
い
る
。『
是
は
御
ぞ
ん
じ
の
ば
け
物
に
て
御
座
候
』

で
は
、
室
町
期
の
異
類
合
戦
物
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら

も
、
新
旧
の
化
物
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
の
人
気
を
か

け
て
戦
い
合
う
発
想
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
さ
れ
た
化

物
た
ち
の
絵
に
漂
う
可
笑
味
に
新
し
さ
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
絵
草
紙
に
は
作
品
の
作
り
手

と
読
者
で
あ
っ
た
江
戸
期
の
庶
民
の
生
活
に
根
ざ
し

た
〈
智
恵
と
勇
気
〉
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
嫁

入
り
次
第
を
動
物
な
ど
の
異
類
で
描
い
た
嫁
入
り
物

に
は
、
結
婚
を
め
ぐ
る
行
事
が
順
を
追
っ
て
描
か
れ

る
中
に
、
力
強
く
日
常
生
活
を
生
き
て
い
く
人
々
の

江戸期の絵草紙。江戸中期に江戸で出版された赤本『鼠の嫁入』を改装して出版し
た作品。初産で子どもが生まれる場面。江戸期の出産の風俗が描かれ、子どもの誕
生を祝う家内の様子が描かれている。江戸後期に改装されるほど浸透した。家蔵。
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姿
が
見
出
せ
る
。『
お
に
の
四
季
あ
そ
び
』『
雷
の
四

季
咄
』
は
、
天
上
世
界
で
さ
ま
ざ
ま
な
天
候
を
生
み

だ
し
て
い
る
鬼
た
ち
の
姿
を
描
い
て
い
る
が
、
い
ろ

い
ろ
な
仕
事
の
作
業
風
景
や
家
庭
内
の
団
欒
な
ど
が

取
り
こ
ま
れ
、
日
々
の
生
活
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
古
典
の
物
語
に
は
、
今
日
伝
わ
っ
て

い
る
話
と
は
異
な
る
面
が
見
ら
れ
た
り
、
そ
こ
に
力

づ
け
て
く
れ
る
も
の
を
見
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。「
古
典
に
は
意
外
性
が
あ
っ
て
が
お
も
し
ろ

い
と
思
う
け
ど
、
ど
う
？　

捨
て
た
も
の
じ
ゃ
な
い

よ
。」
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
で
、
現
在
は
、「
伊
曾
保

物
語
」「
御
伽
草
子
」「
赤
本
」「
上
方
絵
本
」「
豆
本
」

な
ど
を
教
材
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
意
外
な
思
い
か

ら
関
心
を
持
っ
て
読
み
進
め
、
想
像
力
を
た
く
ま
し

く
さ
せ
る
と
、
古
典
の
中
に
現
代
の
私
た
ち
に
も
通

じ
る
人
々
の
生
き
る
姿
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
に
力
づ
け
て
く
れ
る
も
の
を
見
出
し
、
古

典
を
読
む
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

古
典
の
読
み
方

　

古
典
を
読
む
と
き
に
は
、
語
釈
や
注
釈
の
必
要
性

が
障
害
と
な
っ
て
敬
遠
さ
れ
た
り
、
堅
苦
し
く
な
っ

た
り
す
る
。
だ
が
、
長
い
年
月
を
越
え
て
き
た
作
品

に
は
、
必
ず
魅
力
が
あ
る
。
古
典
が
伝
え
て
き
た
物

語
に
は
生
き
る
た
め
の
〈
智
恵
と
勇
気
〉
が
、
わ
く

わ
く
す
る
物
語
展
開
、
言
葉
遊
び
や
語
調
の
楽
し
さ

や
笑
い
、
素
朴
な
が
ら
力
強
い
絵
、
意
外
な
発
想
な

か
と
う　

や
す
こ　

梅
花
女
子
大
学
文
化
表
現
学
部
児
童
文

学
科
教
授
。
近
代
以
前
日
本
児
童
文
学
を
担
当
。
専
門
は
江

戸
期
の
絵
草
紙
。
著
書
に
『
幕
末
・
明
治
豆
本
集
成
』
等
。

ど
と
共
に
つ
ま
っ
て
い
る
。
幼
い
子
ど
も
ほ
ど
、
こ

の
語
り
継
が
れ
、
読
み
継
が
れ
た
物
語
を
経
験
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
ず
は
、
内
容
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
言
葉
や

文
章
を
工
夫
し
、
絵
な
ど
視
覚
的
な
情
報
も
加
え
、

読
み
語
り
や
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
、
絵
本
や
紙
芝

居
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
伝
え
方
を
取
り
込
み
な
が
ら
、

伝
来
の
物
語
に
触
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る
。

　

昔
話
、
伝
説
、
説
話
、
神
話
、
絵
巻
物
、
絵
入
り

本
、
絵
草
紙
な
ど
、
掘
り
起
こ
し
た
い
教
材
は
ま
だ

ま
だ
あ
る
。
教
材
化
や
指
導
方
法
に
は
乗
り
越
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
が
、

今
伝
え
な
け
れ
ば
途
絶
え
て
し
ま
う
の
が
、
伝
承
で

あ
り
、
古
典
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
途
絶
え
さ
せ
て
し

ま
う
に
は
あ
ま
り
に
も
惜
し
い
、生
き
る
た
め
の〈
智

恵
と
勇
気
〉
が
あ
る
。
大
人
が
愛
情
を
持
っ
て
、
直

に
こ
れ
ら
の
物
語
を
伝
え
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
そ

れ
を
喜
び
を
も
っ
て
受
け
止
め
て
く
れ
、
ま
た
次
の

世
代
へ
と
引
き
継
い
で
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
家
庭

や
地
域
、
そ
し
て
学
校
で
、
豊
か
な
〈
物
語
経
験
〉

が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
、今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
。

江戸後期から明治前期に盛んに出版された豆本。右から江戸末期出版の『冨貴遊』（日用品が擬人化され、それぞれ愚痴を言い合う内容）、『桃
太郎』。明治前期出版の『花咲爺』、『宮本武勇伝』（宮本武蔵の逸話集）。それぞれ表紙は色刷り、中は墨刷り。木版による出版。家蔵。



6

一　

古
典
教
育
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

　

現
行
の
小
学
校
の
国
語
教
科
書
に
は
、
韻
文
と
し

て
万
葉
集
や
古
今
集
の
歌
、
芭
蕉
、
蕪
村
、
一
茶
の

句
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。教
科
書
に
よ
っ
て
は
、

「
竹
取
物
語
（
冒
頭
）」「
百
人
一
首
」「
枕
草
子
（
春

は
あ
け
ぼ
の
）」「
平
家
物
語
（
冒
頭
）」「
論
語
」「
狂

言
」
な
ど
の
本
文
が
掲
載
さ
れ
、
な
か
に
は
、「
桃

源
郷
も
の
が
た
り
」
と
し
て
陶
淵
明
の
「
桃
花
源
記
」

が
松
井
直
の
再
話
の
か
た
ち
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。

　

国
語
教
育
の
な
か
の
古
典
教
育
に
お
い
て
は
、「
過

去
の
長
い
年
月
に
亘
っ
て
、多
く
の
人
に
尊
重
さ
れ
、

愛
好
さ
れ
て
き
た
文
献
」（
時
枝
誠
記
）、
す
な
わ
ち

古
文
と
し
て
の
日
本
の
古
典
文
学
や
漢
詩
文
と
し
て

の
中
国
の
古
典
文
学
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
学
習
活
動
に
お
い
て
は
、
そ
の
本
文
を
「
声
に

出
し
て
読
む
こ
と
」が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、

基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
、古
文
や
漢
文
に
親
し
み
、

　

そ
れ
な
ら
ば
、国
語
教
育
に
お
け
る
古
典
教
育
は
、

大
学
入
試
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
の
こ
と
は
あ
な
が
ち
に
否
定
し
が
た
い
現
実

で
は
あ
る
が
、
一
方
で
そ
れ
は
、
一
面
的
に
す
ぎ
る

と
い
う
ふ
う
に
も
お
も
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
も
っ

と
古
典
文
学
の
世
界
に
ふ
れ
、
親
し
み
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
古
典
文
学
を
愛
好
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
も
お
も
っ
て
い
る
し
、
日
本
語
の
力
を
ゆ
た
か

に
す
る
た
め
に
も
古
典
を
大
事
に
し
て
ほ
し
い
と
も

お
も
っ
て
い
る
。

二　

古
典
教
育
は
何
を
め
ざ
す
の
か

「
う
さ
ぎ
と
か
め
」
の
話
は
、
幼
い
子
ど
も
に
も
な

じ
み
の
あ
る
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
、
古
代

ギ
リ
シ
ア
人
・
イ
ソ
ッ
プ（
ア
イ
ソ
ポ
ス
）の
つ
く
っ

た
お
話
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
ま
し
て
や
、
こ
の
話
が
い
つ
日
本
に
も
た
ら

さ
れ
た
の
か
を
知
る
人
は
も
っ
と
少
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
い
わ
ゆ
る
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
は
、
い
ま

か
ら
四
百
年
以
上
前
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
徒
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
『
伊
曾
保
物
語
』

と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。「
北
風
と
太
陽
」
の
話
や
肉
を
く
わ
え
た
犬
が

川
面
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
み
て
肉
を
失
う
話
な

ど
、
数
々
の
お
話
が
い
ま
も
子
ど
も
た
ち
の
読
み
物

と
な
っ
て
い
る
。

　

イ
ソ
ッ
プ
の
お
話
を
読
む
こ
と
は
、
そ
れ
を
学
習

作
品
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
と
い
う
作
品
主
義
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、古
文
や
漢
文
（
訓
読
文
）

の
言
い
ま
わ
し
、
い
わ
ゆ
る
文
語
文
の
表
現
は
、
耳

慣
れ
な
い
こ
と
ば
、「
む
か
し
の
人
の
こ
と
ば
」
で

あ
り
、
違
和
感
を
も
た
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
独
特
の
韻
律
に
興
味
や
関
心
を
お

ぼ
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
意

味
の
わ
か
ら
な
い
世
界
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

わ
た
し
た
ち
教
員
は
、『
源
氏
物
語
』
や
『
史
記
』

を
は
じ
め
、
日
本
の
古
典
文
学
に
ゆ
か
り
の
あ
る
、

数
々
の
名
だ
た
る
作
品
を
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
て

い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
訳
文
で
は
な
く
、
そ
の
当

時
の
こ
と
ば
を
と
お
し
て
理
解
し
て
ほ
し
い
と
望
ん

で
い
る
。
そ
れ
は
、
現
実
的
に
は
、
大
学
入
試
に
古

文
や
漢
文
が
出
題
さ
れ
る
の
で
、
古
文
や
漢
文
を
原

文
に
ち
か
い
か
た
ち
で
読
み
解
く
力
を
つ
け
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
。
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の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
古
典
教
育
な
の

か
。
中
学
校
で
は
、「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
の
故
事

や
「
株
を
守
る
」
話
な
ど
が
教
材
化
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
古
典
教
育
の
範
疇
の
な
か
で
扱
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、
義
務
教
育
段
階
で
イ
ソ
ッ
プ
の
話

が
古
典
教
育
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
の
『
伊

曾
保
物
語
』を
当
時
出
版
さ
れ
た
本
文
の
か
た
ち（
版

本
）
で
読
め
ば
古
典
教
育
に
な
る
の
か
。
わ
た
し
た

ち
教
師
は
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
も
う
一
度
、
問
い
直

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
な
よ
た
け
の
か
ぐ
や
姫
」
の
話
す
な
わ
ち
『
竹
取

物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
は
、「
物
語
の
い

で
き
は
じ
め
の
祖お
や

」（「
絵
合
」）
と
評
価
さ
れ
、
長
い

間
に
わ
た
っ
て
読
ま
れ
て
き
た
作
品
で
は
あ
る
が
、

そ
の
原
本
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に

し
て
も
、紫
式
部
の
自
筆
本
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
古
典
文
学
作
品
を
本
文
そ
の
も
の
に

即
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
の
専
門
家
に

と
っ
て
も
実
は
至
難
の
わ
ざ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、『
竹
取
物
語
』
が
お
も

し
ろ
い
話
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
文
学
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
、
い
ま
も

子
ど
も
た
ち
に
も
親
し
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

古
典
教
育
の
対
象
と
さ
れ
る
文
学
が
、
古
文
だ
か

ら
漢
文
だ
か
ら
、
古
典
教
育
が
成
立
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
語
教
育
に
お
い
て
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
は
、
不
動
の
地
位
を
し
め
、
繰
り

返
し
読
ま
れ
、
こ
よ
な
く
大
事
に
さ
れ
て
い
る
。
古

典
の
古
典
た
る
ゆ
え
ん
は
、
古
い
時
代
の
も
の
で

あ
っ
て
も
、
時
代
を
こ
え
て
、
そ
の
作
品
が
繰
り
返

し
読
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
読
者
が

汲
め
ど
尽
き
ぬ
魅
力
を
感
じ
取
る
と
い
う
と
い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
は
、
そ
の
本
文
の
こ
と
ば

づ
か
い
が
文
語
文
で
あ
る
の
か
、
ど
う
か
の
問
題
で

は
な
く
、
再
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
現
代
語
訳
さ

れ
た
も
の
で
あ
れ
、マ
ン
ガ
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、

そ
の
作
品
の
な
か
の
こ
と
ば
や
表
現
が
い
か
に
読
者

の
生
活
や
人
生
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
か
、
ま
た
再

び
繰
り
返
し
そ
の
作
品
を
読
ん
で
み
た
い
と
お
も
う

の
か
ど
う
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
わ
た
し

た
ち
は
教
師
は
、
ど
こ
か
で
、
子
ど
も
た
ち
に
、
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
は
な
く
、
作
品
そ
の
も
の
を
、
原

文
に
ち
か
い
か
た
ち
の
古
文
や
漢
文
そ
の
も
の
を
読

ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
し
、
読
め
る
力
を
つ
け

て
や
り
た
い
と
努
力
し
て
い
る
。

三　

古
典
教
育
は
こ
と
ば
・
日
本
語
の
教
育

　

国
語
教
育
の
な
か
の
古
典
教
育
は
、
や
は
り
こ
と

ば
・
日
本
語
の
教
育
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
か
わ
り

は
な
い
。「
難
波
津
に
咲
く
や
木
の
花
冬
ご
も
り
今

は
春
べ
と
咲
く
や
木こ

の
花
」。
こ
れ
は
、
九
〇
五
年

成
立
の
『
古
今
集
』
の
「
仮
名
序
」
に
ひ
か
れ
た
歌

で
あ
り
、
百
人
一
首
カ
ル
タ
を
は
じ
め
る
と
き
の
歌

い
出
し
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
を
注
釈
や
参
考
書
な
く

そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か

し
、
こ
の
歌
に
あ
る
「
咲
く
」
や
「
花
」
や
「
春
」

や
「
冬
」
は
、
い
ま
も
わ
た
し
た
ち
が
つ
か
っ
て
い

る
こ
と
ば
・
日
本
語
で
あ
る
。
実
は
、
国
語
教
育
の

な
か
の
古
典
教
育
が
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
点

は
、
こ
う
し
た
こ
と
ば
が
日
本
語
と
し
て
い
ま
も
連

綿
と
し
て
使
い
続
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
語
学
教
育
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
文
学
教
育
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
、
読
書
教
育
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る

に
せ
よ
、
わ
た
し
た
ち
は
、
根
本
に
お
い
て
、
こ
と

ば
・
日
本
語
の
教
育
と
し
て
の
古
典
教
育
の
あ
り
か

た
を
探
求
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

こ
と
ば
・
表
現
は
、
つ
ね
に
誰
か
に
向
け
て
差
し

出
さ
れ
て
い
る
。
古
典
文
学
作
品
の
こ
と
ば
・
表
現

も
ま
た
、
時
代
を
こ
え
て
た
え
ず
わ
た
し
た
ち
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
い
る
。
い
ま
と
は
時

代
を
異
に
す
る
古
典
の
世
界
に
ふ
れ
な
が
ら
、
わ
た

し
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
・
日
本
語
力
を

豊
か
に
し
て
い
く
国
語
教
育
を
め
ざ
し
た
い
。

た
な
か　

と
し
や　

大
阪
教
育
大
学
准
教
授
。
現
在
、
大
学

院
実
践
学
校
教
育
専
攻
（
夜
間
）
で
、
現
職
の
先
生
方
と
社

会
に
ひ
ら
か
れ
た
国
語
の
授
業
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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「
古
典
嫌
い
」に
さ
せ
な
い
た
め
に

「
中
学
生
を
古
典
嫌
い
に
さ
せ
な
い
で
欲
し
い
」
こ

れ
は
高
等
学
校
の
先
生
の
話
で
あ
る
。
受
験
勉
強
で

古
典
文
法
ば
か
り
や
っ
て
き
た
生
徒
は
、
古
典
そ
の

も
の
を
嫌
い
に
な
っ
て
高
校
に
入
学
し
て
く
る
と
い

う
。高
校
で
本
格
的
に
古
典
の
楽
し
さ
を
学
ぶ
前
に
、

古
典
そ
の
も
の
に
拒
否
反
応
を
起
こ
さ
れ
て
は
、
高

校
の
先
生
も
さ
ぞ
か
し
大
変
で
あ
ろ
う
。　

　

で
は
、
中
学
校
で
ど
の
よ
う
な
古
典
学
習
を
行
え

ば
、
生
徒
が
古
典
に
興
味
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
ま
で
の
実
践
か
ら
ア
イ
デ
ィ

ア
を
紹
介
す
る
。

「
ま
る
ご
と
」読
む
古
典

　

教
科
書
教
材
で
は
代
表
的
な
古
典
が
載
っ
て
い

る
。「
竹
取
物
語
」「
平
家
物
語
」「
徒
然
草
」「
枕
草

子
」「
お
く
の
ほ
そ
道
」「
和
歌
」「
論
語
」「
漢
詩
」

等
で
あ
る
。
様
々
な
制
約
か
ら
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て

そ
の
作
品
の
極
々
一
部
し
か
載
っ
て
い
な
い
。
古
典

は
歴
史
的
な
背
景
、
知
識
な
ど
が
分
か
っ
て
、
初
め

て
面
白
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、「
古
典
を

ま
る
ご
と
読
む
」
こ
と
を
推
奨
し
た
い
。

　

す
べ
て
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、「
竹
取

物
語
」「
平
家
物
語
」「
お
く
の
ほ
そ
道
」
な
ど
は
、

是
非
「
ま
る
ご
と
」
読
ま
せ
た
い
作
品
で
あ
る
。

　

原
文
と
全
訳
が
書
い
て
あ
る
本
が
数
社
の
出
版
社

か
ら
出
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
が
豊
富

な
資
料
的
要
素
の
大
き
い
本
や
古
典
漫
画
な
ど
も
多

く
出
版
さ
れ
て
い
る
。「
源
氏
物
語
」
を
漫
画
で
理

解
し
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。（
私
も
そ
の
一

人
だ
。）
口
語
訳
を
読
ま
せ
る
の
も
良
い
し
、
学
習

漫
画
で
も
良
い
。「
全
部
読
ん
だ
！
」
い
う
達
成
感

と
ま
る
ご
と
理
解
し
た
と
い
う
充
実
感
に
つ
な
が

る
。
こ
れ
は
読
書
の
広
が
り
に
も
通
じ
る
。

　

中
一
で
学
習
す
る
こ
と
の
多
い
「
竹
取
物
語
」
で

は
星
新
一
訳
の
文
庫
本
を
読
ま
せ
た
。「
竹
取
物
語
」

は
壮
大
な
物
語
で
、
登
場
人
物
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展

開
に
魅
力
が
あ
り
、一
年
生
で
も
ど
ん
ど
ん
読
め
る
。

　

中
二
、三
年
で
は
「
平
家
物
語
」「
お
く
の
ほ
そ
道
」

を
、
文
庫
本
で
ま
る
ご
と
読
ん
だ
。
全
文
を
通
す
こ

と
に
よ
っ
て
「
白
河
の
関
」
や
「
松
島
の
月
」
に
も

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

学
習
の
ま
と
め
は
、古
典
冒
頭
部
分
の「
暗
唱
」だ
。

古
典
に
慣
れ
る
手
段
に
な
る
。「
A
す
ら
す
ら
暗
唱

B
最
後
ま
で
暗
唱
C
途
中
ま
で
暗
唱
」
と
い
っ
た
評

価
で
テ
ス
ト
を
す
る
の
も
学
習
効
果
が
あ
る
。
そ
し

て
何
よ
り
も
教
師
自
身
が
古
典
の
学
習
を
楽
し
ん

で
、
生
徒
と
と
も
に
学
ぶ
主
体
で
あ
り
た
い
。

の
な
か　

み
え
こ　

東
京
都
の
公
立
小
、
附
属
世
田
谷
小
を

経
て
現
在
の
勤
務
校
に
。
附
属
世
田
谷
小
、
附
属
高
校
、
大

学
の
先
生
方
と
共
に
十
二
年
間
を
見
据
え
た
国
語
教
育
の
共

同
研
究
を
行
っ
て
い
る
。



9

　

古
典
学
習
は
楽
し
く
、
価
値
あ
る
も
の
で
あ
り
た

い
。
そ
の
た
め
に
、
各
先
生
方
は
様
々
な
工
夫
を
し

な
が
ら
古
典
の
指
導
を
さ
れ
て
い
る
。
私
の
拙
い
ア

イ
デ
ア
を
以
下
に
三
例
紹
介
す
る
。

一 

故
事
成
語
で
の
ア
イ
デ
ア

「
矛
盾
」
を
学
習
後
、
故
事
成
語
の
補
充
と
し
て
故

事
成
語
カ
ー
ド
を
以
下
の
方
法
で
作
ら
せ
た
。

　

①  

国
語
便
覧
に
あ
る
故
事
成
語
を
学
級
人
数（
小

規
模
校
な
ら
学
年
人
数
）
分
選
ぶ
。

　

②  

く
じ
引
き
で
任
意
の
故
事
成
語
を
B
4
程
度

の
画
用
紙
に
イ
メ
ー
ジ
画
（
故
事
成
語
カ
ー

ド
）
を
描
か
せ
る
。

　

③  

各
自
の
描
い
た
故
事
成
語
カ
ー
ド
を
提
示
さ

せ
、
そ
の
故
事
成
語
を
当
て
さ
せ
る
。

　

授
業
終
了
後
は
廊
下
に
作
品
を
掲
示
し
、
学
年
全

員
の
生
徒
が
ゆ
っ
く
り
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。

友
人
の
描
い
た
故
事
成
語
カ
ー
ド
を
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
生
徒
は
多
く
の
故
事
成
語
を
覚
え
る
こ
と

が
で
き
た
。

二 

家
族
と
の
交
流
を
深
め
る
ア
イ
デ
ア

「
平
家
物
語
」
の
概
要
説
明
、
冒
頭
部
の
暗
唱
、
学

習
材
の
読
み
を
行
っ
た
。
次
に
以
下
の
三
つ
の
課
題

を
各
自
で
考
え
た
後
に
家
庭
に
持
ち
帰
ら
せ
、
家
族

と
共
に
話
し
合
い
、
そ
れ
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入

さ
せ
た
。

　

 

① 

敦
盛
の
人
物
像
を
つ
か
む
。

　

② 

直
実
の
心
の
葛
藤
を
読
み
取
る
。

　

③ 

直
実
の
出
家
へ
の
思
い
を
つ
か
む
。

　

家
族
と
の
話
し
合
い
で
は
、
母
親
と
一
緒
に
考
え

た
生
徒
が
多
か
っ
た
。
次
に
兄
弟
姉
妹
、
最
後
に
父

親
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
祖
父
母
と
共

に
考
え
た
生
徒
も
い
た
。

　

ク
ラ
ス
で
交
流
会
を
行
っ
た
際
に
、
友
人
の
考
え

と
家
族
の
考
え
が
違
っ
て
い
た
り
、
深
ま
っ
て
い
る

の
を
知
り
、「
君
の
お
母
さ
ん
な
ら
、
そ
う
い
う
だ

ろ
う
な
あ
」「
あ
な
た
の
お
兄
さ
ん
な
ら
、
そ
う
考

え
そ
う
ね
」な
ど
と
の
会
話
が
出
て
い
た
。
し
か
し
、

生
徒
・
保
護
者
共
に
忙
し
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
ろ
う

か
、
生
徒
の
二
〜
三
割
は
様
々
な
理
由
で
家
族
と
の

話
し
合
い
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
っ

た
。

三 

暗
唱
手
助
け
シ
ー
ト
の
ア
イ
デ
ア

　

暗
唱
が
苦
手
な
生
徒
用
に
各
段
（
行
）
の
最
初
の

何
文
字
か
を
印
刷
し
た
用
紙
を
与
え
、
暗
唱
の
手
助

け
と
さ
せ
る
。
暗
唱
な
ど
が
苦
手
な
生
徒
で
も
、
何

回
か
行
っ
て
い
く
う
ち
に
、暗
唱
の
コ
ツ
を
つ
か
み
、

様
々
な
古
文
・
漢
詩
を
楽
々
と
暗
唱
が
出
来
る
よ
う

に
な
っ
た
。

ひ
だ
か　

た
つ
ひ
と　

杉
並
区
立
泉
南
中
学
校
主
幹
。
今
年

度
は
漢
字
と
書
写
指
導
を
充
実
さ
せ
、
効
果
的
な
指
導
が
行

え
る
よ
う
な
授
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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一　

対
話
に
よ
る
学
習
と
思
考
力
の
育
成

　

思
考
力
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
様
々
な
他
者
と

の
様
々
な
対
話
が
必
要
と
な
る
。
他
者
と
の
対
話
が

学
習
経
験
と
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
、

学
習
者
自
身
の
中
に
他
者
が
形
成
さ
れ
、
自
己
内
対

話
が
生
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

学
習
場
面
に
お
け
る
他
者
と
は
、
基
本
的
に
「
教

師
」
と
「
他
の
学
習
者
」
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
前＊ 

回
触
れ
た
「
教
師
」
と
の
対
話
は
割
愛
し
、「
他
の

学
習
者
」
と
の
対
話
が
思
考
力
を
育
成
す
る
た
め
の

学
習
方
法
と
し
て
ど
の
よ
う
に
有
効
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
点
を
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二　
「
他
の
学
習
者
」へ
の
意
識
の
形
成

　

他
者
と
の
対
話
と
い
っ
て
も
、
お
し
ゃ
べ
り
の
よ

う
な
日
常
会
話
の
積
み
重
な
り
で
思
考
力
が
育
成
さ

れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
学
習
場
面
で
教
材
を

媒
介
と
し
な
が
ら
論
理
的
な
思
考
の
交
流
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
国
語
の
学
習
の
中
に
話
し
合
い
の
場
面

を
設
定
す
る
回
数
を
増
や
せ
ば
よ
い
か
と
い
う
と
、

な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
い
。
場
面
を
設
定
し
た
と

し
て
も
、
学
習
者
が
な
か
な
か
活
発
に
話
し
合
っ
て

く
れ
な
い
こ
と
も
多
い
。

　

こ
の
数
年
、
そ
う
い
っ
た
実
情
を
打
破
す
る
た
め

に
何
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
模
索
す
る
も
の
と
し

て
、
福
井
県
や
石
川
県
の
小
中
学
校
の
先
生
方
と

行
っ
て
き
た
取
り
組
み
が
あ
る
の
で
紹
介
し
た
い
。

　

こ
の
取
り
組
み
で
は
、
学
習
者
同
士
が
向
き
合
っ

て
自
分
の
考
え
を
交
流
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
ま
で
に
は
一
年
か
ら
二
年
か
か
っ
た
が
、
時
間

が
か
か
る
こ
と
は
覚
悟
し
て
い
た
だ
き
、
以
下
の
点

を
一
つ
ず
つ
積
み
上
げ
て
い
っ
た
。

　

① 

他
の
学
習
者
の
発
言
や
思
考
に
注
意
を
払
え
る

よ
う
に
意
識
を
形
成
す
る
。

　

② 

教
師
は
学
習
者
相
互
の
や
り
と
り
を
生
成
さ

せ
、
深
め
る
た
め
の
関
わ
り
を
行
う
。

　

③ 

論
理
的
に
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
た
め
の
力

を
育
成
す
る
。

　

④ 

話
し
合
い
が
論
理
的
に
活
性
化
す
る
た
め
の
課

題
を
考
究
す
る
。

　

①
に
関
し
て
は
、
体
の
向
き
や
机
の
配
置
な
ど
の

身
体
的
側
面
か
ら
は
じ
ま
り
、
と
に
か
く
主
と
し
て

教
師
に
向
け
ら
れ
て
い
る
意
識
を
他
の
学
習
者
の
発

言
や
考
え
に
向
く
よ
う
に
工
夫
を
施
し
た
。
ま
ず
は

学
習
者
の
発
言
に
他
の
学
習
者
の
名
前
が
挙
が
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
、
小
学
生
に
は
板
書
に

ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
を
張
ら
せ
た
り
そ
の
授
業
で
一
番

よ
か
っ
た
発
言
を
振
り
返
ら
せ
た
り
し
た
。
中
学
生

に
は
ア
ド
バ
イ
ス
カ
ー
ド
を
持
た
せ
、
級
友
の
発
言

に
対
し
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
機
会
を
設
け
た
。
ま

た
、
こ
う
い
っ
た
取
り
組
み
と
並
行
し
て
、
教
師
は

②
と
関
連
し
た
表
１
の
よ
う
な
関
わ
り
を
も
っ
た
。

　

す
る
と
、
次
第
に
学
習
者
は
他
の
学
習
者
の
発
言

に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
う
ち
質
問
や
意

見
が
学
習
者
相
互
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
教
師
の
発
話
量
は
以
前
に
比
べ
て
減

少
し
、
学
習
者
の
発
話
量
が
増
加
し
た
。
教
師
も
含

め
て
学
習
者
が
「
聞
く
こ
と
」
を
強
く
意
識
し
た
学

習
が
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
③
及
び
④
に
関
し
て
は
、
詳
細
は
避
け

る
が
、
学
習
者
の
発
話
が
単
語
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て

＊『ことばの学び』13号「思考力を育成する学習の構想」（P.6－7）
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い
る
う
ち
は
論
理
的
に
交
流
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
ま
ず
は
、
学
習
者
の
発
話
量
を
増
や
す
必
要

が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
て
お
く
。

三　

話
し
合
い
に
参
加
す
る
方
法

　

前
段
で
述
べ
た
取
り
組
み
は
、
現
在
で
は
発
話
の

量
を
増
や
す
段
階
か
ら
発
話
の
質
を
高
め
る
段
階
へ

と
移
行
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
学
習
者
の
発
話
の

質
を
高
め
る
方
法
と
し
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
思
考

の
質
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
取
り
組
み
を
進
め

て
い
る
。
そ
れ
は
、
学
習
者
が
よ
り
多
く
の
情
報
を

持
っ
た
状
態
で
自
分
の
考
え
を
作
り
上
げ
て
い
く
学

習
を
組
織
す
る
こ
と
と
、
よ
り
多
角
的
な
思
考
の
交

流
の
場
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
対
話
」
を
話
し
合
い
の
形
態
と
し

て
捉
え
る
と
一
対
一
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
が
、
こ

れ
を
思
考
の
交
流
の
場
と
し
て
捉
え
、
一
対
一
で
の

思
考
の
交
流
か
ら
一
対
多
も
し
く
は
多
対
多
の
交
流

の
場
へ
と
高
め
て
い
く
こ
と
で
、
思
考
自
体
も
多
角

的
に
広
が
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

実
は
、
比
較
的
学
習
者
自
身
の
対
話
に
よ
っ
て
学

習
が
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
学
級
で
も
、
自
分
の

考
え
は
ノ
ー
ト
や
プ
リ
ン
ト
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

話
し
合
い
に
な
か
な
か
参
加
で
き
な
い
学
習
者
が
相

当
数
い
る
。
そ
こ
で
力
点
を
後
者
に
置
き
、
よ
り
多

く
の
学
習
者
が
話
し
合
い
に
参
加
す
る
た
め
の
指
導

を
行
っ
た
。

　

そ
も
そ
も
、
話
し
合
い
に
お
け
る
学
習
者
の
意
識

は
次
の
四
つ
の
点
に
向
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　

１ 
自
分
の
考
え　
　
　

２ 

他
者
の
考
え

　

３ 
話
し
合
い
の
流
れ　

４ 

話
し
合
い
の
内
容

　

授
業
を
観
察
し
て
い
る
と
、
話
し
合
い
に
上
手
に

参
加
で
き
な
い
学
習
者
は
、
１
や
２
と
い
っ
た
「
対

人
意
識
」
は
あ
っ
て
も
、
３
や
４
と
い
っ
た
「
話
し

合
い
自
体
」
に
対
す
る
意
識
が
低
い
こ
と
が
多
い
。

　

１
〜
４
は
そ
れ
ぞ
れ
に
意
識
の
向
け
方
が
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
論
理
的
に
話
し
合
い
に
参
加
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
、そ
の
方
法
と
し
て
、

３
と
４
と
を
意
識
し
た
取
り
組
み
を
行
っ
た
。
図
１

に
そ
の
枠
組
み
（
フ
レ
ー
ム
）
を
掲
げ
る
。

　

こ
う
い
っ
た
枠
組
み
を
学
習
者
に
定
着
さ
せ
る
方

法
と
し
て
は
、
教
師
の
発
問
の
中
に
織
り
交
ぜ
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
振
り
返
り
の
プ
リ
ン
ト
と
し

て
記
述
さ
せ
る
方
法
も
あ
る
。
ま
た
、
学
習
者
自
身

が
こ
う
い
っ
た
枠
組
み
を
用
い
て
他
者
と
関
わ
る
こ

と
自
体
が
、
論
理
的
な
思
考
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
つ
と
も　

か
ず
お　

福
井
大
学
准
教
授
。
現
在
、
福
井
県

周
辺
の
小
学
校
や
中
学
校
で
「
対
話
型
学
習
」
へ
の
取
り
組

み
を
続
け
る
。
ま
た
、
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
て
学
校
現
場
へ

の
多
角
的
な
情
報
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

（http://w
w
w
.jle-labo.com

/

）
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「
食
感
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
」（
注
）
は
、
生
徒
に
と
っ

て
は
読
み
や
す
く
親
し
み
や
す
い
、
魅
力
的
な
学
習

材
の
一
つ
で
あ
る
。
普
通
に
読
ん
で
終
わ
ら
せ
て
し

ま
う
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い
。
そ
こ
で
、「
食
感

の
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
を
読
ん
だ
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
発

展
さ
せ
る
学
習
を
行
っ
て
み
た
。

１  

世
代
間
で
使
い
方
に
差
が
あ
る 

オ
ノ
マ
ト
ペ
を
調
べ
る

　

文
章
中
で
は
「
べ
た
べ
た
」「
ひ
り
ひ
り
」
は
中

高
年
層
が
、「
し
ゅ
わ
し
ゅ
わ
」「
ぷ
る
ぷ
る
」「
ま
っ

た
り
」
は
若
年
層
が
よ
く
使
う
と
さ
れ
て
い
る
。
生

徒
に
聞
い
て
み
て
も
同
様
の
意
見
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
そ
の
他
に
も
こ
の
よ
う
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
な
い

か
実
際
に
調
査
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　

今
回
は
「
さ
く
さ
く
」「
し
ゃ
き
し
ゃ
き
」「
こ
り

こ
り
」「
ぼ
り
ぼ
り
」の
四
つ
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。

若
年
層
は
先
輩
や
兄
弟
な
ど
に
、
中
高
年
層
に
つ
い

て
は
家
の
人
や
地
域
の
方
に
協
力
し
て
い
た
だ
い

て
、
そ
の
結
果
を
持
ち
寄
っ
た
。
ま
と
め
た
結
果
は

次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

○ 「
さ
く
さ
く
」「
し
ゃ
き
し
ゃ
き
」
は
ど
ち
ら

も
よ
く
使
う
。

○ 「
こ
り
こ
り
」「
ぼ
り
ぼ
り
」
は
中
高
年
層
の

方
が
よ
く
使
う
。

　

こ
の
結
果
に
つ
い
て
生
徒
た
ち
は
、「
や
は
り
普

段
の
食
べ
物
と
の
関
係
が
深
い
。」
と
分
析
し
て
い

る
。
文
章
中
の
筆
者
の
主
張
を
裏
づ
け
る
結
果
と

な
っ
た
。

２  

オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
わ
な
い
で 

表
現
し
て
み
る

　

生
徒
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
わ
れ

て
い
る
商
品
を
さ
が
し
て
お
く
よ
う
に
伝
え
て
お

く
。
次
の
時
間
に
聞
い
て
み
る
と
、
多
く
の
も
の
が

あ
げ
ら
れ
た
。

　

プ
ッ
チ
ン
プ
リ
ン
、
ガ
リ
ガ
リ
君
、
ギ
ザ
ギ
ザ
ポ

テ
ト
、
ペ
ロ
ペ
ロ
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
、
パ
ッ
ク
ン
チ
ョ
、

じ
っ
く
り
コ
ト
コ
ト
煮
込
ん
だ
ス
ー
プ
…
…
。

　

次
に
、
こ
の
商
品
名
を
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
わ
な
い

で
表
現
さ
せ
て
み
た
。
す
る
と
、
例
え
ば
次
の
よ
う

な
表
現
に
な
る
。

○ 

プ
ッ
チ
ン
プ
リ
ン
↓
底
の
爪
を
折
る
と
出
て

く
る
プ
リ
ン

○ 

ガ
リ
ガ
リ
君
↓
か
じ
る
と
歯
ご
た
え
の
あ
る

ア
イ
ス

○ 

ギ
ザ
ギ
ザ
ポ
テ
ト
↓
表
面
が
と
が
っ
て
い
る

ポ
テ
ト

　

生
徒
か
ら
は
、「
た
だ
だ
ら
だ
ら
説
明
し
て
い
る

だ
け
で
わ
か
り
づ
ら
い
。」「
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
え
ば

簡
単
な
の
に
…
…
。」
と
い
う
声
が
あ
が
っ
た
。
オ

ノ
マ
ト
ペ
の
効
果
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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ひ
と
み　

ま
こ
と　

自
称
研
究
会
オ
タ
ク
。
色
々
な
研
究
会

で
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
一
つ
の
方
法
に
し
ば
ら

れ
ず
、
様
々
な
学
び
の
可
能
性
を
考
え
る
の
が
趣
味
？
で
す
。

３ 
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
っ
て
文
章
を
書
く

　

え
び
の
天
ぷ
ら
、親
子
丼
、チ
ャ
ー
ハ
ン
、カ
レ
ー

ラ
イ
ス
、
焼
き
そ
ば
、
オ
ム
ラ
イ
ス
の
う
ち
か
ら
好

き
な
も
の
を
一
つ
選
ば
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
誰

か
に
お
す
す
め
す
る
と
い
う
想
定
で
、
コ
メ
ン
ト
を

書
か
せ
た
。書
く
時
の
注
意
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

学
習
を
終
え
て
感
想
を
書
か
せ
た
が
、
生
徒
の
反

応
は
好
評
で
あ
っ
た
。
一
部
を
紹
介
す
る
。

　

今
回
は
三
つ
の
こ
と
に
取
り
組
ん
で
み
た
が
、
生

徒
の
実
態
や
授
業
の
進
度
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ

と
も
で
き
る
。
一
つ
で
も
実
践
し
て
み
て
い
た
だ
け

る
と
幸
い
で
あ
る
。

　

概
ね
次
の
よ
う
な
作
品
が
で
き
あ
が
る
。

注三
省
堂
『
現
代
の
国
語
』
一
年
所
収

　

コ
メ
ン
ト
を
書
く
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

① 

書
き
出
し
は
、
必
ず
料
理
の
見
た
目
、
ま
た
は

に
お
い
の
表
現
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
。
そ
の

時
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
必
ず
使
う
こ
と
。（
両
方

を
い
れ
て
も
よ
い
。）

② 

つ
ぎ
に
食
べ
た
と
き
の
感
じ
を
で
き
る
だ
け
詳

し
く
書
く
こ
と
。

③ 

最
低
四
つ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
用
し
て
書
く
こ

と
。

　

生
徒
の
感
想
文
か
ら

○ 「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
と
い
う
言
葉
は
初
め
て
聞
い

た
が
、
表
現
と
し
て
「
パ
リ
」
や
「
カ
リ
」

…
…
。
知
ら
な
い
間
に
た
く
さ
ん
使
っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
ら
を
全
部
ひ
っ
く
る

め
て
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
だ
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
学

習
楽
し
か
っ
た
！

○ 

た
く
さ
ん
あ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
中
で
も
書
い
て

　

生
徒
作
品
例

●
あ
つ
あ
つ
、
出
来
立
て
チ
ャ
ー
ハ
ン
で
す
！

　

フ
ワ
フ
ワ
卵
に
し
ょ
う
油
の
風
味
が
プ
ー
ン
と

た
だ
よ
っ
て
く
る
あ
つ
あ
つ
チ
ャ
ー
ハ
ン
で
す
。

　

ホ
ッ
カ
ホ
カ
の
ご
飯
に
し
ょ
う
油
の
風
味
が
口

の
中
に
ジ
ュ
ワ
ー
っ
と
広
が
っ
て
、
あ
つ
あ
つ
の

出
来
立
て
チ
ャ
ー
ハ
ン
で
す
。
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
野

菜
と
ご
は
ん
が
か
ら
ま
り
あ
っ
て
い
て
、
お
い
し

い
で
す
！　

食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
！

● 

見
る
か
ら
に
フ
ワ
ー
ッ
と
し
た
い
り
卵
や
し
ょ

う
ゆ
の
に
お
い
が
た
だ
よ
っ
て
い
て
、
野
菜
が

ほ
ど
よ
く
や
わ
ら
か
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
飯
は
ホ
カ
ホ
カ
と
温
か
く
て
、
フ
ワ
フ
ワ
の

卵
と
よ
く
か
ら
ん
で
い
て
お
い
し
い
で
す
。
ピ
ー

マ
ン
や
ネ
ギ
は
、
火
が
よ
く
通
っ
て
い
て
し
ん
な

り
し
て
い
ま
す
。
し
ょ
う
が
の
食
感
が
シ
ャ
キ

シ
ャ
キ
と
し
て
い
て
と
て
も
お
い
し
い
で
す
。

　

香
ば
し
く
て
お
い
し
い
の
で
皆
さ
ん
も
是
非
食

べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

い
る
文
に
あ
う
も
の
は
何
個
も
出
て
く
る
。
そ

の
中
か
ら
一
番
お
い
し
そ
う
な
も
の
を
使
っ
て

書
い
て
い
く
と
、
読
ん
だ
だ
け
で
お
い
し
い
感

じ
が
わ
か
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
力
っ
て
す
ご
い

と
思
う
。

○ 

オ
ノ
マ
ト
ペ
は
と
て
も
大
事
な
言
葉
だ
と
思
い

ま
し
た
。
ほ
ん
の
短
い
言
葉
だ
け
ど
、
文
章
を

効
果
的
に
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
る
大
切
な
言

葉
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。
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「
不
易
」と「
流
行
」の
調
和

「
故
郷
」。
魯
迅
・
竹
内
好
訳
。
一
九
二
一
年
発
表

の
不
朽
の
名
作
│
。
こ
の
作
品
が
教
科
書
教
材
と
し

て
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
何
年
経
つ
の

だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
「
不
易
」
な
る
作
品
に
、近
年
襲
い
か
か
っ

た
「
時
代
の
波
」
と
い
え
ば
、「
詳
細
な
読
解
に
偏

り
が
ち
で
あ
っ
た
授
業
を
│
」
と
い
っ
た
、「
読
み

取
り
・
読
み
深
め
」
の
授
業
に
対
す
る
、
や
や
批
判

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
た「
言
語
活
動
の
多
様
化
」

や
、「
つ
け
た
い
力
の
明
確
化
」・「
単
元
・
単
位
時

間
の
評
価
規
準
の
明
確
化
」
と
い
う
「
波
」
で
は
な

か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、こ
う
し
た「
波
」（
特

に
後
者
）
に
私
自
身
が
ど
う
対
処
し
て
、
不
易
（
諸

先
輩
方
の
ご
実
践
）
と
流
行
（
時
代
の
要
請
）
の
調

和
を
図
っ
た
の
か
を
綴
り
た
い
と
思
う
。

単
元
を
通
し
て
育
て
た
い「
見
方
・
考
え
方
」

　

単
位
時
間
に
、
生
徒
の
多
様
な
見
方
や
考
え
方
を

基
に
し
た
「
学
び
合
い
」
の
あ
る
授
業
を
成
立
さ
せ

る
た
め
に
は
、
単
元
を
通
し
て
育
て
た
い
「
見
方
や

考
え
方
」
を
、
授
業
者
が
一
貫
し
て
も
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
単
元
に
お
い
て

身
に
つ
け
さ
せ
た
い
「
見
方
や
考
え
方
」
を
、
次
の

よ
う
に
設
定
し
た
。

　

こ
れ
を
軸
に
し
て
、
生
徒
が
各
場
面
を
学
習
す
る

際
に
、
ど
の
よ
う
な
「
状
況
の
変
化
を
示
す
表
現
」

に
着
目
す
る
の
か
、
或
い
は
、
着
目
し
た
表
現
に
対

し
て
、
ど
の
人
物
の
視
点
を
足
場
に
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
を
す
る
の
か
な
ど
を
事
前
に
予
想
し
、
単
位
時
間

の
「
学
び
合
い
」
の
あ
り
方
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
「
学
び
合
い
」
の
あ
る
授
業
の
中

で
、
螺
旋
的
・
反
復
的
に
「
見
方
や
考
え
方
」
を
鍛

え
ら
れ
て
こ
そ
、
生
徒
に
は
、

が
つ
く
と
考
え
た
。

　

な
お
、
単
元
の
評
価
規
準
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
関
心
・
意
欲
・
態
度
】

● 「
状
況
に
生
き
る
人
間
の
姿
」
を
と
ら
え
よ
う
と

表
現
の
仕
方
や
文
章
の
特
徴
に
注
意
し
な
が
ら
、

進
ん
で
作
品
を
読
も
う
と
す
る
。（
Ｃ
│
ウ
）

【
読
む
こ
と
】

● 

風
景
や
人
物
の
巧
み
な
描
写
と
そ
の
変
化
が
、
人

物
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
や
心
情
の
変
化
の
比

喩
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、書
き
手
の「
表

現
意
図
」
を
み
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
。（
Ｃ
│
ウ
）

● 「
人
間
、
社
会
」
に
つ
い
て
考
え
、
自
分
の
意
見

を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。（
Ｃ
│
エ
）

【
言
語
に
対
す
る
知
識
・
理
解
・
技
能
】

● 

抽
象
的
な
概
念
な
ど
を
表
す
多
様
な
文
章
表
現
に

着
目
し
て
文
章
を
読
み
進
め
、
語
感
を
磨
き
、
語

彙
を
豊
か
に
す
る
。（
言
語
⑴
│
ウ
）

◎ 

書
き
手
の
思
考
や
心
情
に
迫
り
、
自
分
の
考
え
を

構
築
す
る
力

● 

人
物
の
状
況
や
心
情
を
、「
状
況
の
変
化
」
を
示

す
表
現
に
着
目
し
、
作
者
の
表
現
意
図
を
踏
ま
え

な
が
ら
見
出
そ
う
と
す
る
見
方
や
考
え
方
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さ
ら
に
、
単
元
の
始
め
に
は
、
生
徒
の
意
識
を
連

続
さ
せ
る
た
め
に
「
初
発
の
感
想
」
を
交
流
し
、
そ

れ
を
基
に
し
て
、「
単
元
を
貫
く
課
題
」を
設
定
し
た
。

「
思
い
の
変
化
」
を
、「
状
況
の
変
化
を
示
す
表
現
」

に
着
目
さ
せ
な
が
ら
、「
わ
た
し
」
の
目
線
で
読
み
取

ろ
う
と
す
る
生
徒
と
客
体
視
す
る
生
徒
の
、
大
き
な

二
つ
の
流
れ
を
生
む
意
図
が
こ
の
課
題
に
は
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
流
れ
を
行
き
交
い
な
が
ら

生
徒
は
、「
一
人
の
人
間
と
し
て
、
状
況
を
ど
う
き

り
拓
き
、
生
き
る
か
」
に
つ
い
て
「
自
ら
の
考
え
」

を
巡
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
学
び
合
い
」を
意
図
的
に
組
織
す
る

　

こ
こ
で
は
、
本
作
品
中
、
最
も
読
み
応
え
の
あ
る
、

「
だ
ん
な
様
！
…
…
」
を
含
む
、
第
五
場
面
を
例
に

し
て
、
単
位
時
間
に
ど
の
よ
う
な
「
学
び
合
い
」
を

意
図
し
た
の
か
を
簡
単
に
述
べ
た
い
。

【
本
時
の
ね
ら
い
】

「
状
況
や
人
物
の
外
見
の
変
化
」
に
、
異
な
る
人
物

の
視
点
か
ら
着
目
し
、
そ
れ
ら
細
か
な
描
写
の
積
み

重
ね
が
、「
閏ル
ン

土ト
ー

」
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
「
わ
た
し
」
の
深
い
悲
し
み
を
よ
り
効

果
的
に
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
二
人
の
間
を

隔
て
て
い
る
「
壁
」
が
、「
閏
土
」
自
身
の
変
化
の

み
な
ら
ず
、「
わ
た
し
」
自
身
の
変
化
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、こ
の
時
間
の
規
準
（
Ｂ
）
は
、「『
唇

が
動
い
た
が
、
〜
』
↓
『
は
っ
き
り
こ
う
言
っ
た
』

な
ど
の
『
人
物
の
心
情
の
変
化
を
示
す
表
現
』
に
着

目
し
、そ
の
意
図
と
効
果
を
理
解
す
る
と
共
に
、『
わ

た
し
』
の
『
故
郷
』
に
対
す
る
失
望
を
読
み
取
っ
て

い
る
。」
と
な
る
。

　

授
業
の
冒
頭
で
は
、こ
の
場
面
に
い
る
「
わ
た
し
」

の
「
姿
」＝「
故
郷
に
対
す
る
思
い
の
変
化
」
を
生
徒

に
問
い
、
本
時
の
課
題
化
を
図
る
。

　

こ
の
後
、
一
人
読
み
を
さ
せ
、
意
見
交
流
に
入
る

の
だ
が
、
こ
の
際
に
大
切
に
し
た
い
こ
と
が
、「
子

ど
も
づ
か
み
の
観
点
を
、
教
師
が
事
前
に
も
っ
て
い

る
こ
と
」で
あ
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、「
学
び
合
い
」

は
成
立
し
な
い
。
本
時
は
、

の
二
つ
の
観
点
か
ら
、
子
ど
も
づ
か
み
を
行
い
、
意

図
的
指
名
に
よ
っ
て
、
両
者
の
「
見
方
・
考
え
方
」

や
ま
だ　

た
か
ひ
で　

岐
阜
市
立
長
良
中
学
校
を
経
て
、
現

勤
務
校
（
三
年
目
）
に
。
岐
阜
県
教
育
研
究
会
・
中
学
校
国

語
教
育
研
究
会
・
研
究
部
総
括
。

を
学
び
合
わ
せ
た
。
ま
た
、
も
う
一
つ
大
切
に
し
た

い
の
が
、「
問
い
返
し
」
の
吟
味
で
あ
る
。

　

先
に
示
し
た
観
点
の
う
ち
、
後
者
の
立
場
か
ら
読

み
を
深
め
る
生
徒
は
少
な
い
。
そ
こ
で
、「
あ
れ
ほ

ど
再
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
『
閏
土
』
で
あ
っ
た

の
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
返
事
を
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。」
と
い
う
問
い
返
し
を
事
前
に
用
意
し

て
お
い
た
。
こ
の
発
問
は
、
異
な
る
人
物
の
視
点
か

ら
、登
場
人
物
の
心
情
を
見
出
そ
う
と
す
る
「
見
方
・

考
え
方
」（
着
目
の
仕
方
）
へ
の
転
換
を
意
図
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
学
び
合
い
」
を
深
め
、

と
い
う
読
み
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
│
。「
故
郷
」
は
今
も
私
に
、
生
徒
の
も

つ
「
言
葉
に
対
す
る
豊
か
な
感
性
」
を
示
し
続
け
、

新
た
な
出
会
い
の
喜
び
に
打
ち
震
え
さ
せ
て
く
れ
る

作
品
で
あ
る
こ
と
を
報
告
す
る
。

◎ 「
わ
た
し
」
の
「
故
郷
」
に
対
す
る
思
い
の
変
化

を
読
み
深
め
よ
う
。

◎ 「
悲
し
む
べ
き
厚
い
壁
」
を
感
じ
て
し
ま
う
、「
わ

た
し
」
の
思
い
の
変
化
を
読
み
深
め
よ
う
。

● 「
閏
土
」
の
変
容
に
着
目
し
て
、「
わ
た
し
」
の
心

情
を
思
い
描
く
生
徒

● 「
わ
た
し
」
の
変
容
に
着
目
し
て
、「
閏
土
」
の
心

情
を
思
い
描
く
生
徒

● 「『
わ
た
し
』
自
身
の
態
度
も
以
前
と
は
違
う
。
そ

う
い
う
『
わ
た
し
』
の
対
応
の
『
変
化
』
が
、『
閏

土
』
の
『
返
答
』
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。『
わ
た
し
』
は
そ
の
こ
と
に
気
づ

か
な
い
ま
ま
、『
故
郷
』
へ
の
絶
望
を
深
め
て
い

る
の
だ
。」
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は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
子
ど
も
の
声
と
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
学

校
に
と
願
い
、
音
読
を
国
語
の
授
業
の
中
核
に
位
置

付
け
た
研
究
を
十
年
間
に
渡
っ
て
続
け
て
い
る
。
音

読
を
通
し
て
言
葉
に
寄
り
添
っ
て
読
み
深
め
る
授
業

を
展
開
し
、
国
語
力
の
伸
長
を
図
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
実
践
を
紹
介
し
、

音
読
の
有
効
性
を
提
案
し
た
い
。

一　

音
読
で
山
場
を
読
み
深
め
る

１　

会
話
文
の
音
読
の
工
夫
で
切
り
込
む　

　

物
語
の
授
業
で
は
、
会
話
文
の
音
読
の
工
夫
を
切

り
込
み
口
と
し
て
人
物
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
こ
と

が
、
心
情
理
解
や
場
面
把
握
に
効
果
的
で
あ
る
。　

　

償
い
を
す
る
ご
ん
の
優
し
さ
を
知
ら
ず
に
ご
ん
を

撃
っ
て
し
ま
っ
た
兵
十
の
言
葉
、「
ご
ん
、
お
ま
え

だ
っ
た
の
か
。
い
つ
も
、
く
り
を
く
れ
た
の
は
。」

の
音
読
の
工
夫
を
通
し
て
兵
十
の
心
情
に
迫
り
、
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
読
み
味
わ
う
授
業
を
行
っ
た
。

２　

授
業
の
目
標

● 

兵
十
の
会
話
文
の
音
読
を
工
夫
し
、
憎
し
み
か
ら

共
感
へ
と
い
う
兵
十
の
心
情
の
変
化
や
、
深
い
悲

し
み
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

発
問
と
指
示

　

読
み
方
と
心
情
の
説
明
を
切
り
離
し
て
し
ま
う

と
、
音
読
を
通
し
て
の
心
情
理
解
は
実
現
し
な
い
。

「
ご
ん
を
撃
っ
て
し
ま
っ
た
兵
十
が
言
っ
た
こ
の
言

葉
は
、ど
の
よ
う
に
読
み
ま
す
か
。
音
読
の
工
夫
と
、

そ
の
と
き
の
兵
十
の
気
持
ち
に
つ
い
て
の
考
え
を
絡

め
な
が
ら
、
自
分
の
思
い
を
語
っ
て
く
だ
さ
い
。」

会
話
文
を
板
書
し
た
後
、
子
ど
も
に
投
げ
か
け
た
。

　

教
師
は
発
問
や
指
示
を
し
た
ら
、
後
は
子
ど
も
が

考
え
、
意
見
を
言
う
の
を
待
て
ば
よ
い
。
待
て
ず
に

追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
発
問
や
指
示
を
繰
り
返

す
と
、
子
ど
も
は
語
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
教
師

が
言
葉
を
精
選
し
、
子
ど
も
が
語
る
授
業
を
つ
く
る

と
、
子
ど
も
の
目
は
輝
き
出
す
。

４　

子
ど
も
の
音
読
と
発
言
の
様
子

①
兵
十
の
気
持
ち
に
寄
り
添
っ
た
音
読
か
ら

　

発
問
後
す
ぐ
に
出
た
の
は
、
そ
の
場
の
状
況
か
ら

「
驚
き
」「
後
悔
」「
悲
し
み
」
な
ど
の
兵
十
の
気
持

ち
を
と
ら
え
た
意
見
で
あ
っ
た
。

● 

び
っ
く
り
し
た
よ
う
に
読
む
。（
音
読
）
ご
ん
が

く
り
を
く
れ
た
こ
と
を
初
め
て
知
り
、
驚
い
た
か

ら
。

● 

驚
い
た
と
い
う
の
も
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
、
撃
っ

て
し
ま
っ
て
真
実
が
分
か
っ
て
後
悔
し
て
い
る
か

ら
、
悲
し
そ
う
に
小
さ
な
声
で
読
む
。（
音
読
）

● 

ご
ん
の
優
し
さ
を
知
っ
て
す
ま
な
か
っ
た
と
思
っ

て
い
る
。
す
ご
く
悲
し
そ
う
に
読
む
。（
音
読
）

②
表
現
、
表
記
に
着
目
し
た
音
読
か
ら

「
書
き
ぶ
り
、表
現
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。」と
、

表
現
、表
記
へ
の
着
目
を
促
す
補
助
発
問
を
す
る
と
、

言
葉
に
即
し
た
次
の
よ
う
な
意
見
も
出
た
。

● 

前
は
「
ぬ
す
み
や
が
っ
た
」「
ご
ん
ぎ
つ
ね
め
」

と
怒
り
を
込
め
て
乱
暴
な
言
葉
で
言
っ
て
い
た
け

れ
ど
、「
ご
ん
」
と
優
し
く
語
り
か
け
て
い
る
。

兵
十
の
憎
し
み
の
気
持
ち
が
消
え
た
。（
音
読
）

　

こ
の
意
見
は
、
前
の
部
分
の
叙
述
と
比
較
し
て
の
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根
拠
の
あ
る
意
見
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。

● 
普
通
の
文
と
言
葉
の
順
番
が
違
っ
て
い
る
。「
ご

ん
、
お
ま
え
だ
っ
た
の
か
。」
が
先
に
来
て
い
る
。

先
の
文
を
少
し
強
く
読
む
。（
音
読
）
ご
ん
を
大

切
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

繰
り
返
し
音
読
を
し
、
補
助
発
問
を
し
た
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
よ
う
に
倒
置
の
表
現
に
着
目
し
た
意
見

も
出
た
。
言
葉
に
即
し
た
読
み
取
り
を
通
し
て
、
兵

十
の
気
持
ち
の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

③
位
置
関
係
を
と
ら
え
た
音
読
か
ら

　

声
の
届
け
先
に
こ
だ
わ
っ
て
音
読
し
な
が
ら
発
言

す
る
子
ど
も
も
い
た
。
音
読
を
通
し
て
人
物
の
位
置

関
係
を
と
ら
え
、場
面
を
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

●
兵
十
は
横
た
わ
っ
た
ご
ん
に
声
を
届
け
て
い
る
。

● 

倒
れ
て
し
ま
っ
た
ご
ん
を
見
て
、
ご
ん
に
向
か
っ

て
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
言
っ
た
。（
音
読
）

④
間
に
こ
だ
わ
っ
た
音
読
か
ら

　

音
読
と
絡
め
て
兵
十
の
気
持
ち
に
迫
る
話
し
合
い

で
は
、
多
様
な
興
味
深
い
意
見
が
出
て
き
た
。

● 

ご
ん
を
撃
っ
て
し
ま
っ
た
兵
十
は
、
呆
然
と
し
て

い
る
。
こ
ん
な
と
き
は
、声
は
出
な
い
か
ら
、「
ご

ん
」
と
言
っ
た
後
に
、
間
を
あ
け
る
。（
音
読
）

　

こ
う
述
べ
た
子
ど
も
は
、
五
秒
ほ
ど
間
を
あ
け
て

読
み
、
思
い
の
こ
も
っ
た
音
読
を
し
た
。
そ
の
音
読

を
聞
い
て
い
た
他
の
子
ど
も
の
表
情
か
ら
は
、納
得
、

共
感
と
い
っ
た
様
子
が
伺
え
た
。
教
室
は
心
地
よ
い

緊
張
感
を
伴
っ
た
学
び
の
空
気
に
包
ま
れ
た
。
間
を

取
る
と
、
呆
然
と
し
て
い
る
兵
十
の
様
子
や
、
兵
十

の
驚
き
や
深
い
悲
し
み
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と

を
確
認
し
合
い
、
授
業
は
深
ま
っ
た
。

5　

音
読
で
心
情
理
解

　

子
ど
も
た
ち
は
音
読
を
し
な
が
ら
兵
十
の
思
い
を

想
像
し
、
気
持
ち
の
変
化
や
や
り
き
れ
な
い
悲
し
み

を
と
ら
え
た
。
音
読
の
工
夫
が
心
情
理
解
を
促
す
と

い
う
こ
と
を
、
改
め
て
実
感
し
た
授
業
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
の
読
み
取
り
は
、
そ
の
後
の
授
業
に
も
生

き
た
。
ご
ん
と
兵
十
の
心
が
結
ば
れ
た
こ
と
へ
の
共

感
や
、
や
っ
と
分
か
り
合
え
た
の
が
別
れ
の
と
き

だ
っ
た
と
い
う
悲
し
い
結
末
の
せ
つ
な
さ
な
ど
を
語

る
ま
と
め
の
授
業
へ
と
自
然
に
つ
な
が
っ
た
。

二　

音
読
の
効
果
的
導
入
を

　

学
習
指
導
要
領
で
は
、
音
読
は
「
声
に
出
し
て
読

む
こ
と
」
と
表
さ
れ
て
お
り
、「
内
容
理
解
を
ね
ら

い
と
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
音
読
を
手
立
て
と

し
て
活
用
し
、
心
情
理
解
を
深
め
た
本
実
践
は
、
そ

の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

音
読
を
生
か
し
て
読
み
深
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い

教
材
は
多
い
。
例
え
ば
、「
か
さ
こ
じ
ぞ
う
」
の
大

年
の
市
の
場
面
で
群
読
を
取
り
入
れ
る
と
、
よ
り
臨

場
感
が
出
て
、
場
面
の
様
子
を
あ
り
あ
り
と
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
注
文
の
多
い
料
理
店
」

で
は
、
音
読
す
る
こ
と
で
、
軽
妙
、
か
つ
、
辛
辣
な

宮
沢
賢
治
独
特
の
表
現
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き
る
。

さ
さ
き　

か
ず
え　

音
読
で
読
み
を
深
め
る
授
業
や
子
ど
も

と
と
も
に
創
る
群
読
に
つ
い
て
の
研
究
を
継
続
。
音
読
と
作

文
の
指
導
は
、
私
の
生
き
が
い
。

　

音
読
を
位
置
付
け
る
と
、
想
像
だ
け
が
空
回
り
す

る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
り
、
言
葉
を
根
拠
に
し
た

読
み
取
り
が
可
能
に
な
る
。
教
材
を
分
析
し
、
音
読

を
導
入
す
る
こ
と
が
効
果
的
な
場
面
を
吟
味
し
、
意

図
的
に
位
置
付
け
た
い
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

国
語
の
指
導
法
は
多
様
に
あ
る
が
、
音
読
を
生
か

す
こ
と
も
有
効
な
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
音
読
を
取

り
入
れ
る
と
、
教
室
に
子
ど
も
の
声
が
響
く
よ
う
に

な
り
、
授
業
が
活
性
化
す
る
。
音
読
を
通
し
て
詩
や

物
語
に
親
し
む
子
ど
も
を
育
て
た
い
と
思
う
。
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高
学
年
に
な
る
と
、
物
語
を
味
わ
い
な
が
ら
登
場

人
物
の
心
情
の
移
り
変
わ
り
や
考
え
方
な
ど
を
多
面

的
に
と
ら
え
る
だ
け
で
な
く
、
表
現
や
文
体
に
表
れ

た
作
者
の
意
図
や
工
夫
を
感
じ
取
り
、
自
分
な
り
の

考
え
を
も
て
る
よ
う
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
客

観
的
視
点
で
物
語
を
と
ら
え
始
め
る
時
期
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
の
言
葉
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ

い
て
作
者
の
意
図
や
工
夫
、
書
き
ぶ
り
な
ど
を
検
討

し
た
り
、
テ
キ
ス
ト
の
概
観
に
つ
い
て
自
分
の
考
え

を
表
出
し
た
り
す
る
学
習
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
行

わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

そ
こ
で
、
推
理
小
説
で
謎
解
き
（
ゴ
ー
ル
）
を
し

た
り
、
物
語
の
最
終
場
面
（
ゴ
ー
ル
）
を
自
分
で
書

き
、
本
物
の
作
品
と
比
較
し
た
り
す
る
学
習
を
試
み

た
。
物
語
に
対
し
て
客
観
的
・
批
評
的
な
立
場
に
立

ち
、
自
ら
の
考
え
を
発
信
す
る
活
動
は
、
子
ど
も
た

ち
の
読
み
の
視
点
を
広
げ
、
読
み
を
深
め
、
作
品
の

す
ば
ら
し
さ
に
気
づ
く
有
効
な
手
段
に
な
り
得
る
と

考
え
た
か
ら
だ
。

　

作
者
が
紡
ぎ
出
し
た
一
言
を
無
駄
に
し
な
い
で
読

ま
せ
た
い
。
活
動
に
必
然
性
が
あ
り
、
自
ら
進
ん
で

考
え
を
友
達
に
伝
え
る
意
欲
が
喚
起
さ
れ
る
単
元
を

つ
く
り
た
い
。
そ
う
願
い
、
本
単
元
を
構
想
し
た
。

単
元
の
ね
ら
い

○ 

物
語
の
最
終
場
面
を
想
像
し
た
り
批
評
し
た
り
、

推
理
小
説
の
謎
を
解
い
た
り
す
る
目
的
に
向
か
っ

て
、
文
章
中
の
細
か
な
表
現
や
情
景
、
場
面
の
移

り
変
わ
り
、登
場
人
物
に
着
目
し
て
読
み
深
め
る
。

○ 

優
れ
た
叙
述
や
作
者
の
意
図
・
工
夫
を
感
じ
取

り
、想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
読
む
楽
し
さ
を
味
わ
う
。

学
習
展
開
と
子
ど
も
た
ち
の
学
び

言
葉
の
名
探
偵
に
な
り
、
犯
人
や
う
そ
を
見
破
ろ
う
！

　

問
題
編
と
解
答
編
に
分
か
れ
て
い
る
推
理
小
説
を

用
い
る
。
犯
人
や
ト
リ
ッ
ク
を
見
破
る
た
め
に
文
章

の
細
か
な
表
現
や
登
場
人
物
の
言
動
に
着
目
す
る
。

①
単
元
の
め
あ
て
（
目
標
）
や
学
習
の
流
れ
を
知
る
。

② 

推
理
小
説
を
読
み
、
文
章
の
言
葉
を
手
が
か
り
に

し
て
犯
人
や
ト
リ
ッ
ク
（
ゴ
ー
ル
）
を
決
め
、
そ

の
根
拠
を
グ
ル
ー
プ
や
ク
ラ
ス
で
話
し
合
う
。

参
考
： 

少
年
探
偵
ブ
ラ
ウ
ン
（
偕
成
社　

ド
ナ
ル
ド
・
ソ
ボ
ル
著
） 

消
え
た
パ
ン
ダ
金
魚
事
件
（
仮
説
社　

朝
の
連
続
小
説　

杉
山
亮
著
）

　
「
今
日
の
学
び
」
よ
り
…
学
習
後
の
感
想

○ 

こ
れ
ま
で
適
当
に
読
ん
で
い
た
こ
と
を
実
感
し
た
。

○ 

文
章
の
言
葉
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味

が
あ
り
、
大
切
だ
と
わ
か
っ
た
。
文
章
を
し
っ
か

り
読
む
こ
と
は
つ
か
れ
る
け
ど
、
そ
の
ぶ
ん
な
ぞ

が
と
け
た
と
き
の
喜
び
は
大
き
く
、
楽
し
い
学
習

に
な
っ
た
。

○ 

友
達
の
意
見
で
自
分
の
考
え
が
確
か
な
も
の
に

な
っ
た
り
変
わ
っ
た
り
し
た
。
一
人
で
は
、
考
え

も
限
ら
れ
て
し
ま
う
が
、
人
が
増
え
れ
ば
増
え
る

ほ
ど
豊
か
な
学
習
に
な
る
と
思
っ
た
。

物
語
の
最
終
場
面
を
書
き
、友
達
や
作
者
と
比
べ
よ
う
！

　

作
家
に
な
っ
た
つ
も
り
で
物
語
の
最
終
場
面
を
書

き
、
友
達
や
作
者
が
書
い
た
最
終
場
面
と
比
べ
、
話

第
一
章

第
二
章
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か
や
の　

ま
さ
の
り　

横
浜
国
立
大
学
府
川
源
一
郎
教
授
・

髙
木
ま
さ
き
教
授
に
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
微
力
で
は
あ
る

が
、
今
年
度
も
読
解
力
の
実
践
研
究
に
励
ん
で
い
る
。

kayano@
pm
7501.yokosyo.ynu.ac.jp

し
合
う
。
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ

き
、
細
か
な
表
現
に
着
目
す
る
必
要
性
を
感
じ
、
作

者
の
表
現
の
意
図
や
工
夫
に
対
し
て
考
え
を
も
つ
。

① 

物
語
の
最
終
場
面
前
ま
で
を
読
み
、
自
分
で
最
終

場
面
（
ゴ
ー
ル
）
を
書
き
、
ク
ラ
ス
全
体
で
読
み

あ
う
。

②
記
述
の
根
拠
を
話
し
合
い
、作
品
を
手
直
し
す
る
。

③ 

作
者
の
最
終
場
面
を
、
自
分
や
友
達
の
作
品
と
比

べ
、
作
者
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
を
発
表
す
る
。

教
材
： 

海
の
光
（
教
育
画
劇
「
う
み
の
ひ
か
り
」　

緒
島
英
二
著
） 

サ
ー
カ
ス
の
ラ
イ
オ
ン（
ポ
プ
ラ
社　

川
村
た
か
し
著　

斎
藤
博
之
絵
）

第
三
章

物
語
の
最
終
場
面
に
対
し
、
自
分
の
考
え
を
表
そ
う
！

　

こ
れ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
、
物
語
の
最
終
場
面

を
批
評
的
に
読
み
、
自
ら
の
考
え
を
表
す
。
納
得
す

る
点
や
疑
問
点
を
出
す
こ
と
で
物
語
の
奥
深
さ
や
作

者
の
力
を
実
感
し
、新
た
な
読
み
方
を
身
に
つ
け
る
。

① 

最
終
場
面
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
、
文
中
の
言
葉

を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
考
え
を
ま
と
め
る
。

② 

考
え
を
ク
ラ
ス
全
体
で
交
流
し
、
作
者
の
表
現
意

図
や
工
夫
、
物
語
の
展
開
な
ど
に
つ
い
て
自
ら
の

考
え
の
変
化
や
深
ま
り
を
記
述
す
る
。

教
材
： 

風
の
ゆ
う
れ
い
（
リ
ブ
リ
オ
出
版　

テ
リ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
著
） 

黄
色
い
ボ
ー
ル
（
河
出
書
房
新
社　

立
松
和
平
著
）

今
後
に
向
け
て（
成
果
と
課
題
）

　

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
が
公
表
さ
れ
、「
読
解
力
」

と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

私
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
践
の
至
ら
な
さ
を

再
認
識
す
る
よ
い
契
機
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
従
来

の
読
み
の
指
導
を
踏
ま
え
つ
つ
、
子
ど
も
た
ち
に
新

た
な
読
み
の
視
点
を
与
え
、
読
み
の
力
を
育
て
た
い

と
思
い
立
ち
、試
案
と
し
て
こ
の
単
元
を
構
想
し
た
。

　

単
元
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
が
、
自
ら
の
読
書
生

活
を
ふ
り
返
り
、
ひ
と
つ
の
言
葉
が
ど
れ
だ
け
大
切

な
も
の
な
の
か
を
実
感
し
、
さ
ら
に
教
室
で
友
達
と

学
ぶ
か
ら
こ
そ
、
考
え
や
想
像
が
広
が
っ
て
い
く
こ

と
を
体
感
し
て
く
れ
た
こ
と
は
成
果
で
あ
る
。
し
か

し
、
教
材
や
単
元
構
成
、
目
標
の
明
確
化
な
ど
、
見

直
し
が
必
要
な
点
は
多
い
。

　

こ
れ
か
ら
も
子
ど
も
た
ち
が
能
動
的
に
テ
キ
ス
ト

に
か
か
わ
り
、
自
分
事
と
し
て
友
達
の
考
え
に
耳
を

傾
け
る
。そ
ん
な
国
語
教
室
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
。

　
「
今
日
の
学
び
」
よ
り

○ 

作
者
が
文
章
に
ち
り
ば
め
た
言
葉
が
最
終
場
面
で

パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
の
よ
う
に
し
っ
く
り
お
さ
ま
っ

た
の
が
す
ご
い
。
自
分
で
最
終
場
面
を
書
い
て
み

た
か
ら
こ
そ
気
づ
け
た
と
思
う
。

○ 

物
語
に
味
が
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
は
一
口

し
か
味
わ
わ
ず
、
か
く
し
味
に
気
づ
か
な
か
っ
た

と
思
う
。
友
達
の
作
品
の
中
に
は
、
か
く
し
味
ま

で
つ
か
ん
で
い
る
も
の
が
あ
り
、
手
直
し
の
参
考

に
な
っ
た
。

○ 

作
者
の
最
終
場
面
は
短
か
っ
た
け
れ
ど
、
少
な
い

言
葉
が
文
章
の
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
引
き
出
し
て

い
る
よ
う
に
思
え
た
。や
は
り
、作
家
は
す
ご
い
！

○ 

物
語
を
読
む
だ
け
で
楽
し
ん
で
い
た
け
れ
ど
、

も
っ
と
細
か
い
部
分
に
着
目
す
る
と
何
倍
も
想
像

が
ふ
く
ら
み
、
楽
し
め
る
の
だ
と
感
じ
た
。

　
「
こ
の
学
習
の
学
び
」
よ
り

○ 

こ
れ
か
ら
も
作
者
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を

し
た
の
か
と
考
え
な
が
ら
、
物
語
を
読
み
た
い
。

○ 

注
目
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
物
語
の
読
み
取
り
方
が

変
わ
る
こ
と
を
学
ん
だ
。
物
語
の
中
に
は
い
ろ
い

ろ
な
言
葉
が
か
く
さ
れ
て
い
て
、
四
十
四
人
み
ん

な
の
考
え
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新

し
い
物
語
を
読
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
、
本
当
に

楽
し
か
っ
た
。

○ 

今
回
の
学
習
を
通
し
て
、
作
者
は
さ
り
げ
な
い
言

葉
を
ち
り
ば
め
、
読
者
に
対
し
て
た
く
さ
ん
の
こ

と
を
考
え
さ
せ
、想
像
さ
せ
て
く
れ
る
と
思
っ
た
。

第
三
章
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は
じ
め
に

　

港
南
台
第
一
中
学
校
で
は
、
平
成
一
七
年
度
よ
り

二
年
間
、
横
浜
市
「
国
語
科
授
業
改
善
モ
デ
ル
作
成

協
力
校
」
と
し
て
、「『
読
解
力
』『
問
題
解
決
能
力
』

の
向
上
を
目
指
す
国
語
科
の
授
業
改
善
│
国
語
科
授

業
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
目
指
し
て
│
」
を
研
究
主

題
と
し
て
研
究
を
進
め
、
三
回
の
公
開
授
業
研
究
を

行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
本
年
二
月
に
実
施
し
た
書
写

の
授
業
研
究
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

当
日
の
授
業
の
概
要

　

当
日
は
一
年
・
二
年
の
二
つ
の
授
業
を
実
施
し

た
。
一
年
生
は
「
空
想
」
を
取
り
上
げ
、「
楷
書
と

行
書
を
比
較
し
て
、
行
書
の
特
徴
と
基
本
的
な
書
き

方
を
理
解
す
る
」
こ
と
を
目
標
に
、
書
字
が
得
意
な

教
師
二
名
の
Ｔ
・
Ｔ
で
、
一
人
の
教
師
が
実
際
に
書

字
の
場
面
を
見
せ
る
な
ど
の
指
導
を
行
っ
た
。
二
年

生
で
は
あ
ま
り
書
字
が
得
意
で
は
な
い
教
師
二
名
の

Ｔ
・
Ｔ
に
よ
り
、「
行
書
に
調
和
す
る
ひ
ら
が
な
の

筆
使
い
を
学
ぶ
」「
目
的
や
用
途
に
応
じ
て
、
適
切

に
筆
記
具
を
選
ん
で
書
く
」
こ
と
を
目
標
に
、
教
材

Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
活
用
し
た
り
、
教
師
が
自
ら
書
字
を
行
っ

た
後
生
徒
と
共
に
検
討
す
る
等
の
活
動
を
行
っ
た
。

国
語
科
に
お
け
る 

「
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
」

　

一
つ
の
教
室
に
複
数
の
指
導
者
が
い
る
こ
と
は
、

書
写
の
よ
う
に
技
能
を
扱
う
授
業
に
お
い
て
は
特
に

有
効
で
あ
る
。

　

本
校
で
は
、
時
間
割
作
成
上
の
工
夫
に
よ
り
、

一
・
二
年
生
の
国
語
の
授
業
に
お
い
て
週
一
時
間
の

Ｔ
・
Ｔ
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
生

徒
に
学
習
に
対
す
る
集
中
力
を
高
め
る
支
援
を
行
う

こ
と
が
で
き
た
り
、
複
数
の
教
師
の
目
で
評
価
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
客
観
性
・
信
頼
性
の
高
い
評

価
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
り
、
と
い
う
効
果
を
実
感

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
語
科
の
教
師
が
他
の
国
語

科
の
教
師
の
授
業
に
「
Ｔ
２
」
と
し
て
参
加
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
必
然
的
に
教
師
ど
う
し
授
業
を
見
合

う
こ
と
に
な
り
、
本
校
国
語
科
教
師
の
力
量
の
向
上

に
と
っ
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
生
徒
に
と
っ
て
も
、
Ｔ
・
Ｔ
が
日
常
化

し
て
い
る
の
で
、
授
業
に
複
数
の
指
導
者
が
い
る
こ

と
に
つ
い
て
の
違
和
感
や
抵
抗
感
が
払
拭
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、本
校
の
教
職
員
が
「
テ
ィ
ー
ム
」

で
教
育
活
動
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
常
に
生
徒
が

実
感
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
と
し
て
重
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

「
国
語
力
」向
上
の
た
め
に 

書
写
指
導
が
果
た
す
役
割

　

現
在
国
語
科
で
大
き
な
課
題
と
さ
れ
て
い
る
「
読

解
力
」
と
は
、
情
報
を
受
信
し
、
思
考
し
、
発
信
す

る
こ
と
の
で
き
る
能
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
読

解
力
」
を
確
か
な
国
語
力
と
し
て
定
着
さ
せ
る
う
え

で
、
書
字
能
力
の
向
上
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

受
信
し
た
情
報
を
整
理
し
て
そ
の
内
容
を
ま
と
め

る
た
め
に
書
く
、
自
分
の
思
考
を
確
か
な
も
の
に
す
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か
な
が
わ
け
ん
よ
こ
は
ま
し
り
つ
こ
う
な
ん
だ
い
だ
い
い
ち

ち
ゅ
う
が
っ
こ
う 

こ
く
ご
か　

滝
澤
な
ぎ
さ
・
宍
倉
美
佐
・

土
屋
京
子
・
三
藤
敏
樹
の
四
名
で
、
今
年
度
か
ら
は
文
部
科

学
省
の
「
国
語
力
向
上
モ
デ
ル
事
業
」
の
委
嘱
を
受
け
、
引

き
続
き
研
究
と
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

る
た
め
に
書
く
、
発
信
す
る
内
容
を
整
理
す
る
た
め

に
書
く
、
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
文
字
を
あ
る
程
度

の
速
さ
で
書
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
発
信

す
る
形
式
に
も
よ
る
が
、
自
分
の
考
え
を
人
に
伝
え

る
こ
と
は
基
本
的
に
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
。

　

従
っ
て
、「
読
解
力
」
を
育
て
る
う
え
で
も
、

○
書
く
こ
と
を
嫌
が
ら
な
い
子
ど
も
を
育
て
る

○ 「
人
に
読
ま
れ
る
」
と
い
う
意
識
で
書
く
こ
と
を

育
て
る

こ
と
が
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
国
語
科
の
学
習
内

容
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

書
写
指
導
の
課
題
と
今
後
の
方
向
性

「
書
写
」
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
の
側
、
指

導
者
の
側
の
そ
れ
ぞ
れ
に
課
題
が
あ
る
。

　

学
習
者
の
側
の
課
題
と
し
て
は
、
携
帯
電
話
や

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
普
及
等
に
伴
い
、
自

分
自
身
が
筆
記
具
を
使
用
し
て
肉
筆
で
文
字
を
書
く

機
会
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
、
文
字
を

書
く
速
度
が
遅
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら

れ
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
文
字
を
書
く
こ
と
を
面

倒
に
感
じ
、
正
し
い
字
を
書
こ
う
と
す
る
意
識
が
低

下
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
絵

文
字
」「
ギ
ャ
ル
字
」「
ク
セ
字
」
と
い
う
形
で
現
れ

て
い
る
。

　

一
方
、
指
導
者
の
側
に
は
、
ま
ず
、
書
写
の
指
導

時
間
を
確
保
す
る
等
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
上
の
課
題

が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
国
語
科
の
教
員
免
許
状
を
取

得
し
て
い
て
も
必
ず
し
も
書
字
が
得
意
で
あ
る
と
は

限
ら
ず
、
毛
筆
書
写
に
対
す
る
抵
抗
感
を
持
つ
指
導

者
も
多
い
。
ま
た
、「
書
写
指
導
」
で
は
な
く
「
書

道
教
育
」
と
し
て
の
作
品
主
義
に
陥
り
が
ち
な
こ
と

も
課
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
を
受
け
て
、
こ
れ
か
ら
の
書
写
指

導
の
方
向
性
と
し
て
、
本
校
で
は
次
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
。

　

一
つ
は
、硬
筆
で
文
字
を
「
正
し
く
整
え
て
速
く
」

書
く
た
め
の
書
写
指
導
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
日
常

の
生
活
の
中
で
は
、
肉
筆
で
文
字
を
書
く
機
会
が
多

く
あ
る
。
そ
の
際
に
求
め
ら
れ
る
の
が
、
硬
筆
で
文

字
を
「
正
し
く
整
え
て
速
く
」
書
く
能
力
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
硬
筆
の
書
字
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め

に
は
、
点
画
、
筆
脈
を
き
ち
ん
と
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
字
形
が
整
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
。
そ
の
た

め
の
土
台
と
な
る
の
が
毛
筆
書
写
で
あ
る
。
硬
筆
の

書
字
能
力
の
向
上
を
目
指
す
た
め
の
毛
筆
指
導
と
い

う
視
点
で
指
導
に
あ
た
る
必
要
が
あ
る
。

　

当
日
助
言
者
を
お
願
い
し
た
広
島
大
学
の
松
本
仁

志
先
生
か
ら
、「
中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
書
写
指

導
は
あ
く
ま
で
国
語
の
授
業
で
あ
り
、『
書
道
』
教

育
や
作
品
主
義
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
書
字
が
あ
ま
り
得
意
で
な
い
先
生
で
も
さ
ま
ざ

ま
な
工
夫
を
行
い
な
が
ら
授
業
を
進
め
る
必
要
が
あ

る
」
と
の
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
筆
者
（
三
藤
）
の

よ
う
に
書
字
が
得
意
で
な
い
国
語
の
教
師
に
と
っ
て

書
写
の
授
業
は
、
生
徒
と
共
に
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る

絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
こ
れ
か
ら
も
指

導
方
法
を
工
夫
し
な
が
ら
、
文
字
を
大
切
に
す
る
授

業
を
進
め
て
行
き
た
い
。
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ぼ
く
の
母
親
の
名
前
は
、
ヨ
ウ
コ
と
い
う
。

　

ぼ
く
は
小
さ
い
と
き
か
ら
、
ヨ
ウ
コ
が
母
親
だ

と
教
え
ら
れ
て
き
た
。

　

ヨ
ウ
コ
は
、
茶
色
い
毛
並
み
の
き
れ
い
な
、
犬

だ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
昨
年
刊
の
草
野
た
き
『
ハ
ー
フ
』
の
冒

頭
。「
ぼ
く
」
は
、
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
た
こ
ろ
か
ら
、

父
さ
ん
に
犬
の
ヨ
ウ
コ
が
母
親
だ
と
い
わ
れ
て
育
っ

た
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
は
、
人
間
と
犬
と
の
ハ
ー

フ
だ
と
い
う
の
だ
。
作
品
の
中
ご
ろ
で
、
そ
の
ヨ
ウ

コ
が
い
な
く
な
り
、
父
さ
ん
と
「
ぼ
く
」
は
、
必
死

で
さ
が
す
。
父
さ
ん
は
、
会
社
に
も
行
か
な
く
な

る
。
そ
の
さ
な
か
、「
ぼ
く
」
は
、
と
う
と
う
、
お

ば
さ
ん
の
家
を
た
ず
ね
、「
本
当
の
母
さ
ん
」
の
こ

と
を
聞
き
出
す
。
ま
だ
二
十
歳
だ
っ
た
「
本
当
の
母

さ
ん
」
は
、「
ぼ
く
」
を
産
ん
で
す
ぐ
家
を
出
て

い
っ
て
し
ま
っ
た
。「
ご
め
ん
な
さ
い
。
わ
た
し
、

じ
し
ん
が
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
手
紙
を
の
こ
し

て
。
母
さ
ん
を
さ
が
し
ま
わ
っ
た
父
さ
ん
は
、
半
年

後
、「
ヨ
ウ
コ
が
帰
っ
て
き
ま
し
た
」
と
い
っ
て
犬

を
連
れ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
。「
本
当
の
母
さ
ん
」

も
、
ヨ
ウ
コ
と
い
う
名
前
だ
っ
た
の
だ
。

　

妻
を
う
し
な
っ
た
『
ハ
ー
フ
』
の
父
さ
ん
に
は
、

現
実
の
空
洞
を
埋
め
て
何
と
か
生
き
る
た
め
に
、

「
物
語
」
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

「
物
語
」
は
、
も
う
六
年
生
に
な
っ
た
「
ぼ
く
」
を

息
苦
し
く
も
さ
せ
て
い
る
。「
ぼ
く
」
に
は
も
う
、

「
物
語
」
が
不
必
要
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

犬
の
ヨ
ウ
コ
は
、
十
日
以
上
も
た
っ
て
発
見
さ
れ
る

が
、
す
っ
か
り
体
が
弱
っ
て
い
て
、
や
が
て
亡
く
な

る
。
作
品
の
お
し
ま
い
で
、
ヨ
ウ
コ
を
亡
く
し
た

「
ぼ
く
」
と
父
さ
ん
は
、
ヨ
ウ
コ
と
い
う
「
物
語
」

抜
き
で
は
じ
め
て
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。

『
ハ
ー
フ
』
は
、「
物
語
」
の
必
要
と
不
必
要
に
つ

い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
作
品
だ
け
れ
ど
、
作
者
は
、

つ
づ
い
て
『
教
室
の
祭
り
』
を
刊
行
し
た
。
主
人
公

は
、
小
学
五
年
生
の
澄
子
だ
。
愛
称
で
呼
び
合
い

（
カ
コ
│
ス
ミ
）、「
グ
ッ
ド
、
モ
ー
ニ
ー
ン
！
」
と

合
言
葉
を
言
い
合
う
「
友
だ
ち
物
語
」
は
、
友
だ
ち

／
友
だ
ち
で
は
な
い
、
と
い
う
差
別
を
生
み
出
し
、

そ
れ
は
、「
い
じ
め
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
作

品
は
、
主
人
公
が
、
こ
の
「
物
語
」
を
抜
け
出
す
ま

で
を
描
く
。
彼
女
が
友
だ
ち
と
の
新
し
い
つ
な
が
り

を
得
る
結
末
に
は
、大
き
な
カ
タ
ル
シ
ス
が
あ
っ
た
。

み
や
か
わ　

た
け
お　

日
本
児
童
文
学
専
攻
。
著
書
に
『
現

代
児
童
文
学
の
語
る
も
の
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
な
ど
。
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　小学校では、たとえば遠足の作文の書き方
で以下のような指導場面がある。
「朝、７時に起きて、顔を洗って弁当を持っ
て、学校に行きました。運動場に集合して、
バスに乗って、○○山に着きました。みんな
で遊んだ後、お弁当を食べました。そのあ
と、バスに乗って学校に戻りました。とても
楽しかったです。」
　多くの教員は、このような作文の書き方は
よくないことだと教える。たとえば次のよう
に指導する。
「一番心に残ったことは何ですか？　その部
分を際だたせて表現しなさい。」
「みんなが体験したようなことは書かなくて
いいんです。あなただけが知っていることを
書きなさい。」
　小学校高学年になると、こんな指導もある。
「一番心に残ったことを作文の冒頭に持って
きなさい。その後に、当日までの苦労を書き
なさい。」
　どちらかといえば、全体を時系列に書くこ
とはいいことではないとされるのだ。クライ
マックスの部分に焦点化して書き、クライ
マックスに関係のない場面は割愛するように
教えている。ほかの人が知らないことを中心
に書くようにとも教えている。さらには、必
要に応じて時間的な倒置法を使うようにも教
えているのだ。
　もちろんこれは、学習指導要領で位置づけ
られた国語科の正式な学習内容である。日本
語を表現のツールとして扱っていく私たち

が、小学校高学年段階で身につけなければな
らない最低基準であるとされている学習内容
なのだ。
　私たちが自己紹介をするとき、自分のすべ
てを話すことなど到底できることではない。
自己紹介は短い方がよいとされ、ちょっとぐ
らい脚色しても、相手に覚えてもらえるよう
に工夫することが求められる。日記を書くと
きも、その日に起こったすべてのことを書く
ことなど所詮無理であり、現実の体験から書
く内容を「切り取る」ことになる。デジカメ
で撮影するときには、デジカメのフレームの
外のものは撮影できない。やはり必然的に
「切り取る」ことになる。
　人に情報を伝えるときには、所詮すべての
情報を伝えることなどはできない。だから、
必ず事実の一部を切り取り、編集をして情報
提供するしかない。それは、自己紹介でも日
記でも作文でもデジカメでも同じことで、情
報伝達における必然であり宿命である。
　「全体」か「一部」か。誰かが誰かに情報
を伝えるという営みにおいては、この軸が
「全体」に振れきることはあり得ない。必ず
「一部」となる。しかし、その「一部」は、
どのような意図で「全体」から切り取られた
のか。そのことを追求する姿勢が必要だ。そ
れがない限り、「全体」を見据える姿勢が育
たず、メディアに振り回される人になる。

ほりた　たつや　文部科学省参与などを併任。政策
立案から教育現場の実践指導まで、情報教育に関す
るあらゆる場面に精力的にかかわっている。
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私
に
は
、
小
学
生
の
時
「
い
な
ば
の
し
ろ
う
さ

ぎ
」
の
影
絵
や
「
や
ま
た
の
お
ろ
ち
」
の
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
を
全
校
児
童
で
楽
し
ん
だ
思
い
出
が
あ
り
ま

す
。
で
も
、
こ
れ
が
、
我
が
国
の
は
じ
ま
り
を
書
き

留
め
た
「
古
事
記
」
の
一
部
で
あ
り
、
日
本
の
神
話

で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
頭
の
中
で
は
じ
め
て
整
理

で
き
た
の
は
、
高
校
の
日
本
史
の
教
師
に
勧
め
ら
れ

て
、
岩
波
少
年
文
庫
の
『
古
事
記
物
語
』（
福
永
武

彦
作　

岩
波
書
店　

一
九
五
七
年
初
版
）
を
読
ん
だ

と
き
で
す
。
男
神
と
女
神
が
天
の
浮
橋
の
上
か
ら
、

下
界
の
海
（
水
に
油
が
浮
い
て
い
る
よ
う
な
頼
り
な

い
も
の
）
に
長
い
矛
を
つ
き
た
て
、
ゆ
っ
く
り
か
き

ま
ぜ
日
本
列
島
を
次
々
に
作
っ
た
と
い
う
最
初
の
話

か
ら
、「
古
事
記
」
に
は
思
い
が
け
な
い
展
開
が
多

く
、
一
気
に
読
み
終
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
神
話
は

堅
苦
し
い
物
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
私
に
は
大
変
意

外
で
、
こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
な
ら
、
子
ど
も
時
代

か
ら
神
話
全
体
の
流
れ
を
知
っ
て
お
き
た
か
っ
た
と

思
っ
た
も
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
中
学
校
か
ら
、
教
室
で
読
み
聞
か
せ
な

ど
を
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
を
受
け
た
と
き
、
即
座
に

「
古
事
記
」
を
も
と
に
し
た
絵
本
『
日
本
の
神
話

（
全
六
巻
）』（
舟
崎
克
彦
文　

赤
羽
末
吉
絵　

あ
か

ね
書
房　

一
九
九
五
年
初
版
）
を
読
み
た
い
と
思
い

ま
し
た
。
赤
羽
画
伯
の
日
本
画
風
な
重
厚
な
絵
が
す

ば
ら
し
く
、
絵
を
見
る
だ
け
で
も
、
い
に
し
え
の
世

界
を
味
わ
え
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
で
も
、
い
き

な
り
「
神
話
」
と
い
う
と
堅
苦
し
く
思
い
そ
う
で

す
。
そ
こ
で
ま
ず
、「
三
枚
の
お
札
」
を
語
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、「
こ
の
昔
話
で
は
、
小
僧
が
後
ろ
に

札
を
投
げ
て
、
鬼
婆
の
前
に
障
害
物
を
出
し
な
が
ら

逃
げ
た
で
し
ょ
う
。
同
じ
よ
う
に
物
を
投
げ
て
逃
げ

る
と
い
う
く
だ
り
が
、
日
本
の
神
話
に
も
あ
り
ま

す
。
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
」
と
、『
日
本

の
神
話 

第
一
巻 

│
く
に
の
は
じ
ま
り
│
』
を
読
ん

だ
の
で
す
。
中
学
生
は
、
昔
話
と
神
話
の
共
通
点

や
、
神
話
の
中
の
日
本
の
神
様
が
意
外
に
も
人
間
臭

い
こ
と
に
興
味
を
持
っ
た
ら
し
く
、
随
分
集
中
し
て

聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。

し
ろ
た　

と
も
こ　

図
書
館
や
学
校
、
保
育
所
な
ど
で
、
子

ど
も
た
ち
に
読
み
聞
か
せ
や
語
り
や
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
が
で
き

る
今
の
仕
事
が
大
好
き
で
す
。

著
書
：
『
読
み
聞
か
せ
わ
く
わ
く
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
代
田
知

子
著　

一
声
社　

二
〇
〇
一
）

D
V
D
：
『
絵
本
・
読
み
聞
か
せ 

お
う
ち
で
実
践
編 

1
〜

2
』（
代
田
知
子
監
修
・
出
演　

ア
ス
ク　

二
〇
〇
五
）



学年 頁 行・箇所 平成19年度版 平成20年度版 備考

2 13 下1 「飛ぶ－跳
ちょう

躍
やく

－ジャンプ」 「跳ぶ－跳
ちょう

躍
やく

－ジャンプ」 学習に支障があるため。

『現代の国語』に訂正の箇所がございます。ご指導の際は、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
なお、平成20年度は、訂正した教科書を供給いたします。






