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語
句
・
語
彙
の
学
習
を
め
ぐ
る
現
状

　

外
国
語
を
学
ぶ
場
合
、
学
習
者
は
対
象
言
語
の
発

音
や
文
法
と
と
も
に
、
語
を
一
つ
一
つ
覚
え
て
い
か

な
け
れ
ば
、
対
象
と
す
る
言
語
を
理
解
し
た
り
表
現

し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
学
習
す

る
側
に
と
っ
て
も
指
導
の
側
に
と
っ
て
も
、「
語
句
・

語
彙
の
学
習
」
の
意
義
、
す
な
わ
ち
、「
対
象
と
す

る
言
語
を
用
い
て
表
現
・
理
解
す
る
た
め
の
語
句
・

語
彙
の
学
習
」
と
い
う
意
義
は
明
確
で
あ
ろ
う
。
し

く
あ
り
、具
体
的
に
は
、「
辞
書
の
早
引
き
競
争
」「
暗

記
し
て
小
テ
ス
ト
」
と
い
っ
た
印
象
に
お
い
て
捉
え

ら
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
五
十
人
程
の
授
業
で
の

簡
略
な
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
あ
る
が
、
実
際
の
国
語
の

授
業
に
お
い
て
は
学
習
場
面
に
応
じ
た
様
々
な
言
語

活
動
と
の
関
連
の
中
で
語
句
・
語
彙
の
学
習
が
行
わ

れ
て
い
た
と
し
て
も
、学
習
者
に
と
っ
て
そ
れ
は「
辞

書
を
引
く
」「
普
段
使
わ
な
い
こ
と
わ
ざ
等
の
暗
記
」

と
い
う
完
結
さ
れ
た
「
語
句
・
語
彙
の
学
習
」
と
し

て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
言
語
生
活
に
つ
な
が
っ
て
い

く
活
き
た
言
語
活
動
と
の
関
係
ま
で
は
意
識
化
さ
れ

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

類
義
関
係
と
表
現
・
理
解

　

語
句
・
語
彙
の
学
習
に
お
い
て
は
、
文
章
中
に
出

て
く
る
語
が
そ
の
文
章
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を

表
す
の
か
と
い
っ
た
「
読
む
こ
と
」
な
ど
の
学
習
活

動
の
中
で
行
わ
れ
る
場
合
と
、
類
義
語
や
対
義
語
を

集
め
る
と
い
っ
た
、
語
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
学

習
を
行
う
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、後
者
の
場
合
、

学
習
者
の
側
に
、
実
際
の
言
語
活
動
と
の
関
連
が
見

え
に
く
く
な
る
こ
と
が
多
い
。「
類
義
語
や
対
義
語

の
学
習
が
実
際
に
読
ん
だ
り
話
し
た
り
す
る
と
き
に

ど
う
活
き
て
く
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
が
学
習
者
の

側
で
意
識
化
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
学
習
は
、「
語

句
・
語
彙
の
た
め
の
学
習
」
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
。

　

類
義
語
学
習
の
意
義
は
、
類
義
関
係
の
語
を
集
め

か
し
、
母
語
を
学
ぶ
場
合
、
児
童
生
徒
は
そ
れ
ま
で

の
日
常
の
言
語
活
動
に
お
い
て
す
で
に
一
定
数
の
語

を
獲
得
し
て
お
り
、学
習
場
面
で
出
会
う
「
難
語
句
」

を
除
い
て
、
語
句
・
語
彙
の
学
習
の
必
要
性
が
認
識

さ
れ
に
く
い
。
本
稿
の
筆
者
が
二
年
程
前
に
大
学
生

に
対
し
て
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
小
中
学
校

の
国
語
の
授
業
で
語
句
・
語
彙
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
学
習
を
し
た
か
」
と
い
う
質
問
に
つ
い
て
、「
こ

と
わ
ざ
、
故
事
成
語
、
慣
用
句
の
暗
記
」「
教
科
書

に
出
て
き
た
語
の
意
味
調
べ
」
と
い
っ
た
回
答
が
多
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る
こ
と
に
よ
り
語
の
量
的
な
知
識
を
増
や
す
こ
と
だ

け
で
な
く
、
類
義
関
係
に
あ
る
語
の
意
味
の
違
い
を

比
較
し
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
語
の
意
味
理
解
を

深
め
る
こ
と
に
あ
る
（
注
１
）。
例
え
ば
、
渡
辺

（
一
九
七
〇
）
は
、「
経
験
と
言
語
と
の
対
応
を
、
自

覚
的
に
認
識
す
る
」
方
法
と
し
て
、
類
義
語
の
対
比

に
よ
る
意
義
分
析
の
有
効
性
を
述
べ
て
い
る
。「
さ

む
い
」
と
「
つ
め
た
い
」
は
と
も
に
「
低
温
」
を
表

す
こ
と
は
共
通
す
る
が
、「
さ
む
い
」
は
、「
さ
む
い

朝
・
冬
・
国
」
と
い
っ
た
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と

か
ら
「
直
接
の
接
触
感
覚
を
伴
わ
ず
に
感
じ
る
低

温
」、「
つ
め
た
い
」
は
、「
つ
め
た
い
氷
・
飲
み
物
・

ベ
ッ
ド
」等
等
の
例
か
ら「
直
接
の
接
触
感
覚
を
伴
っ

て
感
じ
る
低
温
」
だ
と
す
る
分
析
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
、語
の
意
味
を
「
低
温
」「
接
触
感
覚
の
有
無
」

と
い
っ
た
要
素
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
語
の
「
意
義
特

徴
」
の
「
束
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
語
の

意
義
を
よ
り
明
確
に
把
握
し
、
い
わ
ゆ
る
「
語
感
」

の
問
題
と
し
て
終
わ
ら
せ
て
し
ま
わ
ず
に
、
そ
の
違

い
を
よ
り
的
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

（
注
２
）。

　

こ
う
し
た
「
意
味
の
差
」
に
意
識
的
に
な
る
こ
と

は
、
語
の
意
味
理
解
の
深
化
や
語
彙
体
系
の
理
解
だ

け
で
な
く
、
学
習
場
面
で
の
言
語
活
動
に
も
つ
な
が

り
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
語
種
の
学
習
に

お
い
て
、「
調
べ
る
・
調
査
・
リ
サ
ー
チ
」
の
よ
う

な
似
た
意
味
を
持
つ
語
が
「
微
妙
な
感
じ
の
違
い
」

を
表
現
す
る
こ
と
を
理
解
し
た
り
、
児
童
生
徒
が
自

分
で
書
い
た
文
章
の
推
敲
を
す
る
と
き
に
、
文
脈
等

か
ら
考
え
て
、
近
い
意
味
を
持
つ
語
の
中
か
ら
よ
り

適
切
な
語
を
選
択
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
類
義
語
の

学
習
が
言
語
活
動
に
つ
な
が
る
例
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
差
に
意
識
的
に
な
る

こ
と
は
、
表
現
に
関
わ
る
重
要
な
観
点
の
一
つ
で
あ

る「
相
手
や
内
容
に
応
じ
た
ス
タ
イ
ル
を
選
択
す
る
」

こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
議
事
録
な

ど
を
書
く
際
に
、

　
（
例
）
会
議
で
反
対
意
見
を
（　
　
　
　
　

）。

の
（　
　

）
に
入
る
表
現
と
し
て
「
言
っ
た
」
と
「
述

べ
た
」
の
い
ず
れ
が
適
切
か
。
あ
る
い
は
、
レ
ポ
ー

ト
を
書
く
際
に
、

　
（
例
）
①�

や
っ
ぱ
、自
然
を
大
切
に
し
な
く
ち
ゃ
っ

て
思
う
。

�
②�
や
は
り
、
自
然
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
る
。

の
ど
ち
ら
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
。
さ
ら
に
は
、
例
え

ば
発
表
会
の
招
待
状
を
地
域
の
方
に
出
す
際
に
、

　
（
例
）
①
ぜ
っ
た
い
来
て
ね
。

�

②
ぜ
ひ
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
の
か
。
と
い
っ
た
こ
と
は
、
相
手

の
違
い
や
文
章
の
種
類
・
文
体
に
応
じ
た
語
句
を
選

択
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
働
い
て
い
る
も
の
と
解
釈

で
き
る
。
話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ
と
ば
の
違
い
や
、

小
説
、
レ
ポ
ー
ト
、
手
紙
な
ど
と
い
っ
た
文
章
の
種

類
の
違
い
、さ
ら
に
は
相
手
に
よ
る
違
い
を
理
解
し
、

内
容
や
相
手
に
応
じ
た
ス
タ
イ
ル
を
選
択
す
る
力
を

伸
ば
す
た
め
の
指
導
の
手
が
か
り
の
一
つ
と
し
て
、

語
の
意
味
の
差
を
意
識
化
さ
せ
る
語
句
・
語
彙
学
習

に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

語
の
意
味
を
理
解
す
る
際
に
、例
え
ば「『
の
ど
か
』

は
『
の
ん
び
り
』
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
」
と

い
っ
た
、
既
知
の
語
へ
の
「
言
い
換
え
」
で
終
わ
ら

せ
て
し
ま
っ
て
は
、
意
味
理
解
の
深
化
に
は
つ
な
が

ら
な
い
（
注
３
）。
し
か
し
、「
相
手
に
応
じ
た
語
の

選
択
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、「
言
い
換
え
」

が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。「
相
手
に
応
じ
た
話
し
方
」

と
い
う
と
、
教
師
が
子
ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
た

表
現
で
や
り
と
り
を
行
う
「
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
・
ト
ー

ク
」
や
、
母
語
話
者
が
非
母
語
話
者
に
対
し
て
行
う

「
フ
ォ
ー
リ
ナ
ー
・
ト
ー
ク
」（
注
４
）
な
ど
が
想
起

さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
子
ど
も
は
「
合
わ
せ
て
も
ら

う
側
」
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、一
般
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は「
相

手
に
応
じ
た
話
し
方
」
が
重
要
に
な
る
。
国
語
の
学

習
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
「
新
入
生
に
学
校
生
活
を

紹
介
し
よ
う
」
と
い
っ
た
言
語
活
動
の
際
に
、
上
級

生
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
に
使
う
語
が
、
新
入
生
に

と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
語
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考

え
、
適
切
に
語
を
選
択
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

こ
こ
で
は
、
類
義
関
係
に
あ
る
語
群
に
注
目
す
る
こ

と
で
、適
切
な
語
の
選
択
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
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一
方
、
言
語
の
理
解
の
面
に
お
い
て
も
、「
類
義

関
係
に
あ
る
語
の
意
味
の
差
」
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
り
、「
文
章
・
談
話
を
批
判
的
に
解
釈
す
る
」
力

に
つ
な
げ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
地
球

温
暖
化
に
つ
い
て
の
文
章
を
読
む
と
き
に
、

　
（
例
）
①�

温
暖
化
の
影
響
で
、
穀
物
の
収
穫
量
が

下
が
っ
た
。

�

②�

温
暖
化
の
影
響
で
、
穀
物
の
収
穫
量
が

落
ち
込
ん
だ
。

の
い
ず
れ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、「
下
が

る
」「
落
ち
込
む
」は
、と
も
に
「
収
穫
量
の
減
少
」を

表
現
す
る
語
と
し
て
共
通
す
る
意
味
を
有
し
、
そ
の

語
自
体
は
い
わ
ゆ
る
「
難
語
句
」
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
受
け
手
は
そ
の
語
に
注
目
す
る
こ
と
な
く
読
み

過
ご
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に

は
、「
下
が
る
」
と
「
落
ち
込
む
」
で
は
「
収
穫
量
の

減
少
」に
対
す
る
印
象
が
大
き
く
異
な
る
。
つ
ま
り
、

受
け
手
は
無
意
識
の
う
ち
に
こ
の
「
印
象
」
を
受
け

取
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
も
、「
類
義
関
係
に
あ
る
語
の
意
味
の

差
」
に
意
識
的
で
あ
れ
ば
、「
表
現
者
の
意
図
」
あ

る
い
は
「
表
現
者
が
無
意
識
に
選
択
し
た
語
で
あ
っ

た
と
し
て
も
当
該
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
結

果
と
し
て
生
ず
る
意
味
」
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
意

識
が
働
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
理
解
の
面
に

お
い
て
も
「
類
義
表
現
の
差
」
に
意
識
的
に
な
る
こ

と
が
様
々
な
場
面
で
有
効
な
の
で
あ
る
（
注
５
）。

「
フ
レ
ー
ム
」と
表
現
・
理
解

　

次
に
、認
知
モ
デ
ル
の
一
種
で
あ
る
「
フ
レ
ー
ム
」

の
観
点
か
ら
、
語
彙
指
導
と
学
習
に
お
け
る
言
語
活

動
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

　

三
省
堂
中
学
校
国
語
教
科
書
『
現
代
の
国
語
１
』

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
別
役
実
の
「
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗

り
の
キ
キ
」
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
る
。

　

そ
の
サ
ー
カ
ス
で
い
ち
ば
ん
人
気
が
あ
っ
た

の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗

り
の
キ
キ
で
し
た
。

　

サ
ー
カ
ス
の
、
大
テ
ン
ト
の
見
上
げ
る
よ
う

に
高
い
所
を
、
こ
ち
ら
の
ブ
ラ
ン
コ
か
ら
あ
ち

ら
の
ブ
ラ
ン
コ
へ
、
三
回
宙
返
り
を
し
な
が
ら

キ
キ
が
飛
ぶ
と
、
テ
ン
ト
に
ぎ
っ
し
り
い
っ
ぱ

い
の
観
客
は
、
い
つ
も
割
れ
る
よ
う
な
拍
手
を

す
る
の
で
す
。

　

こ
の
文
章
に
は
一
見
し
て
難
語
句
は
見
あ
た
ら

ず
、
語
句
の
面
で
解
釈
が
困
難
に
な
る
こ
と
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
「
サ
ー
カ
ス
」
が

ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
想
定

で
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
般

的
な
語
義
と
し
て
の
意
味
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と

で
一
応
の
解
釈
を
し
た
と
し
て
も
、
な
ぜ
こ
の
場
に

「
大
テ
ン
ト
」
が
出
て
く
る
の
か
、
ま
た
「
こ
ち
ら
の

ブ
ラ
ン
コ
か
ら
あ
ち
ら
の
ブ
ラ
ン
コ
」
と
い
う
の
は

ど
う
い
う
状
況
を
指
す
の
か
、
な
ど
の
実
質
的
な
意

味
が
わ
か
ら
ず
、
文
字
面
と
し
て
一
通
り
は
わ
か
る

が
、
ど
う
も
イ
メ
ー
ジ
の
湧
き
に
く
い
文
章
に
な
っ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
実
は
、
こ
う
し
た
例
と
似
た
状

況
は
、
わ
た
し
た
ち
が
外
国
文
学
や
古
典
の
文
章
を

読
む
と
き
に
も
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
６
）。

　

認
知
言
語
学
の
分
野
で
は
、
認
知
モ
デ
ル
の
一
種

と
し
て
「
ス
キ
ー
マ
」「
フ
レ
ー
ム
」
等
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
複
数
の
概
念
が
構
造
を

持
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば

「
家
」
の
フ
レ
ー
ム
と
し
て
は
「
戸
」「
窓
」「
屋
根
」

「
塀
」「
部
屋
」
な
ど
の
概
念
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
お

り
、「
誕
生
パ
ー
テ
ィ
へ
の
招
待
」
と
い
う
フ
レ
ー

ム
と
し
て
は
、「
ケ
ー
キ
と
ろ
う
そ
く
」「
ご
ち
そ
う
」

「
ゲ
ー
ム
」「
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
な
ど
の
概
念
が
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
る
。

　
（
例
）
①�

メ
ア
リ
は
、ジ
ャ
ッ
ク
の
誕
生
パ
ー
テ
ィ

に
誘
わ
れ
ま
し
た
。

�

②�

彼
は
凧
が
好
き
か
し
ら
、
と
、
彼
女
は

思
い
ま
し
た
。������

に
お
い
て
、
①
②
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
連
続
し
た
談

話
と
し
て
み
た
場
合
、「
凧
」
を
「
ジ
ャ
ッ
ク
へ
の

プ
レ
ゼ
ン
ト
」と
解
釈
す
る
の
は
、「
誕
生
パ
ー
テ
ィ

へ
の
招
待
」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
が
活
性
化
さ
れ
る
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
言
語
で

表
現
さ
れ
た
も
の
を
理
解
す
る
と
き
に
は
、
語
の
表



�

に
お
い
て
有
機
的
に
は
た
ら
く
よ
う
、
関
連
す
る
領

域
の
内
容
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ

て
ま
と
め
て
取
り
上
げ
る
よ
う
に
す
る
」（
Ｐ
76
）

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
語
句
・
語
彙
の
学
習
は
、
今
後

こ
れ
ま
で
以
上
に
、
実
際
の
言
語
生
活
に
お
け
る
言

語
活
動
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
学
習
内
容
と
実
際
の
言
語
活
動
と
の
つ
な
が
り

を
具
体
的
に
示
し
、
そ
れ
を
意
識
化
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
学
習
者
は
語
句
・
語
彙
の
学
習
を
必
要
な

も
の
と
し
て
認
識
し
、
積
極
的
に
学
習
に
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
語
句
・
語

彙
の
学
習
を
基
盤
と
し
た
国
語
力
の
総
合
的
な
向
上

に
も
結
び
つ
い
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
べ　

と
も
よ　

千
葉
大
学
教
育
学
部
准
教
授
。
専
門
は
日

本
語
学
。
日
本
語
文
法
論
に
関
す
る
研
究
と
と
も
に
、
国
語

科
に
お
け
る
言
語
事
項
の
教
育
に
も
関
心
を
持
ち
研
究
を

行
っ
て
い
る
。

す
概
念
の
関
連
性
─
フ
レ
ー
ム
を
利
用
し
て
効
率
的

に
解
釈
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（
注
７
）。

　

こ
れ
ら
よ
り
、語
句
・
語
彙
の
学
習
に
お
い
て
は
、

語
を
把
握
す
る
際
の
フ
レ
ー
ム
の
重
要
性
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。「
過
去
の
経
験
や
教
養
や
現
在

の
精
神
の
志
向
性
の
す
べ
て
は
語
い
に
関
係
」
す
る

と
い
う
認
識
（
注
８
）
は
、
経
験
や
知
識
が
フ
レ
ー

ム
を
身
に
付
け
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
国
語
教
育
に
お
け
る
「
意
味
マ
ッ
プ
」（
注
９
）

の
活
用
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
が

可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

言
語
活
動
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
学
習

　

以
上
、
語
句
・
語
彙
の
学
習
内
容
と
実
際
の
言
語

活
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
類
義
関
係
と
フ
レ
ー
ム

を
例
に
考
え
て
き
た
が
、
実
際
に
語
句
・
語
彙
の
習

得
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
言
語
活
動
と
密
接
に
関

連
し
て
い
る
と
い
え
る
。
次
期
学
習
指
導
要
領
（
注

10
）
の
方
針
を
示
す
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領
等

の
改
善
に
つ
い
て
（
答
申
）」（
平
成
二
十
年
一
月

十
七
日
、
中
央
教
育
審
議
会
）
に
お
い
て
も
、
現
行

の
学
習
指
導
要
領
で
〔
言
語
事
項
〕
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
た
「
語
彙
」
に
つ
い
て
、「
発
音
・
発
声
、

文
字
、
表
記
、
語
彙
、
文
及
び
文
章
の
構
成
、
言
葉

遣
い
、
書
写
な
ど
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
言
語
活
動

注１　

�

宮
島
達
夫
（
一
九
六
〇
）「
語
い
教
育
の
諸
問
題
」『
教
育
』

一
二
三
号
、
柴
田
武
（
一
九
六
五
）「
語
彙
指
導
へ
の
提

言
─「
関
連
語
句
」と
意
味
の
分
析
─
」『
高
校
国
語
教
育
』

五
号
、渡
辺
実
（
一
九
七
〇
）「
語
彙
教
育
の
体
系
と
方
法
」

『
講
座
正
し
い
日
本
語�

第
４
巻�

語
彙
編
』（
明
治
書
院
）等
。

２　

渡
辺
実
（
一
九
七
〇
）。

３　

�

輿
水
実
（
一
九
六
六
）「
語
句
指
導
の
改
造
」『
教
育
科
学

国
語
教
育
』
九
七
号
等
。

４　

�

橋
内
武（
一
九
九
九
）「
ア
コ
モ
デ
ー
シ
ョ
ン
理
論
」『
デ
ィ

ス
コ
ー
ス�

談
話
の
織
り
な
す
世
界
』（
く
ろ
し
お
出
版
）。

５　

�

あ
る
言
語
の
文
法
現
象
や
語
彙
が
談
話
の
中
で
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
す
の
か
を
研
究
し
た
文
献
に
泉
子
・
K
・

メ
イ
ナ
ー
ド
（
二
〇
〇
四
）『
談
話
言
語
学
』（
く
ろ
し
お

出
版
）
が
あ
る
。
ま
た
、
談
話
に
含
ま
れ
る
潜
在
的
な
意

味
を
読
み
取
り
、
談
話
に
隠
さ
れ
た
権
力
性
を
問
題
と
す

る
研
究
に
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
分
析
」
が

あ
る
。
泉
子
・
K
・
メ
イ
ナ
ー
ド
（
一
九
九
七
）『
談
話

分
析
の
可
能
性
』（
く
ろ
し
お
出
版
）等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６　

�

英
語
の
読
解
に
関
す
る
指
摘
に
つ
い
て
は
、
谷
口
賢
一
郎

（
一
九
九
二
）『
英
語
の
ニ
ュ
ー
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
』（
大
修

館
書
店
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

７　

�

金
水
敏
（
二
〇
〇
〇
）「
世
界
の
認
識
と
意
味
」
金
水
敏
・

今
仁
生
美
（
二
〇
〇
〇
）『
現
代
言
語
学
入
門
４　

意
味

と
文
脈
』（
岩
波
書
店
）。
例
文
も
同
。
な
お
パ
ー
テ
ィ
フ

レ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
マ
ー
ヴ
ィ
ン
・
ミ
ン
ス
キ
ー
／
安

西
祐
一
郎
訳
（
一
九
九
〇
）『
心
の
社
会
』（
産
業
図
書
）

に
基
づ
く
。

８　

�

倉
沢
栄
吉
（
一
九
七
四
）「
語
い
指
導
の
意
義
と
方
法
」

倉
沢
栄
吉
編
『
国
語
教
育
の
実
践
的
課
題　

語
句
指
導
と

語
い
指
導
』（
明
治
図
書
）。

９　

�

塚
田
泰
彦
・
池
上
幸
治
（
一
九
九
八
）『
語
彙
指
導
の
革

新
と
実
践
的
課
題
』（
明
治
図
書
）。

10　

二
〇
〇
八
年
二
月
現
在
。




