
国
語
研
究
の
最
終
号
の
特
集
は
「
専
門
か
ら
見
た
今
後
の
国

語
日
本
語
教
育
の
課
題
」

と
な
っ
た
。

本
論
は、

共
著
者
二
名

が
横
浜
国
立
大
学
教
育
学
部
の
国
語
専
門
領
域
で
文
学
を
担
当

す
る
立
場
か
ら、

文
学
研
究
の
専
門
性
に
拠
り、

文
学
教
育
の

課
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

テ
ー
マ
に
即
し
た
具

体
的
な
提
言
を
す
る
べ
く、

二
0
ニ
―

年
八
月
十
二
日、

横
浜

国
立
大
学
教
育
学
研
究
科
の
修
士
課
程
の
修
了
生
で
あ
る
四
人

の
若
手
教
員
か
ら
現
場
の
声
を
聞
い
た
。

以
下
は
そ
の
座
談
会

で
の
現
場
の
声
と、

そ
こ
で
言
及
さ
れ
た
様
々
な
問
題
意
識
に

対
す
る
近
現
代
文
学
・

漠
文
学
の
研
究
者
の
応
答
か
ら
成
る
。

〔
は
じ
め
に〕

〔
出
席
者〕

大
鋸
洋
樹
（
二
0
一

八
年
三
月
修
了
／
近
現
代
文
学
専
攻
／
神

奈
川
県
立
西
湘
高
校）

宮
田
滉
大
（
二
0
一

九
年
三
月
修
了
／
漢
文
学
専
攻
／
神
奈
川

県
立
西
湘
高
校）

C

（
二
0
-

九
年
三
月
修
了
／
国
語
教
育
学
専
攻
／
神

奈
川
県
内
の
定
時
制
高
校）

T

（
二
0
1

九
年一
二
月
修
了
／
漢
文
学
専
攻
／
神
奈
川

県
内
の
中
学
校）

一

柳
廣
孝
（
横
浜
国
立
大
学
教
育
学
部
教
授
／
近
現
代
文
学）

高
芝
麻
子
（
横
浜
国
立
大
学
教
育
学
部
准
教
授
／
漢
文
学）

文
学
教
育
の
た
め
に
い
ま
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と

一

柳

廣

孝

高

芝

麻

子
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国
語
の
授
業
を
行
う
上
で
困
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

教
え
て
く
だ
さ
い

。

高
芝
「
本
日
は
お
集
ま
り
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た 。

早
速
で
す
が
み
な
さ
ん
が
現
場
に
出
て
感
じ
て
い

る
国
語
の
授
業
に
お
け
る
困
難
さ
に
つ
い
て
伺
い
た
い

と
思
い
ま
す 。
」

宮
田
（
以
下
宮）
「
勤
務
先
は
進
学
校
な
の
で 、

授
業
が
教
材

ベ
ー

ス
に
な
り
ま
す 。

受
験
の
こ
と
を
常
に
考
え 、

テ

ス
ト
に
間
に
合
わ
す
こ
と
が
優
先
さ
れ
て
し
ま
う
の
で 、

興
味
関
心
を
引
く
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
で
す
ね 。
」

大
鋸
（
以
下
大）
「
生
徒
の
ニ
ー

ズ
と
自
分
の
思
い
が
か
み
合

わ
な
い
の
が
悩
み
の
種
で
す 。

文
学
の
面
白
さ
を 、

い

ろ
ん
な
角
度
か
ら
見
せ
て
い
き
た
い
の
で
す
が 、

生
徒

は
『
テ
ス
ト

で
ど
の
問
題
が
出
る
の
？』

と
い
う
と
こ

ろ
が
気
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で 。
」

宮

「
評
価
の
こ
と
を
考
え
る
と
面
白
い
と
い
う
だ
け
で
は
授

業
で
扱
っ
て
い
く
の
が
難
し
い
内
容
も
多
い
の
で
す

が 、

そ
れ
で
も
面
白
い
こ
と
を
や
れ
ば 、

面
白
い
と

思
っ
て
く
れ
る
子
は
い
ま
す 。
」

高
芝
「
面
白
い
こ
と
と
い
う
の
は 、

例
え
ば
ど
う
い
う
こ
と
で

す
か
？

」

宮
｀
「
自
分
の
場
合
で
い
え
ば 、

教
科
書
に
載
っ
て
い
な
い
も

の
を
読
む 、

例
え
ば
『
枕
草
子』

で
あ
れ
ば 、

教
科
書

に
載
っ
て
い
な
い
章
段
を
読
ま
せ
る
と
か 、
『
枕
草
子』

と
『
徒
然
草』

を
比
較
さ
せ
る
と
か 。
」

「
同
じ
で
き
ご
と
を
書
い
て
い
る
の
に 、

他
の
書
か
れ
方

を
し
て
い
る
も
の
を
比
較
し
た
り
す
る
と 、

興
味
を

持
っ
て
く
れ
ま
す
ね 。

例
え
ば
漢
文
な
ら
『
史
記』

の

中
か
ら
鴻
門
の
会
に
関
す
る
部
分
を
い
く
つ
か
持
っ
て

き
て
読
み
比
べ
る
と
か 。
」

「
大
学
院
で
や
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
活
か
し
て
い
る
の

が
多
い
で
す
ね 。

自
分
が
面
白
い
と
思
っ
た
こ
と
が
生

徒
に
も
面
白
い
と
受
け
止
め
ら
れ
る
気
が
し
ま
す 。
」

「
高
校
三
年
生
を
受
け
持
っ
た
の
で 、
一

柳
先
生
の
中
等

国
語
科
教
育
法
（
高
蓉
江
現
在
の
中
等
教
科
教
育
法
（
国
語））

で
や
っ
た
内
容
の
高
校
版
み
た
い
な
こ
と
も
や
り
ま
し

た 。

新
し
い
読
み
を
考
え
さ
せ 、

議
論
さ
せ
る
と
か 。
」

「
授
業
の
工
夫
の
た
め
の
ス
ト
ッ
ク
が
大
学
院
で
や
っ
た

こ
と
し
か
な
く
て
困
っ
て
い
ま
す 。
大
学
院
ま
で
で
や
っ

た
こ
と
以
上
の
こ
と
を
学
ぶ
余
裕
が
今
は
な
く
て 。
」

「
確
か
に 、

大
学
院
で
き
ち
ん
と
や
ら
な
か
っ
た
か
ら 、

詩
や
俳
旬
を
授
業
で
扱
う
の
は
厳
し
い
で
す
ね 。
」

「
詩
と
か
は
国
語
教
育
の
学
会
で
見
た
も
の
を
使
っ
て
い

ま
す 。

と
に
か
く 、

授
業
を
考
え
て
い
く
た
め
の
と
っ

c

 

宮 c

 

大 宮 大
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か
か
り
は
大
学
院
で
学
ん
だ
こ
と
し
か
な
い
で
す
ね 。
」

「
今
で
も
困
っ
た
ら
ci
nii
と
か
で
検
索
し
て
ヒ
ン
ト
を

捜
し
て
い
ま
す 。
」

「
川
上
弘
美
の
「
神
様」

は 、

何
度
も
使
っ
て
し
ま
い
ま

す 。

困
っ
た
ら
「
神
様」 。
」

〔
コ
ラ
ム
1

一

柳〕

コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
中
等
国
語
科
教
育
法
で
は 、

小
説
教

材
の
分
析
を
課
題
と
し
て
い
ま
し
た

。

数
名
の
メ
ン
バ
ー

で
グ
ル
ー

プ
学
習
を
行
い

、

発
表
す
る
と
い
う
形
式
で

す 。

発
表
は 、

先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
作
品
の
新

し
い
読
み
を
提
示
す
る
と
い
う
も
の
で
す 。

分
析
対
象
は

芥
川
龍
之
介
と
太
宰
治
の
短
編 。

作
品
は
こ
ち
ら
で
複
数

用
意
し 、

各
グ
ル
ー

プ
は
そ
の
な
か
か
ら
適
宜
選
択
し
ま

す 。

発
表
時
間
は
三
十
分
前
後 。

発
表
終
了
後 、

発
表
グ

ル
ー

プ
以
外
の
グ
ル
ー
プ
は
発
表
内
容
に
対
し
て
グ
ル
ー

プ
内
で
議
論
し 、

質
問
を
ま
と
め
ま
す 。

発
表
グ
ル
ー
プ

は
指
導
教
員
を
交
え 、

質
問
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
内
容
を
精

査
し 、

質
問
に
対
す
る
事
前
準
備
を
進
め
ま
す 。

グ
ル
ー

プ
内
で
の
議
論
は
二
十
分
程
度 。

議
論
終
了
後 、

発
表
グ

ル
ー

プ
は
ふ
た
た
び
教
壇
に
上
が
り 、

各
グ
ル
ー

プ
か
ら

の
質
間
に
応
え
ま
す 。

芥
川
作
品
で
は
「
羅
生
門
」
「
蜜

高
芝
「
皆
さ
ん
は
大
学
院
で
学
ん
だ
こ
と
か
ら
授
業
を
組
み
立

て
て
い
る
と
い
う
お
話
で
し
た
が 、

大
学
院
に
行
か
ず

に
教
員
と
な
っ
た
先
生
方
は
ど
の
よ
う
に
授
業
の
ネ
タ

を
捜
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う 。
」

「
年
上
の
方
だ
と 、

経
験
が
豊
富
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
見
え
ま
す 。

初
任
の
先
生
方
は
学

部
で
学
ん
で
き
た
内
容
と
指
導
書
を
ベ
ー

ス
に
し
て
エ

夫
し
て
い
る
よ
う
で
す 。
」

「
自
分
は
他
の
先
生
の
授
業
は
知
ら
な
い
で
す
ね 。
」

「
他
の
先
生
の
授
業
を
な
る
べ
く
自
分
は
見
に
行
く
よ
う

に
し
て
い
ま
す 。

で
も
独
特
の
工
夫
は
す
ご
い
な
と

T
 
c

 

大
柑」
「
ト
ロ
ッ
コ
」 、

太
宰
作
品
で
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」

と

い
っ
た
定
番
教
材
も
扱
い
ま
す 。

そ
の
結
果 、

中
学
や
高

校
で
学
ぶ
作
品
の
読
み
が
い
か
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か 、

ま
た 、

小
説
の
読
み
の
世
界
が
い
か
に
広
大
で
あ

る
か
を
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す 。

そ
れ
は
同
時

に 、

彼
ら
が
先
生
と
な
り 、

教
室
で
生
徒
に
小
説
を
教
え

る
さ
い

、

学
習
指
導
要
領
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
教
材
の
学

習
内
容
の
「
外
側
」

を
意
識
す
る
こ
と
に
繋
が
り
ま
す 。

こ
の
意
識
こ
そ
が 、

教
室
で
「
文
学
の
面
白
さ
」

を
ア

ピ
ー

ル
し
て
い
く
原
動
力
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す 。
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思
っ
て
も 、

真
似
で
き
な
い
し 、

授
業
も
先
生
ご
と
に

多
種
多
様
す
ぎ
て

。
」

「
研
究
授
業
だ
け
し
か
見
に
行
か
な
い
で
す 。
」

「
そ
の
代
わ
り 、

研
究
授
業
は
よ
く
見
に
行
き
ま
す
ね 。
」

「
周
り
の
先
生
を
見
て
い
る
と 、

知
識
あ
る
な
と
思
い
ま

す 。
」

「
先
輩
の
先
生
が 、

新
し
い
範
囲
を
教
え
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
と
き 、

全
体
像
を
や
る
の
は
無
理
だ
か
ら 、

新
し
い
範
囲
の
中
で
自
分
が
得
意
な
と
こ
ろ
だ
け
ピ
ッ

ク
ア
ッ
プ
し
て
勉
強
し 、

授
業
を
し
て
い
る
の
を
見
ま

し
た

。

具
体
的
に
は
古
典
が
専
門
の
先
生
が
近
現
代
文

学
史
を
教
え
る
と
き 、

谷
崎
潤
一

郎
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

て
い
て 、

そ
う
い
う
勉
強
方
法
も
あ
る
の
だ
な
と
。

」

「
う
ち
は
生
徒
が
し
つ
か
り
し
て
い
る
か
ら 、

教
科
書
を

そ
の
ま
ま
読
ん
で
い
る
だ
け
で
も
授
業
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
す
よ
ね 。

で
も 、

し
っ
か
り
準
備
し
て
い
る
授

業
は
わ
か
っ
て
く
れ
ま
す 。
」

「
だ
か
ら 、

授
業
が
楽
し
み
と
言
わ
れ
る
と
嬉
し
い
で
す

ね 。

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
進
学
校
に
比
べ
れ
ば 、

授
業
を

見
る
目
が
厳
し
い
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
の
で
す
が 、

生
徒
た
ち
は
授
業
を
き
ち
ん
と
見
て 、

評
価
し
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す 。
」

「
大
鋸
先
生
の
授
業 、

よ
く

誉
め
ら
れ
て
い
る
じ
ゃ
な
い

〔
コ
ラ
ム
2

一

柳〕

決
め
ら
れ
た
内
容
を
い
か
に
わ
か
り
や
す
く 、

面
白
く

教
え
る
か
と
い
う
実
践
的
な
手
法
に
つ
い
て
は 、

さ
ま
ざ

ま
な
現
場
を
経
験
し 、

そ
の
現
場
に
即
し
た
多
様
な
実
践

を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
重
要
で
し
ょ
う
ね 。

生
徒
の
習
熟

度
に
よ
っ
て
当
然
教
え
る
事
柄
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
し 、

教
室
の
状
況
も
そ
れ
こ
そ
日
に
よ
っ
て
変
化
す
る
訳
で
す

か
ら 。

こ
う
し
た
実
践
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
数
多
く
取
得

す
る
こ
と
が
必
要
な
の
は 、

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

。

た
だ
そ
の
一

方
で 、

大
学
院
で
学
ん
だ
皆
さ
ん
の
強
み

は 、

指
導
要
領
で
指
示
さ
れ
て
い
る
「
教
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
柄」

を
客
観
視
し 、

相
対
化
で
き
る
こ
と
か
と

思
い
ま
す 。

よ
り
グ
ロ
ー

バ
ル
な
視
点
が
あ
っ
て 、

初
め

て
「
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄」

を
「
教
え
た
い
事

柄」

に
溶
か
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か

。
で
す
か

。
」

大

（
照
れ
る
。）
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コ
ラ
ム
3

高
芝〕

「
文
学
史」

を
教
え
る
と
い
う
の
は、

非
常
に
難
し
い

こ
と
の
よ
う
に
思
い
ま
す。

私
個
人
の
感
覚
と
し
て
は、

文
学
に
つ
い
て
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど、

作
品
を
読
め
ば
読
む

ほ
ど、

自
分
は
「
文
学
史」

な
ど
と
い
う
も
の
を
理
解
で

き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
き
た
と
い

う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す。

そ
の
「
文
学
史」

を、

中

学
校
や
高
等
学
校
の
国
語
の
授
業
で、

時
間
も
限
ら
れ
て

い
る
中
で
学
ぶ
と
な
る
と、

多
く
の
場
合、

作
家
の
名
前

や
代
表
作
品
が
ぼ
ん
や
り
生
徒
た
ち
の
記
憶
に
残
る
く
ら

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

し
か
し、

大
学
の
全
学
教
育
科
目

（
一

般
教
養）

な
ど
で
中
国
古
典
の
授
業
を
や
っ
て
い
る

と
「
今
日
の
授
業
で
は
何
と
な
く
見
た
こ
と
の
あ
る
名
前

が
出
て
き
た
か
ら
興
味
を
持
っ
て
聞
く
こ
と
が
で
き
た
」

ま
た
は
「
今
日
の
授
業
は
知
ら
な
い
人
ば
か
り
だ
っ
た
の

で
つ
ま
ら
な
か
っ
た
」

と
い
う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が、

学
生

た
ち
か
ら
し
ば
し
ば
寄
せ
ら
れ
ま
す。

こ
の
「
何
と
な
く

見
た
こ
と
の
あ
る
名
前」

と
い
う
の
は
中
学
校
や
高
等
学

校
の
国
語
の
授
業
で
文
学
史
の
テ
ス
ト
の
た
め
に
覚
え
た

名
前
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
想
像
し
て
い
ま
す。

も
し

か
し
た
ら
彼
ら
は
か
つ
て
受
け
た
文
学
史
の
授
業
の
最
中

に
は、
「
今
日
の
授
業
は
知
ら
な
い
人
ば
か
り
だ
っ
た
の

宮 で
つ
ま
ら
な
か
っ
た
」

と
思
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん。

で
も、

そ
こ
で
そ
の
名
前
に
出
会
っ
て
い
た
か
ら、

彼
ら
は
大
学
で
「
何
と
な
く
見
た
こ
と
の
あ
る
名
前
」

と

し
て、

そ
の
作
家
そ
の
作
品
に
興
味
を
抱
き、

前
向
き
に

授
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で

す。

そ
う
で
あ
れ
ば、

そ
の
学
生
が
い
つ
か
遠
い
将
来、

興
味
を
持
て
な
い
「
知
ら
な
い
人
」

と
し
て
私
の
授
業
で

出
会
っ
た
名
前
に
何
か
の
機
会
で
再
会
し
た
と
き、
「
何

と
な
く
見
た
こ
と
の
あ
る
名
前」

と
し
て
そ
の
「
知
ら
な

い
人
」

は
彼
ら
の
前
に
立
ち
現
れ
て
き
て、

興
味
を
持
っ

て
も
ら
え
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す。

何
と
な
く
知
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が、

知
的
好
奇
心
の
ス
イ
ッ
チ
に
な

り
え
る
と
す
れ
ば、
「
文
学
史
」

と
い
う
大
き
す
ぎ
る
存

在
を
学
ぶ
中
で、

喩
え
そ
の
一

部
だ
け
し
か
生
徒
の
記
憶

に
残
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も、

そ
れ
は
き
っ
と
彼
ら
の
人

生
を
豊
か
に
す
る
の
で
は
な
い
か
な
と
私
は
想
像
し、

期

待
し
て
い
ま
す。

高
芝
「
準
備
を
し
て
い
る
授
業、

と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
す
か。
」

「
新
し
い

読
み
を
提
示
し
て
い
く
と
か
。

他
の
先
生
の

や
っ
て
い
た
手
法
で
す
が、

例
え
ば
物
語
を
読
む
場
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合 、

こ
の
物
語
は
『
＼

の
小
説』

と
い
う
形
で
ま
と
め

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す 。
『
＼

の
小
説』

と
い
う
ま
と

め
方
に
よ
っ
て 、

教
室
で
そ
の
物
語
を
読
む
意
義 、

子

ど
も
た
ち
だ
け
で
は
た
ど
り
着
け
な
い
読
み
と
い
う
の

が
提
示
で
き
る
よ
う
に
し
た
い

。

そ
の
小
説
に
対
す
る

研
究
な
ど
を
き
ち
ん
と
把
握
し
て
い
な
い
と
そ
れ
は
で

き
ま
せ
ん
ね 。
」

「
小
説
教
材
は
教
訓
が
あ
る
と
か 、

作
者
の
考
え
を
知
る

と
か 、

そ
れ
を
少
し
ず
つ
崩
し
て
い
く
わ
け
で
す 。

解

答
が
ひ
と
つ
だ
け
の
方
が
教
え
る
側
は
楽
だ
け
ど 、

固

定
観
念
を
打
ち
破
れ
る
と
楽
し
ん
で
も
ら
え
ま
す 。
」

高
芝
「
固
定
観
念
を
打
ち
破
る
と
い
う
お
話
に
つ
い
て 、

大
学

生
で
も 、

古
典
を
読
ま
せ
る
と
す
ぐ
に
教
訓
を
読
み
取

り
た
が
る
現
状
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
で
す

が 、

何
が
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
生
ん
で
し
ま
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か 。
」

「
テ
ス
ト
で
小
説
を
扱
う
と
答
え
が
必
要
に
な
る
ん
で
す

よ
ね 。

羅
生
門
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
話 、
と
い
う
よ
う
な 。

教
訓
に
す
る 、

価
値
づ
け
る
と
い
う
の
が
テ
ス
ト
で
評

価
し
て
い
く
た
め
に
は
大
事
に
な
っ
て
く
る
の
で 。
」

「
古
典
と
か
教
訓
を
示
し
て
オ
チ
を
付
け
る
も
の
が
多
い

で
す
し 。
」

「
そ
の
オ
チ
か
ら
現
代
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と

T
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宮

が
多
い
で
す
ね 。
「
今
で
も
役
に
立
ち
そ
う

な
考
え
方

だ
か
ら 、

現
代
の
ど
う
い
う
こ
と
に
使
え
そ
う
か
考
え

て
み
よ
う』

と
か 。

今
に
引
き
つ
け
る
た
め
に
教
訓
は

と
て
も
便
利
な
ん
で
す 。

今
の
教
育
現
場
で
は
『
教
材

で
何
を
教
え
る
の
か』

が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で 、

物

語
そ
の
も
の
を
深
め
る
の
で
は
な
く 、

教
材
『
で』

と

い
う
点
が
ど
う
し
て
も
重
要
視
さ
れ
た
結
果
か
も
し
れ

ま
せ
ん 。
」

「
で
も 、

大
事
な
の
は
国
語
が
繰
り
返
し
の
教
科
だ
と
い

う
こ
と
で
は 。

い
ろ
い
ろ
な
読
み
方
・

書
き
方
・

話
し

方
を
知
る 、

そ
の
積
み
重
ね
が
大
事
だ
か
ら 、

何
を
読

む
か 、

読
ん
だ
も
の
の
中
身
が
や
は
り

何
よ
り
大
事
だ

と
思
い
ま
す 。
」

「
汎
用
性
の
高
い
読
み
方
と
か
を
教
え
て
み
た
い
の
だ
け

れ
ど 、

読
む
も
の
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
使
え
な
い
こ
と

も
あ
り
ま
す
ね 。

そ
う
い
っ
た
も
の
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ

る
と
説
明
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
か 、

例
え
ば
説
明

文
と
し
て
出
て
い
る
教
材
は
実
は
ほ
と
ん
ど
エ
ッ
セ
イ

な
の
で 、

説
明
的
文
章
の
授
業
に
な
ら
な
い

。
」

「
そ
れ
は
わ
か
り
ま
す 。

説
明
的
文
章
の
指
導
に
使
え
な

い
ん
で
す
よ
ね 。
」

「
そ
う 、

だ
か
ら 、

汎
用
性
の
高
い
読
み
方
が
使
え
な
い

ん
で
す 。
」
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宮
「
国
語
は
読
ん
で
考
え
る
こ
と
の
繰
り
返
し 、
い
ろ
い
ろ

な
読
み
方
が
あ
っ
て 、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
よ

ね 、
と
い
う
経
験
を
積
み
重
ね
る
し
か
な
い
と
思
う
ん

で
す 。
自
分
は
そ
う
や
っ
て
成
長
し
て
き
た
気
が
し
ま

す 。」

「
大
学
院
で一
緒
だ
っ
た
人
（
高
芝
注
現
職
教
員）
に
『
教

材
で
教
え
る』
と
い
う
こ
と
に
信
念
を
持
つ
人
が
い

て 、
名
作
か
ど
う
か
は
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
い
い
と
考

え
て
い
た
け
ど 、
で
も
名
作
に
は
名
作
と
さ
れ
る
所
以

が
あ
る
と
気
づ
い
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ

て 。
名
作
の
所
以
と
い
う
の
は 、
そ
の
作
品
に
し
か
な

い
も
の
が
あ
る 、
そ
の
作
品
で
し
か
教
え
ら
れ
な
い
こ

と
が
あ
る 、
そ
う
い
う
も
の
に
触
れ
て
い
く 、
そ
れ
が

大
事
な
ん
だ
と 、
そ
の
先
生
が
言
っ
て
い
た
こ
と
が
す

ご
く
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す 。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
ど

こ
ま
で
探
せ
る
か
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す 。」

〔
コ
ラ
ム
4

高
芝〕

以
前 、
大
学一
年
生
の
基
礎
演
習
と
い
う
授
業
で 、
ま

ず
出
版
社
の
P
R
誌
を
紹
介
し 、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
販

売
促
進
用
の
「
書
籍
の
紹
介
文」
を
読
ん
で 、
「
書
い
た

人
は
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か」
と
問
い
か
け
た

こ
と
が
あ
り
ま
す 。
グ
ル
ー

プ
ワ
ー

ク
で
挑
ん
で
も
ら
っ

た
の
で
す
が 、
「
伝
え
た
か
っ
た
こ
と」
と
し
て 、
一
度

目
の
挑
戦
で
は 、
学
生
た
ち
は
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
も
紹

介
文
の
要
約
を
提
出
し
ま
し
た 。
「
紹
介
文
に
直
接
書
い

て
い
な
い
け
ど 、
伝
え
た
い
大
事
な
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な」
と
問
い
か
け
る
と 、
一
部
の
グ
ル
ー
プ
は
そ

の
書
籍
の
内
容
紹
介
か
ら
教
訓
を
読
み
取
ろ
う
と
し
始
め

ま
し
た 。
「
こ
の
本
を
み
ん
な
に
読
ん
で
ほ
し
い
か
ら 、

と
て
も
い
い
本
だ
と
伝
え
た
い」
と
い
う 、
た
ど
り
つ
い

て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
答
え
が一
人
の
学
生
か
ら
小
さ
な

声
で
提
案
さ
れ
た
の
は
二
回
目
の
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
の
終

盤
の
こ
ろ 。
そ
こ
か
ら
「
何
だ 、
そ
ん
な
こ
と
か」
と
全

て
の
グ
ル
ー

プ
が
納
得
す
る
ま
で
に
時
間
は
か
か
り
ま
せ

ん
で
し
た 。

テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
を
作
者
や
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て

虚
心
に
読
む
こ
と
は
重
要
で
す 。
教
訓
的
な
文
章
か
ら
的

確
に
教
訓
を
読
み
取
る
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す

し 、
古
典
世
界
と
現
代
と
に
様
々
な
共
通
項
が
あ
る
こ
と

に

気づ
く
な
ど
の
出
会
い
も
国
語
の
重
要
な
役
割
だ
と
思

い
ま
す 。
で
も
そ
れ
と 、
「
文
章
に
は
書
か
れ
た
文
脈
が

あ
る」
と
い
う
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
の
と
は 、
別
の
こ
と

で
す 。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
は
「
教
訓
を
伝
え
た
か
っ

た」
以
外
に
も
実
に
様
々
な
「
誰
が
何
の
た
め
に
誰
に
何
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を
伝
え
た
く
て
書
い
た
の
か
」

が
あ
っ
た
は
ず
で
す 。

文

学 、

特
に
古
典
の
世
界
で
は
「
変
な
の
」

と
拒
絶
し
た
＜

な
る
よ
う
な 、

信
じ
ら
れ
な
い

、

理
解
し
た
く
な
い
よ
う

な
価
値
観
の
相
違
に
出
会
う
こ
と
が
あ
り
ま
す 。

し
か

し 、

そ
の
「
変
な
の
」

は
間
違
い
な
く
誰
か
が
書
い
た
も

の
で 、

そ
の
人
に
は
そ
の
人
な
り
の
「
変
な
の
」

を
書
く

必
然
が
あ
り
ま
し
た

。

そ
う
で
あ
れ
ば 、
「
昔
の
人
は
こ

う
考
え
た
ん
だ
ね
」

で
終
わ
ら
な
い
で 、
「
変
な
の
」

と

い
う
違
和
感
か
ら
「
何
で
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
た
の
だ
ろ

う」

を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
で 、

い
ろ
い
ろ
と
見
え
て

く
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す 。

現
代

と
の
共
通
点
を
見
る
だ
け
で
な
く 、

断
絶
を
見
る
と
い
う

視
点
に
も 、

学
び
を
現
代
に
繋
げ 、

現
代
を
見
つ
め
る
た

め
の
ヒ
ン
ト

が
あ
り
ま
す 。

大
学
で
漠
文
を
教
え
る
上

で 、

国
語
の
免
許
を
取
得
し
て
い
く
学
生
が
「
昔
の
価
値

観
に
共
感
で
き
な
い
の
で 、

自
分
は
現
代
に
生
き
て
い
て

よ
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
」

と
い
う
感
想
で
立
ち
止
ま
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
よ
う 、

こ
う
い
っ
た
違
和
感
を
大

切
に
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す 。

【

2】

今 、

国
語
の
現
場
で
や
り
た
い
こ
と
・

面
白
い
こ
と
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

。

大

「
さ
っ
き
も
話
し
ま
し
た
が 、

一

柳
先
生
の
中
等
国
語
科

教
育
法
み
た
い
な
授
業
が
面
白
い
と
思
っ
て
い
ま
す 。

短
編
を
い

く
つ

か
用
意
し
て 、

各
班
で
読
み
合
い

、

『
新
し
い
読
み
を
提
示
し
て
い
こ
う』

と
。

も
ち
ろ
ん

高
校
生
だ
か
ら 、

研
究
史
は
大
学
生
の
よ
う
に
は
追
え

な
く
て
ネ
ッ
ト
の
知
識
く
ら
い
に
留
ま
っ
て
し
ま
い
ま

す
が 、

そ
れ
で
も
生
徒
た
ち
は
面
白
が
っ
て 、

新
し
い

読
み
方
を
見
つ

け
て
こ
よ
う
と
し
て
く
れ
ま
す 。
『
総

合
的
な
探
究
の
時
間』

に
近
い
こ
と
が
国
語
で
は
で
き

る
ん
で
す 。

こ
れ
か
ら
の
国
語
は
探
究
活
動
に
接
続
し

て
い
く
の
が
い
い
と
考
え
て
い
ま
す 。

答
え
の
な
い
問

い
に
対
し
て
答
え
を
探
す
こ
と
が
大
切
な
の
で

。

実
用

文
ば
か
り
が
新
し
い
国
語
で
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
て
い
ま

す
が 、

古
典
も
近
現
代
文
学
も
探
究
と
相
性
が
抜
群
だ

し 、

答
え
の
な
い
問
い
と
向
き
合
え
る
科
目
で
す 。

探

究
を
推
し
て
い
く
文
科
省
の
方
針
は 、

決
し
て
文
学
を

縮
小
す
る
こ
と
で
は
達
成
で
き
な
い
と
思
う
ん
で
す 。
」

一

柳
「
と
は
い
え 、
「
文
学
国
語』

や
『
古
典
探
究』

は
授
業

と
し
て
採
用
し
に
く
い
と
聞
い
て
い
ま
す
が 。
」

「
『
文
学
国
語」
『
古
典
探
究』

が
四
単
位
は
重
す
ぎ
ま
す

ね 。

そ
れ
ぞ
れ
二
単
位
に
分
割
し
て 、
一

、

二
年
で
履

修
さ
せ
る
と
か 、

な
る
べ
く

今
ま
で
に
近
い
流
れ
で
採

ら
せ
た
い

、

と
い
う
声
が
多
い
で
す 。

受
験
の
こ
と
を

大

-27-



T
 

c

 

考
え
れ
ば
『
古
典
探
究」

を
外
す
選
択
肢
は
な
い
の
で

は
な
い
か
と
。

」

「
そ
の
あ
た
り 、

定
時
の
シ
ス
テ
ム
だ
と
よ
り
難
し
い
面

が
あ
り
ま
す 。

そ
れ
で
も
何
と
か
対
応
す
る
た
め
に 、

『
論
理
国
語』
『
文
学
国
語』

を
軸
に
し
た
学
校
設
定
科

目
を
合
計
4
単
位
に
す
る
な
ど
の
方
法
を
と
る
の
か
な

と
。

」

「
探
究
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
す
が 、

中
学

で
や
っ
て
い
て
楽
し
い
こ
と
は 、

作
ら
せ
る
活
動
で
す

ね 。

ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
な
ど
I
C
T
を
活
用
し
て 、

し
ん

ど
い
こ
と
は
多
い
け
ど 、

工
夫
し
て
や
っ
て
い
ま
す 。

文
学
の
内
容
を
こ
う
い
う
の
だ
よ
と
説
明
す
る
と
ポ
カ

ン
と
す
る
け
ど 、

話
の
続
き
と
か
を
作
ら
せ
る
と
盛
り

上
が
る
ん
で
す 。

俳
句
を
作
ら
せ
て
自
分
で
解
説
を
書

か
せ
て
み
る
と 、

途
端
に
や
る
気
を
出
し
て
く
れ
る
。

作
者
に
つ
い
て 、

便
覧
だ
け
で
知
識
を
確
認
さ
せ
て
い

た
け
ど 、

自
由
に
調
べ
さ
せ
る
と 、

便
覧
な
ど
で
は
大

き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
河
東
碧
梧
桐
な
ど
を
熱

心
に
調
べ
て
き
た
り
す
る 。

そ
う
い
っ
た
活
動
の
中

で 、

教
員
が
知
ら
な
い
こ
と
ま
で
調
べ
て
き
て
く
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す 。

対
応
し
て
い
く
の
は
と
て
も
大
変

だ
け
ど
楽
し
い
の
は
そ
う
い
う
授
業
で
す 。

漠
文
で
は

ま
だ
そ
う
い
う
授
業
は
で
き
て
い
な
い
け
れ
ど 、

漢
文

〔
コ
ラ
ム
5

一

柳〕

ネ
ッ
ト

情
報
の
扱
い
方
は
難
し
い
で
す
ね 。

玉
石
混
交

と
い
う
こ
と
を 、

ま
ず
は
徹
底
し
て
認
知
さ
せ
な
い
と
ま

ず
い

。

本
の
利
点
は 、

本
と
な
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
で
多

く
の
人
が
目
を
通
し
て
情
報
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
点
で

す 。

著
者
の
ま
と
め
た
原
稿
を
編
集
者
が
読
み 、

意
見
を

返
す 。

著
者
は
そ
れ
を
も
と
に
原
稿
を
書
き
直
す 。

そ
う

い
う
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー

ル
が
何
度
も
お
こ
な
わ
れ
た
後 、

さ

ら
に
活
字
と
な
っ
た
原
稿
を
二
度 、

三
度
と
チ
ェ
ッ
ク
す

る
。

校
正
作
業
で
す
ね

。

大
手
の
出
版
社
だ
と
こ
の
間

に 、

そ
の
出
版
社
の
校
閲
部
が
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。

原
稿
が
本
に
な
る
に
は 、

こ
の
よ
う
な
気
の
遠
く
な
る
過

大 宮 大

に
つ
い
て
も
調
べ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
て
あ
げ
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す 。
」

「
自
分
た
ち
が
生
徒
だ
っ
た
と
き
と
比
べ
て 、

ネ
ッ
ト

環

境
が
格
段
に
進
歩
し
て 、

調
べ
学
習
を
し
や
す
く
な
っ

て
い
る
の
も
大
き
い
で
す
よ
ね 。

何
で
も
ネ
ッ
ト
で
調

べ
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら 。
」

「
で
も
本
当
は
本
を
見
て
ほ
し
い
な
と
。

図
書
館
を
使
っ

て
ほ
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
ね 。
」

「
生
徒
は
ネ
ッ
ト
を
信
じ
す
ぎ
て
い
ま
す
か
ら
ね 。
」
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を
経
て
い
る
訳
で
す。

と
こ
ろ
が
ネ
ッ
ト
の
場
合、

す

で
に
書
物
に
な
っ
て
い
る
百
科
事
典
が
ひ
っ
か
か
る
こ
と

も
あ
れ
ば、

そ
の
へ
ん
の
誰
か
が
思
い
付
き
で
書
い
た
こ

と
が、

事
実
の
検
証
も
な
く
読
ま
れ
て
し
ま
う。

こ
の
あ

た
り
の
違
い
は、

知
っ
て
い
る
人
か
ら
す
れ
ば
当
た
り
前

の
事
柄
で
す
が、

知
ら
な
け
れ
ば
同
列
に
見
な
さ
れ
て
し

ま
う。

怖
い
で
す
ね。

「
生
徒
た
ち
は
本
を
読
ん
で
い
て
も
す
ぐ
飽
き
ち
ゃ
う
ん

で
す
よ
ね。
」

「
読
み
物
が
長
い
と
無
理。
」

「
だ
か
ら
授
業
で
も、

手
短
に‘
―

つ
が
一

時
間
で
終
わ

る
も
の
で
な
い
と、

取
り
組
ま
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
課

題
が
あ
っ
て。

ス
タ
ー
ト
で
内
容
に
入
っ
て
こ
ら
れ
な

い
ん
で
す。
」

「
そ
う
い
う
点
で、

ゲ
ー
ム
は
面
白
い
な
と
思
い
ま
す。

話
す
こ
と、

聞
く
こ
と
を
面
白
く
や
る
の
は
難
し
い
よ

う
な
気
が
す
る
し、

ゲ
ー
ム
を
上
手
く
や
ろ
う、

成
功

さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に、

国
語
の
力
が
生
ま
れ
て

く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。

漢
詩
を
カ
ー
ド
で
作
ら
せ

る
教
材
も
や
っ
て
み
た
の
で
す
が、

普
段
よ
く
で
き
る

子
は、

上
手
く
作
ろ
う
と
し
て
時
間
が
か
か
る
け
ど、

宮 c

 

T
 

宮 T
 鵬

普
段
は
あ
ま
り
や
れ
な
い
子
が
さ
っ
さ
と
並
べ
終
え
て

い
た
り
す
る
ん
で
す。

こ
う
い

う
ゲ
ー
ム
教
材
な
ら

ば、

参
加
し
や
す
く
『
わ
か
ら
な
い
』

と
な
り
に
く
い

よ
う
に
感
じ
ま
す。
」

「
他
の
先
生
に
言
わ
れ
た
こ
と
で
す
が、

最
初
の
つ
か
み

で
国
語
は
決
ま
る
と
い
う
こ
と
を、

自
分
は
す
ご
く
意

識
し
て
い
ま
す。
」

「
導
入
で
面
白
そ
う
じ
ゃ
ん、

と
思
わ
せ
る
の
大
事
で
す

よ
ね。

だ
か
ら
自
分
は
古
典
の
授
業
の
と
き、

最
初
に

現
代
語
訳
を
配
っ
て、

学
習
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す。
」

「
現
代
語
訳
は
配
る
人
と
配
ら
な
い
人
が
い
ま
す
よ
ね。
」

「
自
分
の
場
合
は
授
業
の
ゴ
ー
ル
が
『
こ
う
い
う
話
だ
っ

た
ん
だ
ね』

と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で、

現
代
語
訳
は
配

ら
な
い
で
す
ね。

で
も
現
代
語
訳
を
配
ら
な
い
と、

四

面
楚
歌
の
話
と
か
複
雑
な
内
容
だ
と、

結
局
ど
う
だ
っ

た
か
と
い
う
と
こ
ろ
が、

伝
わ
り
に
く
い
と
き
も
あ
り

ま
す。
」

「
現
代
語
訳
を
見
て
も、

そ
れ
で
全
て
の
内
容
が
わ
か
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら、
『
な
ん
で
こ
う
訳
し
て
あ
る
と

思
う
？』

と
か
や
る
と
面
白
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

あ
と
は、
『
山
月
記』

を
読
む
な
ら
『
人
虎
伝』

も
読

ま
せ
た
い
な
と
か。

今、

勤
務
先
は
一

コ
マ
六
十
五
分
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で
や
っ
て
い
る
か
ら
意
外
と
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る

ん
で
す 。

衷
惨
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

の
違
い
な
ど
を
比
較

し
て
い
く
と
か 、
『
人
虎
伝』

か
ら
『
山
月
記」

へ
の

改
変
の
意
味
と
か 、

自
我
と
か 、

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

に
着
目
し
て

。
」

「
読
み
比
べ
さ
せ
た
ら 、
『
人
虎
伝」

の
方
が
分
か
り
や

す
く
て
好
き 、

と
い
う
生
徒
が
い
ま
し
た 。
『
人
虎
伝」

は
で
き
ご
と
ベ
ー

ス
な
の
で
分
か
り
や
す
い
け
れ
ど 、

中
島
敦
は
虎
に
な
る
ま
で
の
内
面
を
詳
し
く
書
い
て
い

る
か
ら
理
解
で
き
な
い
ん
で
す
ね 。
」

「
『
人
虎
伝』

も
そ
う
だ
け
ど 、

文
学
は
教
科
書
の
外
か

ら
持
っ
て
き
た
も
の
と
比
較
す
る
と
盛
り
上
が
り
ま
す

よ
ね 。
」

「
物
語
は
そ
う 。

で
も
評
論
は
そ
う
い
う
形
で
授
業
を
準

備
す
る
の
は
難
し
い
ん
で
す 。

自
分
ご
と
に
は
な
る
の

で
す
が 、

比
較
し
て
い
く
材
料
を
見
つ
け
て
こ
ら
れ
る

か
と
い
う
と 、

そ
こ
が
大
変 。
」

「
対
立
す
る
主
張
を
読
み
比
べ
る
と
か 。
」

「
文
学
だ
と
先
行
研
究
を
読
ん
で
い
け
ば
ち
ょ
う
ど
い
い

比
較
対
象
が
見
つ
か
る
け
ど 、

評
論
は
そ
う
い
う
視
点

で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら 、

関
連
資
料
を
読
み
込
ん

で
も 、

授
業
で
比
較
し
て
読
む
の
に
ち
ょ
う
ど
い
い
文

章
を
見
つ
け
る
と
い
う
の
が
で
き
な
く
て 、

比
較
す
る

授
業
を
や
り
た
く
て
も 、

題
材
を
見
つ
け
る
の
が
大
変 。
」

大

「
そ
う
な
る
と 、

評
論
は
ど
う
し
て
も
背
景
知
識
の
方
に

い
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
ね 。

近
代
と
は 、

人
間
と

は 、

理
性
と
は 、

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
着
目
さ
せ
る

こ
と
に
な
り
ま
す 。
」

「
そ
う
い
う
の
は
教
員
側
が
時
間
を
か
け
て
き
ち
ん
と
勉

強
し
な
い
と 、

授
業
で
き
な
い
で
す
か
ら
ね 。

や
は
り

大
変
な
ん
で
す
よ
ね 。
」

〔
コ
ラ
ム
6

高
芝〕

文
部
科
学
省
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
十

年
告
示）

解
説

国
語
編」
（
平
成
三
十
年
七
月）

第
二

章
第
六
節
「
古
典
探
求
」

の
「
〔
思
考
力 、

判
断
力 、

表

現
力
等〕

A

読
む
こ
と
」

に
例
示
さ
れ
て
い
る
言
語
活

動
の
中
に
は
「
(

2
)

ウ

古
典
を
読
み 、

そ
の
語
彙
や

表
現
の
技
法
な
ど
を
参
考
に
し
て 、

和
歌
や
俳
諧 、

漢
詩

を
創
作
し
た
り 、

体
験
し
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
文
語

で
書
い
た
り
す
る
活
動」

が
含
ま
れ
て
い
ま
す 。

し
か

し 、

高
等
学
校
の
国
語
で
実
際
に
漠
詩
の
実
作
指
導
を

行
っ
た
例
は
短
歌
・

俳
旬
に
比
べ
て
著
し
く
少
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

原
因
は
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
ま

す
が 、

漢
詩
実
作
は
難
易
度
が
高
く 、

授
業
で
扱
う
こ
と

宮
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は
難
し
い
と
い
う
先
入
観
が
原
因
の
一

っ
と
し
て
あ
る
よ

う
に
思
い
ま
す。

漢
詩
は
ル
ー
ル
が
多
く
複
雑
だ
と
い
う

の
は
事
実
で
す。

そ
の
困
難
の
克
服
に
向
け
た
提
案
と
し

て、

以
前、

漠
詩
の
詩
語
を
カ
ー
ド
化
し、

ゲ
ー
ム
感
覚

で
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
取
り
組
め
る
教
材
を
作
成
し
ま
し

た。

毎
年
の
授
業
で
体
験
し
て
も
ら
う
と
と
も
に、

希
望

す
る
学
生
や
卒
業
生
に
は
実
物
を
提
供
し
て
お
り、

座
談

会
で
C
さ
ん
が
触
れ
て
い
る
の
も
そ
の
教
材
の
こ
と
で
す

（
詳
細
は
「
漠
詩
実
作
教
材
「
漠
詩
カ
ー
ド
」

試
論

中

学
校
・

高
等
学
校
で
の
教
材
と
し
て
」
（
『
横
浜
国
大
国
語

教
育
研
究』

43
号
p
2
ー

10、

二
0
一

七
年
三
月）

参

照）
。

漠
詩
は
古
典
で、

し
か
も
和
語
で
は
な
く
全
て
が

漠
語
で
構
成
さ
れ、

さ
ら
に
は
詩
歌
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で

あ
っ
て、

つ
ま
り
国
語
の
授
業
の
中
で
も、

特
に
手
強
い

要
素
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
と
感
じ、

興
味
を
持
て
な
い

ど
こ
ろ
か
触
れ
る
前
か
ら
拒
絶
感
を
抱
く
生
徒
も
多
い
よ

う
で
す。

そ
の
漢
詩
を
実
際
に
作
っ
て
み
る
こ
と
は、

自

分
と
は
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
漠
詩
を
身
近
な
文
学
に
変
え

親
し
ん
で
読
ん
で
い
く
上
で
大
き
な
助
け
と
な
り
ま
す。

こ
の
教
材
が
C
さ
ん
の
指
摘
す
る
ゲ
ー
ム
の
取
り
組
み
や

す
さ、

T
さ
ん
の
指
摘
に
あ
る
創
作
の
面
白
さ
な
ど
を
引

き
出
す
授
業
の
助
け
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
い
て、

日
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
ご
努

力
に
尊
敬
の
念
を
抱
い
た
次
第
で
す。

と
同
時
に、

あ
ら
た
め

て
文
学
教
育
の
困
難
さ
と
必
要
性
を
痛
感
し
ま
し
た。

文
字
を

読
む
こ
と
に
抵
抗
の
あ
る
子
供
が
増
え
て
い
る
こ
と
は、

か
な

り
前
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
し
た。

今
で
は
雑
誌
ど
こ
ろ

か、

マ
ン
ガ
さ
え
読
ま
な
い
。

当
然、

小
説
に
は
見
向
き
も
し

な
い
。

そ
も
そ
も
「
読
む
こ
と
」

が
娯
楽
の
範
疇
か
ら
外
れ
つ

つ
あ
り
ま
す。

電
車
内
で
新
聞
や
文
庫
を
読
む
姿
が
急
激
に
減

り、

ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
ス
マ
ホ
を
開
い
て
い
る
時
代
で
す。

で
は
ス
マ
ホ
で
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
と、

ゲ
ー
ム
だ
っ
た

り、

動
画
を
見
て
い
た
り
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。

し

か
し、

現
代
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い

る
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
も、

そ
の
骨
格
を
作
っ
て
い
る

の
は
「
物
語」

で
す。

そ
の
物
語
に
磨
き
を
か
け、

日
本
語
の

可
能
性
を
押
し
開
き、

新
た
な
表
現
の
世
界
を
開
拓
し
て
い
る

の
が
「
文
学」

で
す。

ま
ず
は
物
語
の
面
白
さ
に
目
覚
め
て
も

ら
う
こ
と
。

そ
し
て、

そ
の
物
語
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
ど

ん
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か、

気
が
付
い
て
も
ら
う
こ

と
。

言
う
は
易
く
行
う
に
困
難
な
こ
の
課
題
に
つ
い
て、

と
も

に
考
え
続
け
て
い
け
れ
ば、

と
思
っ
て
い
ま
す。
（
一

柳
廣
孝）

〔
お
わ
り
に〕
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現
職
教
員
で
あ
る
修
了
生
の
皆
さ
ん
に
お
忙
し
い
中、

集

ま
っ
て
い
た
だ
く
の
は
申
し
訳
な
い
気
持
ち
も
あ
っ
た
の
で
す

が、

当
日、

お
会
い
し
て
み
て、

昔
と
変
わ
ら
な
い
丁
々
発
止

の
や
り
と
り
と、

大
き
く
成
長
し
た
教
員
と
し
て
の
自
覚
と
自

負
に
満
ち
た
発
言
と
を
聞
い
て、

座
談
会
を
開
い
て
本
当
に
よ

か
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。

私
は
漢
文
と
い
う
領
域
が
「
最
高
に

面
白
い
！
」

と
思
っ
て
は
い
ま
す
が、

同
時
に
そ
の
面
白
さ
を

伝
え
る
困
難
に
し
ば
し
ば
打
ち
の
め
さ
れ
て
も
い
ま
す。

座
談

会
の
中
で
も
出
席
者
の
皆
さ
ん
か
ら、

子
供
た
ち
に
文
学
教
材

を
面
白
い
と
思
わ
せ
る
こ
と
の
困
難
さ
と、

そ
の
た
め
に
工
夫

す
る
楽
し
さ
が
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
お
り、

き
っ
と
こ
れ
は

普
遍
的
な、

恐
ら
く
は
永
遠
の
課
題
な
の
だ
ろ
う
と
感
じ
ま
し

た
。

で
も、

だ
か
ら
こ
そ
戦
う
価
値
が
あ
り
ま
す。

文
学
教
育

の
た
め
に
い
ま
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と、

あ
る
い
は
文
学
教
育

が
い
ま
未
来
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
い
っ
ぱ
い
あ

る
は
ず
で
す。

こ
れ
か
ら
も
手
強
く
も
悩
み
が
い
が
あ
る
こ
の

難
題
に
つ
い
て、

皆
さ
ん
と
一

緒
に
取
り
組
ん
で
い
か
せ
て
く

だ
さ
い
。

（
高
芝
麻
子）
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