
林
進
治
読
み
方
論
の
形
成
過
程

ー
奥
野
庄
太
郎

『
心
理
的
読
方
の
実
際
』

1 

問
題
の
所
在
と
呂
的

林
進
治
は
一
読
総
合
法
を
提
唱
し
た
中
心
的
人
物
で
あ
る
。

一
九
六
三
年
に
は
、
自
身
が
校
長
を
務
め
て
い
た
横
浜
市
立

奈
良
小
学
校
に
お
い
て
、
一
読
総
合
法
に
よ
る
授
業
研
究
会

を
初
め
て
全
国
に
向
け
て
公
開
し
た
。

奥
野
庄
太
郎
の
『
心
理
的
読
方
の
実
探
』
が
出
何
服
さ
れ
た

の
は
、
一
九
三

O
年
、
林
進
治
が
神
奈
川
県
師
範
学
校
を
卒

業
し
た
年
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
林
の
教
師
生
活
の
ス
タ

i

ト
と
共
に
こ
の
書
は
あ
っ
た
。

林
は
そ
の
後
赴
任
し
た
教
師
生
活
の
中
で
、
読
み
の
困
難

な
児
童
に
と
っ
て
、
全
文
を
通
読
す
る
方
法
で
は
読
み
進
め

の
検
討
を
通
し
て
｜

輪

民
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る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
独
自
に
ト
ン
ネ
ル
式
読
解
」

（
注
と
な
る
方
法
を
編
み
出
す
。
こ
れ
が
一
読
総
合
法
へ
と

繋
が
る
礎
と
な
る
。
林
は
当
時
を
振
り
返
っ
て
、
奥
野
の
論

か
ら
影
響
を
受
け
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
一
九
六

0
年
代
に
お
け
る
林
の
一
読
総
合
法
に

関
す
る
執
筆
の
中
に
は
奥
野
の
言
を
引
い
た
も
の
を
複
数
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
坦
内
の
『
国
語
の
力
』
に
対
し

て
、
例
え
ば
、
「
こ
ん
な
方
法
が
世
の
中
に
行
わ
れ
て
た
ま
る

か
」
と
奥
野
の
日
記
に
－
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
林
は
、
奥
野
を
「
解
釈
学
」
に
対
す
る
代
表
的
な

批
判
論
者
の
一
人
と
し
て
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

読
む
働
き
に
つ
い
て
の
科
的
研
究
の
緒
を
付
け
た
人
物
と



し
て
、
さ
ら
に
、
国
語
教
育
の
「
多
方
展
開
を
考
え
、
読

書
活
動
の
拡
大
・
充
実
を
図
っ
た
人
物
と
し
て
高
く
評
価
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

本
稿
で
は
、
林
の
読
み
方
論
形
成
に
お
い
て
奥
野
の
論
が

ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
、
ま
た
そ
こ
か
ら

林
は
持
論
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
す

る。
2 

奥
野
と
斡
の
吋
解
釈
学
」
批
特
に
お
け
る
共
題
点

2
1
1

奥
野
に
よ
る
読
み
方
教
育
へ
の
批
判

芦
田
恵
之
助
・
垣
内
松
三
を
中
心
と
す
る
当
時
の
読
み
方

教
育
に
つ
い
て
の
奥
野
の
批
判
点
を
小
見
出
し
を
つ
け
て
築

者
が
ま
と
め
る
と
次
の
三
点
で
あ
る
c

・
悶
文
学
者
の
「
内
容
探
究
」
型

今
日
或
一
部
の
人
達
が
考
へ
る
や
う
に
、
読
方
が
限

定
さ
れ
た
或
一
篇
乃
一
金
或
一
節
の
文
章
を
、
昔
の
闇

文
学
者
が
象
牙
の
塔
に
立
て
龍
も
っ
て
入
念
に
鑑
賞
、

探
求
、
吟
味
し
た
よ
う
に
、
又
は
訓
話
、
考
証
し
た

や
う
に
、
有
閑
事
的
に
、
詮
索
的
に
取
扱
は
れ
る
こ

と

で

あ

っ

て

は

な

ら

ぬ

。

（

P
1
1
2
）

・
教
師
中
心
の
注
入
型

読
方
が
読
本
の
文
字
、

言吾

句

文
章
を
教
師
が
提
示

し
、
説
明
し
、
児
童
が
そ
れ
を
義
務
的
に
学
習
す
る

と
か
、
初
め
に
素
読
を
行
ひ
、
後
に
講
義
を
行
っ
て

読
む
こ
と
〉
、
意
味
を
と
る
こ
と
』
を
刷
然
と
匹
別

し
た
学
習
を
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
（

P

2
）

・
教
材
の
固
定
化
と
不
足

読
方
教
育
が
回
定
し
た
劃
定
読
本
を
、
一
カ
年
間
に

ニ
冊
、
六
カ
年
間
か
〉
っ
て
僅
に
十
二
冊
を
授
け
る
、

た
ジ
そ
れ
だ
け
で
満
足
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
っ
て
は

な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
、
読
方
実
力
不
振

の
根
本
欠
陥
が
先
づ
こ
〉
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
と
い
っ

て
も
よ
い
。
読
方
教
育
に
於
け
る
国
語
読
本
の
地
位

は
一
種
の
強
弁
物
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
の
が
正
当
で

あ

る

。

（

P

2
）

口。つμ

こ
れ
に
は
、
垣
内
の
司
一
国
語
の
力
』

と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

が
大
い
に
影
響
し
た

大
正
十
年
頃
か
ら
（
略
）
文
生
命
探
究
の
傾
向
に

押
し
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
之
に
は
垣
内
松
三
の
名
著

「
国
語
の
カ
」
が
大
い
に
影
響
し
た
と
思
ふ
。
教
科
の

不
足
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
細
目
が
限
定
さ
れ
て
い

た
読
本
を
ど
ん
ど
ん
進
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
短
い
一

課

の

に

時

間

を

費

や

す

た

め

に

持

関

の

有

り

余

る



の
に
臨
っ
て
い
た
折
か
ら
、
こ
の
内
容
探
求
、
吟
味
鑑

賞
の
読
方
学
習
が
恰
も
幽
谷
に
足
立
田
を
開
く
の
喜
び
を

以
て
、
凡
て
の
実
際
家
が
糾
然
と
し
て
こ
れ
に
向
か
っ

た
の
で
あ
る
。
（
略
）
尋
常
二
年
や
、
三
年
の
子
供
に
生

命
註
視
の
内
容
探
求
主
義
読
方
は
実
に
不
適
当
司
も
甚
だ

し

い

も

の

で

あ

る

。

（

P
5
2
1
5
3
）

奥
野
は
読
み
方
と
え
ば
、
眼
ら
れ
た
読
本
の
読
解
に
終

始
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
し
か
も
そ
れ
は
読
解
に
す
ら
成

り
得
て
な
く
、
「
内
容
を
鑑
賞
的
に
眺
め
て
そ
れ
を
探
究
、
吟

味
、
説
桁
す
る
こ
と
を
読
方
の
唯
一
使
命
」
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
と
憂
え
る
。
そ
の
結
果
、
子
ど
も
に
「
深
い
大
人
の

鑑
賞
を
強
ひ
る
」
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
奥
野
の
批
判
の

三
点
は
す
べ
て
連
関
し
、
こ
れ
で
は
、
子
ど
も
の
読
み
方
の

実
力
が
つ
か
な
い
と
主
張
す
る
。

奥
野
は
ま
た
芦
田
の
「
自
己
を
読
む
」

て
、
次
の
よ
う
に
理
解
を
示
し
て
い
る
。

の
考
え
方
に
対
し

文

は

如

何

に

も

他

人

の

想

内

容

の

表

出

で

は

あ

る
が
、
そ
れ
を
た
ジ
他
人
の
思
想
内
容
と
し
て
理
解
し

た
だ
け
で
は
、
翼
の
読
む
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
ら
な
い

の
で
、
そ
の
理
解
を
通
し
て
、
更
に
そ
こ
に
そ
の
文
章

を
読
ん
だ
人
、
そ
の
人
の
そ
の
文
の
患
想
内
容
に
関

す
る
類
化
と
、
創
造
が
そ
の
人
自
身
の
個
性
的
に
営
ま

れ
た
結
果
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
、
震
に
読
ん
だ
と
い
ふ

こ

と

が

で

き

な

い

。

（

P
5
9
）

し
か
し
、
こ
れ
が
読
み
方
教
育
界
に
も
て
は
や
さ
れ
た
の

は
権
威
あ
る
芦
田
の
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
末
流
に

主
つ
て
は
「
教
師
が
考
へ
た
概
念
を
無
理
に
読
ま
さ
う
と
し

て
ゐ
る
い
と
批
判
す
る
。
奥
野
は
、
「
自
己
を
読
む
」
と
い
う

こ
と
は
、
「
子
供
自
身
が
そ
の
読
ん
で
得
た
内
容
を

8
己
の
感

情
思
想
体
験
に
よ
っ
て
、
印
象
し
、
感
激
し
、
そ
こ
に
子
供

と
し
て
の
内
発
的
創
造
的
意
味
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
い
と
主
張
し
て
い
る
。

奥
野
の
当
時
の
読
み
方
教
育
に
対
す
る
批
判
を
こ
の
よ
う

に
見
る
と
、
彼
が
読
み
方
教
育
の
基
本
に
据
え
て
い
る
も
の

は
、
子
ど
も
の
内
発
的
活
動
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
奥
野

は
、
「
形
象
直
観
」
の
理
論
が
小
学
生
に
は
無
理
で
あ
る
こ
と
、

そ
れ
は
教
師
の
教
え
込
み
に
過
ぎ
ず
何
度
繰
り
迭
し
て
も
次

の
課
に
「
ト
一
フ
ス
フ
ア

l

（
移
動
）
」
せ
ず
に
、
子
ど
も
の
読

み
方
の
能
力
と
し
て
身
に
つ
か
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一

方
で
、
内
容
を
無
視
し
た
文
字
、
語
句
の
指
導
も
単
な
る
記

憶
で
は
読
み
方
の
能
力
と
は
な
り
え
な
い
と
し
て
い
る
。
そ

れ
が
読
み
方
の
能
力
と
し
て
参
加
す
る
の
は
形
式
で
は
な
く

「
内
菌
活
動
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
と
張
す
る
。
そ
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し
て
、
実
野
は
読
み
方
教
育
が
時
代
よ
り
は
る
か
に
遅
れ
て

い
る
こ
と
を
挙
げ
、
「
も
っ
と
現
代
の
進
歩
し
た
学
的
研
究
と

一
致
し
て
読
方
教
育
が
組
織
さ
れ
た
ら
、
き
っ
と
読
方
の
能

率
も
あ
が
る
に
違
い
が
な
い
。
」
と
考
え
た
。

2 

2 

斡
の

へ
の
批
判

「
解
釈
学
」

林
（

1
9
6
4‘・

2
）
は
、
自
身
が
訓
導
と
な
っ
た
頃
は

垣
内
理
論
が
支
配
的
で
あ
り
、
読
解
指
導
は
ま
ず
全
文
宏
通

読
す
る
こ
と
が
鉄
則
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

受
け
持
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
全
文
を
す
ら
す
ら
読
み
通
す
こ

と
は
難
し
く
、
ま
し
て
全
文
を
「
庄
観
」
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
林
の
批
判
点
は
こ
の
「
全
文
形
象
度
観
」
に
向
け
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
、
「
垣
内
理
論
に
む
か
つ
て
猛
烈
に
か

み
つ
い
た
の
が
奥
野
庄
太
郎
」
で
あ
り
、
反
対
論
者
の
中
で

「
奥
野
庄
太
郎
は
そ
の
代
表
的
な
一
人
と
い
え
よ
う
」
と
林

は
記
し
て
い
る
。

林
（

1
9
6
5
・
5
）
は
垣
内
の
『
闇
語
の
力
』
が
果
た

し
た
役
割
が
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
が
芦

田
式
教
法
と
繋
が
る
こ
と
で
固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

形
式
と
内
容
の
並
存
的
対
立
に
と
ら
わ
れ
ず
、
文
の

生
命
を
直
下
に
感
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

張

は

実

践

界

に

大

き

な

衝

を

え

た

。

そ

し

て

、

そ

れ
が
芦
田
に
よ
っ
て
、
す
で
に
実
現
さ
れ
、
つ
ね
に
全

文
を
対
象
と
し
て
、
誼
下
に
全
体
が
会
得
さ
れ
る
と
な

れ
ば
、
天
下
争
っ
て
、
こ
れ
に
赴
か
ざ
る
を
得
な
い
。
（
略
）

こ
う
し
て
、
芦
田
式
教
法
の
普
及
を
背
景
に
芦
泊
自
身

が
全
国
の
教
壇
行
脚
に
し
た
が
う
よ
う
に
な
っ
て
、
次

第
に
教
式
は
画
定
化
し
、
芦
田
の
意
志
と
は
逆
に
、
教

式
を
示
す
授
業
と
な
り
、
教
師
の
意
の
ま
ま
に
引
き
回

す
結
果
に
臨
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（

P
1
5
4
）

林
は
、
芦
田
恵
之
助
の
吋
読
み
方
教
授
』
に
つ
い
て
は
、

奥
野
が
一
定
理
解
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
国
語
教
育
の
大

道
」
に
立
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
垣
内
の
吋
国

語
の
力
』
以
後
、
芦
田
が
高
師
を
離
れ
て
以
降
の
実
践
に
は

疑
問
を
感
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。
林
は
一
九
三
二
年
に
芦
聞

の
授
業
を
実
際
に
参
観
し
、
垣
内
の
講
演
も
開
聞
い
て
い
る
。

そ
の
後
の
芦
田
の
高
弟
と
称
す
る
授
業
を
何
度
も
見
て
、
「
教

師
の
聞
い
に
導
か
れ
、
そ
の
暗
示
で
、
あ
た
か
も
日
本
精
神

が
体
認
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
の
は
、
た
だ
教
師
だ
け
の
自
己

満
患
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
批
判
す
る
。

奥
野
が
「
教
師
中
心
の
注
入
」
で
は
読
み
の
実
力
が
つ
か

な
い
と
批
判
し
た
よ
う
に
、
林
も
ま
た
、
ご
」
れ
で
は
だ
め
だ
、

こ
れ
で
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
子
ど
も
の
力
は
の
び
な
い
、

ハ
u

n
J
 



読
め
な
い
子
ど
も
に
は
読
め
る
て
だ
て
を
、
読
ま
さ
れ
て
い

る
子
ど
も
に
は
、
み
ず
か
ら
読
も
う
と
す
る
心
を
育
て
る
学

習
を
こ
そ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
注
2
）
と
考
え
る
よ
う

に
な
る
。

林
（
1
9
4
1
）
は
、
「
解
釈
学
」
を
貫
い
て
い
る
「
層
的

解
明
」
と
「
問
答
法
」
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
罰
題
点
を

挙
げ
て
い
る
。

ー
、
的
解
明
が
児
童
の
読
み
の
自
然
、

に
反
し
な
い
か

2
、
教
師
の
潤
い
に
対
し
、
答
え
る
と
い
う
進
行
に
対
し

（
1
）
児
童
は
間
い
に
対
し
部
分
的
な

7
解
に
よ
っ
て
答

え
て
い
る
の
に
教
師
は
板
上
で
こ
れ
を
勝
手
に
こ
ね

あ
げ
て
一
人
高
速
さ
に
酔
っ
て
は
い
な
い
か

（
2
）
素
直
に
文
を
読
み
取
る
態
度
を
限
害
し
な
い
か

（
3
）
一
問
一
答
に
流
れ
易
く
ま
と
ま
っ
た
発
表
態
度
が

作
れ
な
く
は
な
い
か

（
4
）
答
え
の
形
式
が
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
ら
ぬ
か

（
5
）
自
習
態
度
が
養
え
な
い
結
果
在
生
ぜ
ぬ
か（

P
7
2）

 

読
み
の
興
味

こ
れ
を
見
る
と
、

な
読
み
を
尊
し
、

子
ど
も
の
読
み
の
興
味
、
素

自
習
を
育
て
る
こ
と
を

で
自
然

ん
じ
て

自

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
林
は
、
そ
れ
を
阻
ん
で
い
る
の
が
解

釈
学
の
方
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
奥
野
が
小
学
生
に
は
難
し
い
「
鑑
賞
」
や
教
師

の
教
え
込
み
を
批
判
し
、
読
み
に
お
け
る
子
ど
も
の
「
内
商

活
動
」
を
重
視
し
た
こ
と
と
共
通
す
る
。
子
ど
も
に
ど
の
よ

う
に
読
み
の
カ
を
つ
け
る
の
か
、
読
み
の
主
体
者
で
あ
る
子

ど
も
に
研
究
の
基
点
を
く
両
者
の
立
場
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。3 

1 吋
読
む
」
と
は
ど
の
よ
う
な
働
き
か

子
ど
も
主
体
の
読
み
方
論

3 

η
‘υ
 

奥
野
は
読
み
方
教
に
つ
い
て
、
人
間
活
に
立
脚
し
た

自
然
で
創
造
的
な
「
生
活
そ
の
も
の
と
し
て
の
指
導
」
を
構

想
し
て
い
た
。
「
子
ど
も
の
生
命
が
主
体
」
で
あ
る
と
し
て
次

の
よ
う
に
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
心
理
学
研
究
の
立
場
が
必
要

で
あ
る
と
説
く
。

凡
て
の
教
育
は
児
童
能
力
の
発
展
的
過
程
を
認
識
し
、

そ
の
生
命
を
刺
激
し
暗
示
し
、
組
織
考
案
す
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
ど
う
し
て
も
心
理
学
的
、
科

学
的
な
知
識
と
研
究
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

（

P

9）
 



子
供
の
読
方
指
導
に
は
矢
張
子
供
と
し
て
の
論
理
も

過
程
も
あ
る
。
そ
れ
を
踏
む
の
で
な
け
れ
ば
、
本
当
に

小
学
校
に
適
し
た
読
方
教
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。

（

P
1
0）

 

「
読
む
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
奥
野
は
ニ
抗
む
と
い

ふ
こ
と
は
（
略
）
文
字
記
号
を
通
し
て
他
人
の
経
験
を
理
解

し
、
こ
れ
な
一
再
認
識
し
、
再
構
成
し
、
こ
れ
を
創
造
活
動
化

す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
相
似
す
る
か
の
よ
う
に
、
後
に
林
（

1
9
6
8
・

4
）
は
「
読
み
は
創
造
・
発
見
の
過
程
」
で
あ
る
と
捉
え
る
。

子
ど
も
が
主
体
的
に
文
学
記
号
で
あ
る
文
章
に
働
き
か
け
て

い
く
こ
と
を
重
視
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
と
ば
に
み
ち
び
か
れ
て
、
作
者
と
と
も
に
認
識
し
、

思
考
し
、
問
題
を
み
い
だ
し
、
そ
れ
を
追
求
し
、
発
見

と
創
造
に
す
す
む
、
そ
の
過
韓
で
あ
る
。

（

P
4
3
3）

 

子
ど
も
主
体
の
考
え
方
は
、
林
が
校
長
と
し
て
赴
任
し
た

横
浜
市
立
奈
良
小
学
校
の
教
育
方
針
や
読
解
指
導
の
基
本

的
観
点
と
し
て
、
林
自
身
が
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

〈
教
育
方
針
〉

1

子
ど
も
ひ
と
り
ひ
と
り
の
無
担
の
発
展
性
、
生

命
力
を
信
じ
、
そ
れ
を
尊
重
し
よ
う
。
（
以
下
略
）

（注

3
）

〈
読
解
指
導
の
基
本
的
観
点
〉

第
一
に
主
体
的
学
習
の
道
を
つ
け
る
こ
と

第
二
に
集
団
思
考
を
重
ん
じ
る

第
三
に
は
白
常
の
読
み
、
自
然
の
読
み
の
す
が
た
を

た
い
せ
つ
に
す
る

第
四
に
基
盤
と
な
り
、
基
礎
と
な
る
課
程
を
た
い
せ

つ
に
す
る

第
五
に
は
ひ
と
り
の
子
も
残
さ
ず
に

円
ノ
U
M

nペU

（注

4

こ
の
よ
う
に
、
林
は
子
ど
も
が
「
自
分
の

g
で
見
、
耳
で

き
き
、
自
分
の
頭
、
こ
と
ば
で
考
え
、
問
題
を
見
出
し
、
解

決
し
、
新
た
な
道
を
発
見
し
、
か
つ
て
な
か
っ
た
も
の
を
創

造
す
る
子
ど
も
を
作
り
出
す
こ
注
5

）
こ
と
に
骨
を
折
り
、
学

校
ゃ
つ
く
り
を
進
め
た
の
で
あ
る
c

こ
れ
ら
の
精
神
は
奥
野
の

論
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
林
（

1
9
6
5
・
1

1
）
が
、
奥
野
に
具
体
的
に



学
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
が
、
も
っ
と
も
多
く
学
び
、
と
り
い
れ

た
の
は
、
低
学
年
に
は
じ
ま
る
さ
ま
ざ
ま
の
遊
戯
学
習

の
形
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
文
学
や
語
イ
の
と
り
た
て
指

導
を
し
た
り
、
話
し
方
、
劇
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
学
習
、

プ
ロ
ゼ
ク
ト
学
習
な
ど
に
く
ん
で
、
生
活
能
力
と
し
て

の
言
語
力
を
の
ば
す
方
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
要
素
的

能
力
を
生
活
に
展
謂
し
、
身
に
つ
け
る
た
め
の
自
由
読

書
の
気
運
を
も
り
あ
げ
た
功
績
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き

な

い

。

当

時

ど

の

教

に

も

児

と

棚

が

見

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

。

（

P
1
2
1
）

奥
野
は
、
国
習
は
「
交
響
楽
的
に
総
合
行
進
」
し
、

「
読
方
教
育
の
多
方
展
開
」
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
聴
き
方
・
語
繋
教
育
、
童
謡
、

遊
戯
学
習
、
学
級
文
康
・
図
書
舘
学
習
な
ど
を
総
合
的
に
取

入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
読
み
方
の
能
力
は
文
学
に

摂
ら
ず
、
新
聞
、
雑
誌
、
社
会
・
経
済
問
題
な
ど
あ
ら
ゆ
る

文
字
表
現
を
読
む
力
を
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
c

当
時
は
文
学
教
材
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
読
み
方
教
育
に
つ

い
て
、
林
は
、
こ
の
よ
う
に
広
い
視
野
に
立
つ
子
ど
も
の
生

活
能
力
て
に
闘
を
開
か
さ
れ
る
思
い
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

3 

2 

「
ア
イ
ム

l
ブ
メ
ン
ト
」

の
考
え
方

奥
野
は
読
む
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
働
き
で
あ
る
の
か
、

ど
の
よ
う
な
心
的
過
程
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
欧
米
の
研
究

か
ら
学
ん
で
い
る
。
林
（

1
9
6
5
・
1

1
）
は
、
奥
野
の

学
ん
だ
中
か
ら
、
ス
タ

i
チ
の
読
む
事
実
に
お
け
る
心
的
過

程
に
つ
い
て
紹
介
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
c

奥
野
は
垣
内
と
違
っ
て
、
教
の
現
場
を
熟
知
し
て
い

た
上
に
、
諸
外
閣
の
心
理
研
究
に
学
ん
で
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
「
読
み
」
と
は
ど
の
よ
う
な
心
的
機
能
で
あ
る
か
を

科
学
的
に
解
明
し
、
読
み
の
指
導
を
組
み
上
げ
よ
う
と
し

た
。
昭
和
五
年
に
公
に
し
た
「
心
理
的
読
方
教
育
（
7

7
）

の
実
際
」
に
よ
れ
ば
、
（
ス
タ
！
チ
を
引
用
）
読
み
の
通
知
伍

斗
l
品
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1 

。〉

か
ら
の
耕
激
を
縞
膜
に

印
刷
さ
れ
た
文

受
け
入
れ
る
。

2
締
膜
に
う
つ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
る
文

範
囲
即
ち
境
野
の
範
毘
が
限
定
さ
れ
る
。

3

す
る
と
、
視
覚
的
刺
激
を
理
解
す
る
注
意
が
起
る
。

自
の
運
動
即
ち
ア
イ
ム

l
ブ
メ
ン
ト
が
始
ま
る
。

網
膜
か
ら
脳
の
視
覚
中
杷
へ
視
覚
か
ら
来
っ
た の

4 5 



（

7

7

）
印
象
を
伝
達
す
る
。

6
入
っ
て
き
た
刺
激
に
よ
っ
て
内
容
を
読
む
連
想

の
活
動
が
起
さ
れ
る
。

と
い
っ
た
形
で
お
さ
え
ら
れ
る
と
す
る
。

（
略
）
奥
野
は
、
内
容
を
深
く
教
え
た
り
、
た
だ
形
式

的
な
文
字
、
語
句
を
機
械
的
に
学
習
さ
せ
る
国
語
教
育

か
ら
、
前
記
の
心
理
的
研
究
に
た
っ
て
、
こ
と
ば
の
能

力
要
素
を
刺
激
し
、
訓
練
し
、
教
育
し
、
そ
の
活
躍
の

増
大
を
は
か
る
と
い
う
目
標
を
見
出
し
、
実
践
的
な
さ

ま
ざ
ま
な
学
習
方
法
を
く
ふ
う
し
て
い
る
。
特
に
文

・
語
イ
・
ア
イ
ム

i
ブ

メ

ン

ト

の

習

指

導

に

お

け

献
は
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

る

（

P
1
2
1）

 

奥
野
は
ア
イ
ム

l
ブ
メ
ン
ト
の
研
究
か
ら
、
「
多
く
語
句

を
知
り
、
多
く
読
書
に
慎
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
読
む
速

度
を
速
め
、
読
む
能
力
を
自
然
に
培
っ
て
ゐ
る
」
と
導
き

だ
す
。
さ
ら
に
、
眼
の
律
動
停
止
問
に
お
け
る
「
連
想
活

躍
」
を
重
視
し
、
そ
れ
を
活
発
に
起
こ
さ
せ
る
た
め
に
は
、

「
経
験
生
活
」
（
読
書
も
含
む
）
の
拡
大
と
「
語
葉
教
育
」

を
問
題
に
し
た
。
具
体
的
に
は
「
語
句
に
反
応
す
る
意
味

の
豊
富
を
計
る
こ
と
、
文
章
宏
読
む
掃
に
意
味
を
機
成
す

る
習
墳
を
つ
け
る
こ
と
」
を
指
導
し
た
。

林
（

1
9
6
7
・
1

0
）
は
、
こ
の
奥
野
の
研
究
に
つ

い
て
一
読
総
合
法
に
お
け
る
読
み
と
比
較
し
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

生
理
的
な
停
止
と
、
心
理
的
な
思
考
の
流
れ
の
中
の
立

ち
ど
ま
り
は
必
ず
し
も
一
致
し
ま
い
。
読
み
と
い
う
は

た
ら
き
か
ら
い
え
ば
、
心
理
的
な
観
点
に
比
重
を
お
く

必

要

が

あ

る

。

（

P
8
1
7
）

す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
文
章
を
読
む
場
合
に
生
理
的
な
停

止
で
は
な
く
、
自
然
に
立
ち
ど
ま
る
こ
と
が
あ
る
と
林
は
言

う
。
人
は
無
意
識
に
読
ん
で
は
立
ち
ど
ま
っ
て
、
描
か
れ
て

い
る
登
場
人
物
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
た
り
、
前
章
を
振

り
返
り
文
章
の
内
容
を
結
び
つ
付
け
て
考
え
た
り
す
る
。
読

む
こ
と
の
研
究
で
言
え
ば
、
こ
の
立
ち
ど
ま
る
度
に
生
じ
る

読
み
手
の
反
応
を
重
要
視
す
べ
き
で
あ
る
と
林
は
考
え
た
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
で
、
林
は
奥
野
の
読
み
の
科
学
的
心
理
的
研
究
に
は

大
い
に
啓
発
さ
れ
た
も
の
と
推
察
す
る
。
奥
野
に
よ
る
と
、

子
ど
も
は
文
章
を
漠
然
と
読
む
の
で
は
な
く
語
句
に
反
応
し
、

「
連
想
を
起
し
、
想
像
を
託
し
て
児
童
自
身
の
生
命
か
ら
内

発
す
る
或
意
味
な
構
成
し
な
が
ら
読
ん
で
行
く
」
と
い
う
。

林
が
後
に
考
案
し
た
「
き
こ
み
・
き
だ
し
」
へ
と
繋
が
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り
、
ひ
い
て
は
一
読
総
合
法
の
「
ひ
と
り
読
み
」
（
筏
日
）
に
通

じ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
ひ
と
り
読
み
」

も
、
語
句
や
文
章
に
能
動
的
に
働
き
か
け
て
湧
き
お
こ
る
反

応
を
基
に
意
味
構
成
し
な
が
ら
読
む
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
林
が
反
応
を
起
こ
す
内
言
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
読

み
の
基
盤
と
し
て
語
養
指
導
に
カ
を
入
れ
た
こ
と
に
も
共
通

性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

4 

議
謬
指
導
へ
の
発
展

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
奥
野
は
自
身
が
え
る
読
み

方
の
「
交
響
楽
的
行
進
」
に
も
、
「
連
想
活
躍
」
を
活
発
に
さ

せ
る
た
め
に
も
読
書
活
動
を
重
視
し
た
。
さ
ら
に
奥
野
は
「
読

む
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
」
を
考
え
、
そ
れ
を
読
み
方
学
習

に
演
縛
し
た
い
と
思
う
時
に
、
「
読
書
が
人
類
文
化
の
進
歩
に

非
常
な
貢
献
を
も
た
ら
し
た
」
こ
と
に
患
い
変
る
。
筆
者
は
、

奥
野
が
論
じ
た
読
み
の
心
的
解
明
も
、
語
葉
教
育
の
重
要
性

や
多
読
の
す
す
め
、
国
語
教
育
の
多
方
展
開
も
、
二
読
書
」
の

力
育
て
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

林
が
そ
の
功
績
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
述
べ
て

き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
林
が
目
指
す

「
ひ
と
り
読
み
」
の
在
り
方
に
「
読
書
指
導
」
を
構
想
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

林
（

1
9
7
6
）
は
、
「
ひ
と
り
読
み
」
の
第
一
歩
と
し
て
、

大
正
時
代
に
お
け
る
自
学
自
習
の
主
体
的
な
学
習
を
挙
げ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
教
師
が
用
意
し
た
手
引
き
に
基
づ

く
も
の
で
、
真
に
「
ひ
と
り
読
み
」
と
は
一
一
一
日
え
な
い
と
し
て

い
る
。
林
が
「
ひ
と
り
読
み
」
の
理
想
的
な
モ
デ
ル
と
し
て

考
え
た
の
は
「
成
城
方
式
」
で
あ
る
と
紹
介
す
る
。

「
成
城
方
式
」
と
は
、
奥
野
が
勤
務
し
て
い
た
成
城
小
学

校
（
現
成
城
学
園
初
等
学
校
）
に
お
い
て
伝
統
的
に
行
わ
れ

て
き
た
「
自
学
」
の
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
図
書
資
料
が
用

意
さ
れ
て
い
る
環
境
の
中
で
、
各
人
各
様
、
舗
に
応
じ
て
自

分
の
問
題
意
識
で
読
み
、
学
習
し
、
教
師
が
相
談
に
乗
り
指

導
す
る
方
法
で
あ
る
。
成
城
小
学
校
は
、
創
立
以
来
姐
性
尊

重
の
教
育
の
立
場
か
ら
自
学
の
方
法
が
追
究
さ
れ
て
き
た
。

林
が
取
り
上
げ
て
い
る
「
成
城
方
式
」
と
い
う
の
は
、
一
九

七

0
年
代
に
入
り
学
級
自
学
が
定
着
し
た
時
代
で
あ
る
。
低

学
年
で
は
週
七
時
間
の
国
語
（
五
時
間
）
・
文
学
（
二
時
間
）

の
授
業
の
う
ち
五

1
六
時
間
が
こ
れ
に
割
り
当
て
ら
れ
た
と

い
う
。
自
学
学
習
は
、
多
読
主
義
の
立
場
合
と
り
、
「

1
学
期

1
m
m
の
学
留
蓄
の
指
導
に
止
ら
ず
、
子
ど
も
の
読
書
量
に
応

じ
て
、
学
年
に
と
ら
わ
れ
ず
、
単
行
本
、
絵
本
、
絵
ぱ
な
し
、

2
年、

3
年
の
教
科
書
ま
で
へ
も
読
み
す
す
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
多
読
に
よ
る
、
読
む
力
の
充
実
を
は
か
つ
て
い
る
」

（、ぽ
7

）
と
い
う
。
そ
の
時
間
、
子
ど
も
は
「
四
つ
の
自
由
」

zu 
q
u
 



を
え
ら
れ
、
費
閉
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
教
師
に
た
ず
ね
た

り
子
ど
も
同
士
で
話
し
合
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
「
四

つ
の
自
由
」
と
は
、
読
む
こ
と
、
書
く
こ
と
（
主
に
視
写
て

い
た
ず
ら
帳
（
持
き
な
こ
と
を
書
い
て
よ
い
。
子
ど
も
の
生

活
の
表
現
と
位
置
付
け
る
）
、
学
級
文
庫
の
本
を
読
む
こ
と
で

あ
る
。林

は
こ
れ
に
つ
い
て
、
す
で
に
「
読
み
の
能
力
が
高
め
ら

れ
た
」
条
件
の
も
と
で
可
能
な
学
習
形
態
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
自
力
読
み
の
カ
を
育
て
て
い
く
た
め
に
一

読
総
合
法
の
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に

符
牒
す
る
か
の
よ
う
に
当
時
の
成
城
学
関
初
等
学
校
で
は
、

自
学
の
成
績
の
悪
い
子
ど
も
へ
の
指
導
に
一
読
総
合
法
の

「
書
き
こ
み
読
み
」
は
生
か
さ
れ
な
い
か
と
検
討
す
る
述

が
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

た
ジ
読
め
読
め
と
い
う
だ
け
で
は
効
果
の
あ
が
ら
な
い

事
を
反
省
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
忠

利
氏
や
林
進
治
氏
等
の
「
児
童
言
語
研
究
会
」
が
主
張

す
る
二
読
総
合
法
」
の
中
の
、
「
書
き
こ
み
読
み
」
が

生
か
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
と
研
究
問
題
と
し
て
取
り
あ

げ

ら

れ

た

。

（

ぽ

8
）

こ
れ
を
見
る
と
、
「
成
城
方
式
」
に
よ
る
自
学

習
は
、
林

が
考
え
た
よ
う
な
読
み
の
能
力
が
高
め
ら
れ
た
状
態
で

必
ず
し
も
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

林
が
目
指
す
読
み
方
は
、
ひ
と
り
で
読
む
自
力
学
習
へ
と

繋
が
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
読
書
指
導
へ
と
発

展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
を
導
く
こ
と
に

な
る
。
林
の
読
み
方
論
が
二
一
凶
金
三
へ
と
指
向
さ
れ
て
い
く

背
景
に
は
、
奥
野
が
論
究
し
た
「
読
」
に
対
す
る
考
え
方

が
存
在
す
る
と
見
る
。

5 

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

nhu 
q
J
 

今
日
の
読
み
方
指
導
に
お
い
て
、
読
指
と
の
連
携
や

「
成
城
方
式
」
に
共
通
す
る
よ
う
な
自
力
読
み
育
て
が
着
目

さ
れ
て
い
る
。
奥
野
は
九
十
年
余
り
以
前
か
ら
多
読
の
必
婆

性
と
読
み
の
「
交
響
楽
的
行
進
」
を
説
い
て
い
た
。

林
は
、
戦
後
も
ま
た
脈
々
と
「
一
一
一
読
法
」
の
指
導
過
程
が

読
み
方
教
育
の
主
流
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
自
身

は
一
読
総
合
法
の
読
み
方
を
提
示
し
、
実
践
北
に
努
め
た
。

そ
の
中
か
ら
、
林
、
が
指
向
し
た
読
書
指
導
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
か
。
今
日
求
め
ら
れ
て
い
る
読
み
方
論
と
ど

の
よ
う
に
切
り
結
ぶ
の
か
。
林
の
明
発
見
・
創
造
へ
の
読
書

指
導
』
や
『
ひ
と
り
読
み
の
指
』
な
ど
の
著
の
検
討
が

今
後
の
課
題
で
あ
る
。



問
時
に
、
一
読
総
合
法
の
読
み
と
自
力
読
み
育
て
は
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
林
が

「
成
城
方
式
」
に
関
わ
っ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
自
学
学
習
は

「
読
み
の
能
力
が
高
め
ら
れ
た
」
状
況
に
な
っ
て
行
わ
れ
る

も
の
な
の
か
。
筆
者
は
両
者
が
互
い
に
相
乗
効
果
を
あ
げ
て

い
く
指
導
を
護
索
す
べ
き
と
考
え
る
。

文
の
冒
頭
か
ら
部
分
部
分
読
み
進
め
て
い
く
方
法
。

林
進
治
（

1
9
6
4
・
2
）
「
総
合
法
に
よ
る
読
解
指
導

司
教
育
科
学
国
語
教
育
h

N

0

6

3

明
治
図
書

（注

3
）
林
進
治
（

1
9
6
7
）
『
創
造
性
開
発
の
授
業

i
一
読
総
合

法
に
よ
る
教
育
革
新
の
記
録
』
新
光
閣
書
房

P
7
4

（注

4
）
神
奈
川
県
横
浜
市
立
奈
良
小
学
校
（

1
9
6
4
）
『
一
読
主

義
読
解
の
方
法
』
明
治
図
書

P
2
1
4

（注
5
）
「
注
3
」
に
同
じ
。

p
l
Z
5

（注

6
）
一
読
総
合
法
に
お
け
る
学
習
活
動
で
授
業
の
始
め
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
文
章
を
読
み
、
湧
き
起
る
反
応
を
書
き
な

が
ら
読
む
こ
と
。

成
城
学
問
初
等
学
校
（

1
9
6
3
）
司
研
究
紀
要

1
』
「
成

城
・
国
語
教
育
の
現
状
と
問
題
点
」

成
城
学
園
初
等
学
校
（

1
9
6
8
・
6
）
一
プ
小
学
校
教
育
の

改
造
！
創
立
五
十
周
年
発
表
論
文
集
i
』
野
村
兼
蹄
「
読
解

技
術
の
教
育
」

（注
l

）

（注

2
）

（注
7

）

（注

8
）

P
A
円

G

にリ

〈
参
考
・
引
用
文
献
〉

奥
野
庄
太
郎
（

1
9
3
0
）
司
心
理
的
読
方
の
実
際
』
文
化
書
房

｛
境
内
松
三
（

1
9
2
2
）
『
国
語
の
力
』
不
老
潟
（
本
稿
で
は
叫
合
本

盟
諸
の
カ
』
（

1
9
6
8
）
明
治
図
書
）

芦
田
恵
之
助
（

1
9
1
6
）
司
拍
手
4
方
教
授
h
育
英
書
続
（
本
稿
で
は

『
芦
田
十
関
心
之
効
国
語
教
育
会
集

7
』
（

1
9
8
8
）
明

治
図
警
）

林
進
治
（

1
9
6
4
・
2
）
「
総
合
法
に
よ
る
読
解
指
導

司
教
育
科
学
国
語
教
育
h

N

0
・
6

3

明
治
問
委

林
進
治
（

1
9
6
5
・
5
）
「
私
の
体
験
し
た
大
正
・
昭
和
国
語
教
脊

史
」
吋
児
4

一
一
間
研
国
語
』

N

0
・
4

神
奈
川
県
女
子
師
範
帰
属
小
学
校
（

1
9
4
1
）
吉
田
民
学
校
の
経
営

と
教
法
』
林
進
治
「
（
一
一
一
）
読
方
教
授
過
程
」

林
進
治
（

I

9

6

8

4
）
「
思
考
を
ひ
ら
く
読
み
l

一

読

総

合

法

二

『
文
学
』

V

O

L

3

6

岩
波
書
店

林
進
治
（

1
9
6
5
・
1

1
）
「
私
の
体
験
し
た
大
正
・
昭
和
民
語
教

虫
同
史
」
『
国
語
教
育
研
究
b

N

0
・
6
明
治
図
世
一
日

林
進
治
（

1
9
6
7
・
1

0
）
「
一
読
総
合
法
の
指
導
過
程
1
一
二
読
法

の
の
り
こ
え
i

」
『
教
育
心
環
』

V
O
L
－
－

5

田
中
教

育

研

究

所

編

日

本

文

化

科

学

社

林
進
治
・
横
浜
児
章
一
言
語
研
究
会
（

1
9
7
6
）
司
一
読
総
合
読
み
実
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践
入
門
』
明
治
図
書

林
進
治
（

1
9
7
2
）
『
発
見
・
創
造
へ
の
読
書
指
導
』
新
光
悶
警
店

林
進
治
（

1
9
7
2
）
『
ひ
と
り
読
み
の
指
導
』
明
治
図
書

秋
保
恵
子
（

2
0
1
1
）
「
奥
野
庄
太
郎
に
お
け
る
読
方
教
育
理
論
の

形
成
過
程

l

垣
内
松
一
一
一
『
国
語
の
カ
』
へ
の
論
評
を
手
が

か
り
と
し
て
i

」
『
国
語
科
教
育
』

6

9
集

全

国

大

学

国

語
教
育
学
会
編
集

秋
保
恵
子
（

2
0
1
1
）
「
奥
野
庄
太
郎
の
『
心
理
的
読
方
h

に
隠
す

る
考
察
」
明
国
語
科
教
育
』

7

0
集

全

国

大

学

罰

語

教

育
学
会
編
集
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