
高
等
学
校 

国
語
科 

指
導
案 

実
施
日 

 

平
成
十
五
年
十
月
十
七
日
（
金
）
二
校
時 

実
施
ク
ラ
ス 

 
 
 

普
通
科 

二
年
Ｂ
組
（
女
子
四
一
名
） 

指
導
者 

 

教
諭 

高 

橋 
 

一 

佳 
科 
目 

名 
 

現
代
文 

指 

導 

領 

域 

「
読
む
こ
と
」 

単 

元 
名 

 

小
説
を
読
む
Ⅱ 

教 
 

材 
 

名 

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」（
宮
澤
賢
治
） 

指
導
事
項 

文
学
的
な
文
章
に
つ
い
て
、
人
物
、
情
景
、
心
情
な
ど
を
的
確
に
と
ら
え
、
表
現
を
味
わ
う
こ
と
。 

単
元
の
目
標 

一 

登
場
人
物
の
人
間
像
や
心
情
を
読
み
と
る
と
と
も
に
、
語
り
の
効
果
や
行
為
性
に
着
目
し
て
小
説
を
読
む
力
を
伸
ば
す
。 

二 

優
れ
た
言
語
表
現
を
読
み
味
わ
い
、
言
語
感
覚
を
磨
く
。 

三 
宮
澤
賢
治
の
他
の
作
品
を
読
む
こ
と
で
読
書
す
る
意
欲
や
姿
勢
を
育
て
る
。 

評
価
観
点
と
評
価
規
準 

「
読
む
こ
と
」 

 
 
 
 

１ 

登
場
人
物
の
人
物
像
や
心
情
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
語
り
の
特
徴
や
そ
の
効
果
・
働
き
を
考
え
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 

比
喩
や
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
っ
た
言
語
表
現
を
的
確
に
理
解
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
表
現
効
果
が
理
解
で
き
る
。 

「
関
心
・
意
欲
・
態
度
」 

１ 

意
欲
的
に
他
の
作
品
を
読
も
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
作
品
と
関
連
付
け
な
が
ら
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
。 

年
間
指
導
計
画
の
位
置
付
け 

別
紙
年
間
指
導
計
画
参
照 

単
元
の
指
導
計
画 

第
一
次 

全
体
を
通
読
し
、
印
象
に
残
っ
た
点
、
疑
問
点
、
感
想
を
記
述
す
る
。 

第
二
次 

小
十
郎
に
つ
い
て
、
そ
の
人
物
像
と
置
か
れ
た
境
遇
・
社
会
的
状
況
を
読
み
と
る
。 

第
三
次
〜
第
五
次 

小
十
郎
の
心
情
や
小
十
郎
と
荒
物
屋
の
主
人
と
の
関
係
を
読
み
と
る
。 

第
六
次
〜
第
七
次 

小
十
郎
と
熊
と
の
関
係
を
読
み
深
め
る
。【
本
時
は
第
七
次
】 

第
八
次  

語
り
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
効
果
や
働
き
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
え
る
。 

第
九
次  

表
現
を
味
わ
い
、「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
つ
い
て
の
感
想
を
ま
と
め
る
。
宮
澤
賢
治
の
他
の
作
品
を
紹
介
し
、
読
書
す
る
こ
と
を
促
す
。 

 

本
時
の
目
標 

小
十
郎
が
熊
の
言
葉
を
理
解
で
き
る
（
熊
と
会
話
が
で
き
る
）
の
は
な
ぜ
か
を
考
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
語
り
の
特
徴
や
効
果
・
働
き
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
を
確
認
す
る
。 

学 
 
 
 
 
 

習 
 
 
 
 

活 
 
 
 
 

動 

過
程 

指
導
内
容 

指 
 

導 
 

者 

学 
 

習 
 

者 

評
価
の
規
準
と
評
価
の
方
法 

導 入 

前
時
の
想
起 

 

本
時
の
学
習
目
標
の

確
認 

熊
と
小
十
郎
の
関
係
、
熊
の
考
え
や
心
理
を
確
認
さ
せ
る
。 

 

①
ど
う
し
て
小
十
郎
が
熊
の
言
葉
を
理
解
で
き
る
の
か
、
②
ど

う
し
て
熊
は
小
十
郎
が
好
き
な
の
か
、
と
い
う
学
習
課
題
を
提

示
す
る
。 

熊
と
小
十
郎
は
共
感
的
で
対
等
な
関
係
に
あ
り
、
熊
は
小
十
郎
に
対
し
て
敵
対
心

を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。 

①
ど
う
し
て
小
十
郎
が
熊
の
言
葉
を
理
解
で
き
る
の
か
、
②
ど
う
し
て
熊
は
小
十

郎
が
好
き
な
の
か
、
と
い
う
学
習
課
題
を
確
認
す
る
。 

前
時
の
学
習
内
容
を
想
起
し
、
学
習
を

開
始
す
る
準
備
を
し
て
い
る
か
。【
発

言
・
観
察
】 

学
習
課
題
①
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
毎
に
検
討
さ
せ
る
。 

※
必
要
が
あ
れ
ば
、
手
が
か
り
を
示
す
。 

 

検
討
結
果
を
発
表
さ
せ
る
。
他
の
グ
ル
ー
プ
の
解
釈
を
よ
く
聞

か
せ
る
。 

   

学
習
課
題
①
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
毎
に
検
討
す
る
。 

  

学
習
課
題
①
に
つ
い
て
、
検
討
結
果
を
発
表
す
る
。 

他
の
グ
ル
ー
プ
の
解
釈
を
聞
き
、
自
分
と
の
共
通
点
や
相
違
点
を
確
認
す
る
。 

 

【
予
想
さ
れ
る
解
釈
】 

 
 

Ａ 

小
十
郎
と
熊
と
は
深
い
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
。 

 
 

Ｂ 

小
十
郎
が
熊
の
言
葉
が
分
か
る
よ
う
に
思
っ
た
だ
け
。 

 

〈
発
表
さ
れ
た
解
釈
が
Ａ
だ
け
の
場
合
〉 

多
く
の
学
習
者
が
小
十
郎
と
熊
と
が
会
話
を
す
る
こ
と
に

疑
問
を
も
っ
た
理
由
を
考
え
さ
せ
、「
小
十
郎
は
も
う
熊
の

言
葉
だ
っ
て
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
」
に
注
目
さ
せ
な
が

ら
、
別
の
解
釈
の
可
能
性
を
探
ら
せ
る
。 

 

本
来
、
熊
と
人
間
が
会
話
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
前
提

に
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
に
な
る
の
か
を
考
え
る
。「
小
十
郎
は

も
う
熊
の
言
葉
だ
っ
て
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
」
に
注
目
し
て
解
釈
を
組

み
立
て
る
。 

  

〈
発
表
さ
れ
た
解
釈
が
Ａ
Ｂ
の
場
合
〉 

Ａ
Ｂ
の
解
釈
が
導
か
れ
る
前
提
や
根
拠
を
確
認
す
る
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
が
導
か
れ
る
前
提
や
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
発
表
す
る
。 

Ａ
Ｂ
の
解
釈
の
妥
当
性
を
グ
ル
ー
プ
毎
に
検
討
さ
せ
る
。 

 

※
必
要
が
あ
れ
ば
、
手
が
か
り
を
示
す
。 

 
 

（
小
十
郎
が
使
用
す
る
言
語
の
二
重
性
に
注
目
さ
せ
る
。）

 

検
討
結
果
を
発
表
さ
せ
、
結
論
を
確
認
す
る
。 

小
十
郎
が
使
用
し
て
い
る
言
語
が
、
荒
物
屋
の
主
人
に
対
す
る
場
合
と
熊
と
に
対

す
る
場
合
と
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
注
目
し
な
が
ら
、
Ａ
Ｂ
の
い
ず
れ
が

妥
当
な
の
か
を
グ
ル
ー
プ
毎
に
検
討
す
る
。 

 

【
予
想
さ
れ
る
結
果
】
Ｂ
に
傾
く
と
予
想
さ
れ
る
。 

検
討
結
果
を
発
表
し
、
結
論
を
確
認
す
る
。 

 

小
十
郎
の
生
活
言
語
が
方
言
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
小
十
郎
と
熊
と
の
会
話
は
、
直
接
交
わ
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
小
十
郎
の
思
い
が
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
心
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
会
話
で
あ
る
。 

  

学
習
課
題
①
に
つ
い

て
の
検
討 

                         

Ｂ
の
解
釈
に
立
っ
た
場
合
、「
お
ま
え
は
何
が
欲
し
く
て
お
れ
を

殺
す
ん
だ
」「
お
お
小
十
郎
お
ま
え
を
殺
す
つ
も
り
は
な
か
っ

た
」
と
い
う
熊
の
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を

検
討
さ
せ
る
。 

検
討
結
果
を
発
表
さ
せ
、
小
十
郎
の
罪
の
意
識
や
許
さ
れ
た
い

と
い
う
願
い
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
を
ま
と
め
る
。 

熊
の
言
葉
に
小
十
郎
の
思
い
が
投
影
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
思
い
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
か
を
グ
ル
ー
プ
毎
に
考
え
さ
せ
る
。 

  

検
討
結
果
を
発
表
し
、
学
習
課
題
①
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。 

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
に
積
極
的
に

参
加
し
、
自
分
の
解
釈
を
持
と
う
と
し

て
い
る
か
。【
観
察
】 

全
体
で
の
話
し
合
い
に
積
極
的
に
参
加

し
、
自
分
の
解
釈
と
の
共
通
点
や
相
違

点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る

か
。【
発
言
・
観
察
】 

     
話
し
合
い
に
積
極
的
に
参
加
し
、
論
理

的
に
自
分
の
解
釈
を
組
み
立
て
よ
う
と

し
て
い
る
か
。【
発
言
・
観
察
】 

           

小
十
郎
と
熊
と
の
会
話
が
ど
の
よ
う
な

機
構
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
を

理
解
で
き
た
か
。【
発
言
・
観
察
】 

展         開 

学
習
課
題
②
に
つ
い

て
の
検
討 

（
時
間
に
よ
っ
て
は

次
時
に
ま
わ
す
。） 

学
習
課
題
①
を
踏
ま
え
て
学
習
課
題
②
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ

毎
に
検
討
さ
せ
る
。 

※
「
小
十
郎
の
犬
さ
え
好
き
な
よ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
表
現

に
も
注
目
さ
せ
る
。 

検
討
結
果
を
発
表
さ
せ
、「
熊
は
小
十
郎
を
好
き
な
の
だ
」
と
い

う
の
は
事
実
と
い
う
よ
り
も
語
り
手
の
判
断
で
あ
る
こ
と
を
ま

と
め
る
。 

学
習
課
題
①
を
踏
ま
え
て
学
習
課
題
②
を
考
え
る
。 

「
小
十
郎
の
犬
さ
え
好
き
な
よ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
読
み
と
れ
る
の
か
（
誰
の
判
断
な
の
か
）
を
手
が
か
り
と
し
て
話
し
合
う
。 

 

検
討
結
果
を
発
表
し
、
学
習
課
題
②
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。 

話
し
合
い
に
積
極
的
に
参
加
し
、
論
理

的
に
自
分
の
解
釈
を
組
み
立
て
よ
う
と

し
て
い
る
か
。【
発
言
・
観
察
】 

  

語
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
理
解
で
き
た

か
。【
発
言
・
観
察
】 

本 時 の 学 習 指 導 計 画 

終結 

本
時
の
ま
と
め 

本
時
の
学
習
を
振
り
返
ら
せ
る
と
と
も
に
、
次
時
に
語
り
の
問

題
を
考
え
て
い
く
こ
と
を
予
告
す
る
。 

本
時
の
学
習
内
容
を
振
り
返
り
、
学
習
記
録
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
次
時
の
学

習
内
容
を
確
認
す
る
。 

学
習
内
容
を
把
握
し
、
自
分
の
読
み
（
の

変
化
）
を
自
覚
で
き
た
か
。【
学
習
記
録
】

備考 

参
考
と
し
た
「
言
語
活
動
例
」 

「
ィ 

文
学
的
な
文
章
を
読
ん
で
、
人
物
の
生
き
方
や
そ
の
表
現
の
仕
方
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
。」 

添
付
資
料 

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
本
文 

 

２ 

学
習
課
題
シ
ー
ト
・
生
徒
の
初
発
感
想
集 

 

３ 

第
二
学
年
現
代
文
年
間
学
習
指
導
計
画 

 

４ 

指
導
案
補
足 



「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
指
導
案
の
補
足

一

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
指
導
案
作
成
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
考
え

今
回
、
実
践
す
る
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
授
業
計
画
は
、
左
記
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
指
導
案
を
ご
覧
い
た
だ
く

際
に
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

１

言
語
に
よ
る
認
識
の
深
化

学
習
指
導
要
領
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
国
語
科
が
「
言
語
の
教
育
」
を
目
指
す
こ
と
は
議
論
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し

「
言

、

語
」
に
つ
い
て
教
育
す
る
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
内
実
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い

「
話
す
こ
と
・

。

聞
く
こ
と
・
書
く
こ
と
・
読
む
こ
と
」
に
関
す
る
言
語
能
力
を
育
成
す
る

「
言
葉
で
伝
え
合
う
能
力
を
育
成
」
す
る
、
と
は
言
っ
て
も

「
読
む
」
能

、

、

力
や
「
書
く
」
能
力
等
の
実
相
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
難
し
い
。
し
か
も
、
そ
の
点
ば
か
り
を
強
調
す
る
と

「
言
語
」
の
持
つ
伝
達
機
能
ば
か

、

り
が
焦
点
化
さ
れ
て
し
ま
い

「
言
語
」
の
持
つ
も
う
一
つ
の
重
要
な
側
面
、
す
な
わ
ち

「
言
語
」
が
我
々
の
思
考
や
認
識
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
そ

、

、

の
形
成
や
深
化
・
拡
充
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
は
『
思
考
と
言
語
』
の
中
で

「
思
想
は
コ
ト
バ
で
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
コ
ト
バ
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る

（
注
１
）

、

」

と
言
う
。
こ
の
指
摘
は
、
言
語
と
思
想
・
思
考
・
認
識
と
い
っ
た
も
の
と
が
相
補
的
な
も
の
で
あ
り
、
言
語
な
く
し
て
認
識
や
思
考
は
あ
り
え
な
い
、

言
語
に
よ
っ
て
思
考
が
遂
行
さ
れ
、
認
識
が
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば

「
言
語
の
教
育
」
を
担
う
国
語
科
の
授

、

業
は

「
言
語
（
言
語
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
も
の
の
総
体
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト

」
に
よ
っ
て
学
習
者
の
思
考
が
い
か
に
促
さ
れ
、
認
識
が
い
か
に
形

、

）

成
さ
れ
て
い
く
の
か
を
見
定
め
な
が
ら
、
学
習
活
動
を
組
み
立
て
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

読
む
活
動
の
中
に
お
け
る
言
語
を
媒
介
と
し
た
認
識
の
形
成
・
深
化
と
い
う
営
み
を
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
、
あ
る
認
識
が
言
語
を
媒
介
に
し
て
読

み
手
の
内
部
に
そ
の
ま
ま
写
し
取
ら
れ
る
、
と
い
う
単
純
な
営
み
で
は
な
か
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
と
い
う
形
で
表
出
さ
れ
た
他
者
の
認
識
が
受
容
さ
れ
る

段
階
に
お
い
て
、
読
み
手
は
自
己
の
認
識
の
枠
組
み
に
よ
る
解
釈
を
施
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
他
者
の
認
識
と
自
己
の
認
識
と
の
ズ
レ
か
ら
生
じ
る
対

立
や
葛
藤
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
（
論
者
は
「
あ
り
の
ま
ま
に
読
む
」
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
立
場
は
と
っ
て
い
な
い

。
そ
し
て
そ
の
対
立
や
葛
藤
は
、

）

通
常
は
読
み
手
自
身
の
認
識
の
枠
組
み
に
合
う
よ
う
に
他
者
の
認
識
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
い
く
（
あ
る
い
は
対
立
や
葛
藤
が
無

視
さ
れ
る
）
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
テ
ク
ス
ト
と
い
う
形
で
表
出
さ
れ
た
他
者
の
認
識
に
接
し
な
が
ら
も
、
読
み
手
が
読
ん
で
い
る
の

は
、
結
局
自
分
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
な
状
態
か
ら
脱
す
る
た
め
に
は
、
自
己
の
認
識
を
自
覚
化
し
、
そ
れ
を
絶
対
化
す
る
こ
と
な
く
、
他
者
（
テ
ク
ス
ト
や
他
の
読
み
手
）

と
の
対
話
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
過
程
の
中
で
認
識
は
深
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
授

業
の
中
に
お
い
て
共
同
し
て
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
読
む
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
言
語
に
よ
る
認
識
の
深
化
を
促
す
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
に
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
を
展
開
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
山
元
隆
春
の
指
摘
を
参
考

に
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
学
習
過
程
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
一
段
階
：
他
者
の
認
識
を
十
分
に
理
解
す
る
段
階

第
二
段
階
：
自
分
の
認
識
を
自
覚
化
し
、
自
己
の
他
者
理
解
を
検
討
す
る
段
階

第
三
段
階
：
自
分
の
他
者
理
解
を
相
対
化
し
、
自
己
の
認
識
の
深
化
・
拡
充
を
図
る
段
階
（
注
２
）

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
段
階
は
時
間
の
推
移
と
は
別
に
並
行
的
に
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
授
業
で
は
意
図
的
・
計
画
的
に
い
ず
れ
か
の
段
階
に

焦
点
を
当
て
な
が
ら
取
り
立
て
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

２

「
宮
澤
賢
治
」
か
ら
離
れ
て

宮
澤
賢
治
は
こ
れ
ま
で
に
多
様
な
角
度
か
ら
研
究
さ
れ
、
語
ら
れ
、
そ
し
て
様
々
に
表
現
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
営
み
を
通
じ
て
、
最
も
強
固
に

作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
宮
澤
賢
治
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
自
己
を
「
修
羅
」
と
規
定
し

「
デ
ク
ノ
ボ
ー
」
で
あ
る
こ
と
を
希
求
し
、
自
己
犠
牲
と
い
う
崇

、

高
な
理
想
に
生
き
る
「
聖
人
宮
澤
賢
治
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
近
年
は
「
宮
澤
賢
治
」
批
判
も
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
は
い
る
が
（
注

３

、
そ
れ
は
ま
だ
「
宮
澤
賢
治
」
受
容
の
主
流
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

）「
聖
人
宮
澤
賢
治
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、
さ
ら
に
は
賢
治
の
生
家
が
質
・
古
着
商
を
営
ん
で
い
た
こ
と
や
賢
治
の
父
が
町
会
議
員
を
務
め
た
人
で
あ

っ
た
と
い
う
伝
記
的
事
実
は
、
我
々
が
〈
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
〉
を
読
む
場
合
に
、
解
釈
の
枠
組
み
と
し
て
作
動
し
、
一
定
の
方
向
に
読
み
を
導
く

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
が
既
に
獲
得
し
て
い
る
認
識
の
枠
組
み
の
中
で
テ
ク
ス
ト
を
受
容
す
る
限
り
、
本
来
、
多
様
な
喚
起
力
を
有
す

る
テ
ク
ス
ト
、
小
森
陽
一
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
あ
ら
ゆ
る
安
定
し
た
思
考
や
認
識
の
枠
組
み
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
て
く
る
運
動
そ
の
も
の

（
注
４
）

」

で
あ
る
テ
ク
ス
ト
を

「
逃
れ
ら
れ
な
い
弱
肉
強
食
の
因
果
へ
の
悲
し
み

（
注
５
）
と
い
っ
た
よ
う
に
縮
約
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な

、

」

が
り
か
ね
な
い
の
だ
。

指
導
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
学
習
者
も
既
に
何
ら
か
の
「
賢
治
像
」
を
そ
の
内
部
に
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
学
習
者
は

現
在
ま
で
に
「
や
ま
な
し

「
銀
河
鉄
道
の
夜

「
永
訣
の
朝
」
な
ど
を
授
業
で
読
ん
で
き
て
お
り
、
ま
た
、
個
人
的
に
多
く
の
テ
ク
ス
ト
に
触
れ
て
い

」

」

る
学
習
者
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
学
習
経
験
・
読
書
体
験
が
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
読
み
を
規
制
す
る
可
能
性
は
大
き
い
。

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
「
あ
ら
ゆ
る
安
定
し
た
思
考
や
認
識
の
枠
組
み
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
」
力
を
授
業
の
中
に
導
き

入
れ
る
た
め
に
は
、
一
旦
、
我
々
の
内
部
に
形
作
ら
れ
て
し
ま
っ
た
「
賢
治
」
像
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た

め
に
、
学
習
者
に
は
作
者
名
を
伏
せ
た
形
で
教
材
を
提
示
し
（
そ
れ
で
も
作
者
が
宮
澤
賢
治
だ
と
気
付
く
学
習
者
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
が

、
単
元

）

全
体
の
導
入
・
展
開
段
階
で
は
宮
澤
賢
治
に
関
す
る
伝
記
的
事
実
や
思
想
に
は
一
切
触
れ
ず
に
授
業
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。



３

「
物
語
内
容
」
か
ら
「
物
語
行
為
」
へ

従
来
の
文
学
の
授
業
は

「
何
」
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
読
み
と
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
教
材

、

に
対
す
る
読
み
（
あ
る
い
は
「
主
題
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
）
の
固
定
化
を
進
め
、
読
み
手
と
し
て
の
学
習
者
の
読
み
を
等
閑
に
し
て
、
既
定
の
読
み
に

た
ど
り
着
か
せ
る
（
そ
れ
を
読
み
と
ら
せ
る
）
よ
う
に
授
業
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば

「
山
月

、

記
」
で
は
学
習
者
の
読
み
と
は
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
「
自
我
意
識
の
苦
悩
」
と
い
っ
た
読
み
が
唯
一
絶
対
な
読
み
で
あ
る
か
の
よ
う
に
制
度
化
・
特
権

化
さ
れ
、
つ
い
に
は
、
自
我
意
識
の
形
成
・
完
成
期
に
あ
る
高
校
生
が
読
む
教
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
見
な
さ
れ
、
高
等
学
校
国
語
科
教
育
の

中
に
お
い
て
正
典
化
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
注
６
）

。

授
業
に
お
い
て
「
何
」
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
問
わ
れ
続
け
て
い
く
に
つ
れ
て
、
学
習
者
は
〈
書
か
れ
て
い
る
は
ず
の
「
何
」
か
〉
を
読
み
と
る
こ

と
に
ば
か
り
努
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
見
い
だ
さ
れ
た
「
何
」
か
は
、
学
習
者
が
既
に
獲
得
し
て
い
る
認
識
の
枠
組
み

に
よ
っ
て
表
現
し
直
さ
れ
る

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
で
あ
れ
ば

「
弱
肉
強
食
の
世
界
」
と
い
う
よ
う
に
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
営
み
を
文
学
を
読

。

、

ん
だ
、
文
学
を
体
験
し
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
「
何

（

物
語
内
容

（
注
７

）
に
ば
か
り
拘
泥
す
る
文
学
の
授
業
を

」
「

」

）

須
貝
千
里
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

文
学
作
品
を
登
場
人
物
の
〈
言
動
〉
の
層
で
読
み
、
そ
れ
を
読
み
手
の
〈
既
有
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
〉
の
層
で
受
け
止
め
る
こ
と
を
〈
感
動

体
験
の
成
立
〉
と
み
て
し
ま
う
の
で
は
〈
文
学
の
こ
と
ば
〉
の
力
と
の
〈
出
会
い
〉
は
回
避
さ
れ
て
し
ま
う

（
注
８
）

。

で
は
、
一
で
考
察
し
た
よ
う
な
読
み
手
の
認
識
の
深
化
を
促
す
た
め
に
は
、
文
学
の
授
業
は
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
向
か
う
べ
き
な
の
か
。
須
貝
は
先

の
引
用
に
続
け
て
「

こ
と
ば
の
仕
組
み
〉
を
〈
出
来
事
の
仕
組
み
〉
と
し
て
で
は
な
く
、
出
来
事
に
対
す
る
〈
語
り
の
仕
組
み
〉
と
し
て
自
覚
的
に
把

〈

握
し
、
そ
こ
に
孕
ま
れ
た
表
現
と
認
識
の
運
動
の
解
明

（
注
９
）
に
向
か
う
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
丹
藤
博
文
は
文
学
テ
ク
ス
ト
の

」

行
為
性
に
着
目
し
な
が
ら
「

何
〉
が
〈
い
か
に
〉
語
ら
れ
て
い
る
か
に
着
目
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
と
ば
の
他
者
の
行
為
性
を
追
求

〈

〈

〉

」（

）

。

「

」（
「

」（

）
）

す
る
た
め
に
は

な
ぜ

そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
を
問
題
化
す
べ
き
で
あ
る

注

と
主
張
す
る

い
ず
れ
も

語
り

物
語
行
為

注
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11

を
重
視
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
は
特
異
な
「
語
り
」
の
あ
り
方
を
示
す
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
点
に
着
目
し
な
が
ら
「
読
み
手
の
〈
既
有
の
も
の
の
見
方

・
考
え
方
〉
の
層
で
受
け
止
め
」
ら
れ
た
読
み
を
相
対
化
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
の
持
つ
「
あ
ら
ゆ
る
安
定
し
た
思
考
や
認
識
の
枠
組
み
に
ゆ
さ

ぶ
り
を
か
け
る
」
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
習
者
の
認
識
の
深
化
・
拡
充
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
検
証

し
て
い
き
た
い

「
物
語
内
容
」
中
心
の
授
業
か
ら
「
物
語
行
為
」
中
心
の
授
業
へ
の
転
換
。
そ
の
可
能
性
と
有
効
性
を
今
回
の
実
践
を
通
し
て
さ
ぐ
っ

。

て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注
１

ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー

柴
田
義
松
訳
『
思
考
と
言
語

（
二
〇
〇
一
年
九
月

新
読
書
社
）

』

注
２

山
元
隆
春
「
こ
と
ば
の
力
と
認
識
能
力

（
糸
井
通
浩
・
植
山
俊
宏
編
『
国
語
教
育
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
所
収

一
九
九
五
年
一
二
月

世
界
思
想
社
）

」

注
３

宮
澤
賢
治
を
批
判
的
に
読
み
直
す
近
年
の
研
究
と
し
て
、
押
野
武
志
『
宮
澤
賢
治
の
美
学

（
二
〇
〇
〇
年
五
月

翰
林
書
房
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
左
に
挙
げ
る
小
森
陽

』

一
の
研
究
も
「
賢
治
神
話
」
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
宮
澤
賢
治
を
読
み
直
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

注
４

小
森
陽
一
『
最
新

宮
澤
賢
治
講
義

（
一
九
九
六
年
一
二
月

朝
日
新
聞
社
）

』

『

』（

）

。

、

、「

」

注
５

高
等
学
校

改
訂
版

新
訂
国
語
一

現
代
文
・
表
現
編

指
導
と
研
究

第
四
分
冊

第
一
学
習
社

よ
り

ま
た

学
習
者
の
読
み
に
も

弱
肉
強
食
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
る

と
い
う
と
ら
え
方
が
見
ら
れ
る
。

注
６

蓼
沼
正
美
「

山
月
記
』
論
ー
自
己
劇
化
と
し
て
の
語
り

（

国
語
国
文
研
究
』
八
七
号

一
九
九
〇
年
一
二
月
）
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
蓼
沼
論
文
に
対
し
て
、
中
村
敦
雄
は
「
指

『

」
『

導
書
に
書
か
れ
た
あ
っ
た
『
正
解
』
の
代
わ
り
に
、
新
解
釈
が
置
換
さ
れ
る
だ
け
の
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か

（

山
月
記
』
を
ど
う
や
っ
て
救
出
す
る
か
？

（
群
馬
大
学
教
育
学

」
「
『

」

部
国
語
教
育
講
座
編
『

山
月
記
』
を
よ
む
』
所
収

二
〇
〇
二
年
二
月

三
省
堂

）
と
危
惧
を
示
し
て
い
る
。

『

）

注
７
・

ジ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

花
輪
光
・
和
泉
涼
一
訳
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

方
法
論
の
試
み

（
一
九
九
一
年
一
一
月

水
声
社
）
に
よ
る
。

』

11

注
８
・
９

須
貝
千
里
「

不
完
全
』
な
世
界
を
生
き
て
い
く
た
め
に

〈
新
し
い
文
学
教
育
〉
へ

（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
『

新
し
い
作
品
論
〉
へ

〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ

文
学
研
究
と
国

『

」

〈

、

語
教
育
の
交
差

２
』
所
収

一
九
九
九
年
二
月

右
文
書
院
）

注

丹
道
博
文
「
言
語
行
為
と
し
て
の
文
学
の
読
み

ー
『
な
め
と
こ
山
の
熊

（
宮
澤
賢
治
）
を
例
と
し
て
ー

（
甲
斐
睦
朗
・
田
中
孝
一
監
修
『
高
校
国
語
教
育
ー

世
紀
の
新
方
向
ー
』
所
収

』

」

10

21

一
九
九
九
年
三
月

明
治
書
院
）

二

学
習
者
は
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
か

学
習
指
導
計
画
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
学
習
者
が
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
の
か
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
そ
こ
で
初
読
段
階
で
の
感
想
や
疑
問
点
を
学
習
者
に
書
か
せ
た
も
の
を
見
な
が
ら
、
学
習
者
が
ど
こ
に
注
目
し
、
ど
の
よ
う
な
読
み
を
し
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
、
特
に
顕
著
な
点
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

１

語
り
へ
の
注
目

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
特
異
な
語
り
の
あ
り
方
に
注
目
す
る
学
習
者
が
多
い
。
い
く
つ
か
列
挙
し
て
み
る
。

①

小
説
の
中
に
出
て
く
る
「
僕

「
私
」
と
は
誰
な
の
か
。
登
場
人
物
な
の
か
、
作
者
な
の
か
。

」

②

「
私
」
と
「
僕
」
は
同
一
人
物
な
の
か
。

③

作
者
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
何
カ
所
か
出
て
く
る
が
、
な
ぜ
感
想
を
述
べ
て
い
る
の
か
。

④

「
そ
れ
か
ら
あ
と
の
景
色
は
僕
は
き
ら
い
だ
」
と
あ
る
が
、
作
者
は
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

⑤

「
そ
れ
か
ら
あ
と
の
景
色
は
僕
は
き
ら
い
だ

「
あ
ん
な
に
立
派
な
小
十
郎
が
〜
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
た
ま
ら
な
い
」
と
、
語
り
手
の
気
持

」

ち
が
直
接
語
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。



⑥

筆
者
は
ど
う
い
う
立
場
で
こ
れ
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

⑦

「
あ
ん
な
に
立
派
な
小
十
郎
が
〜
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
て
た
ま
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
文
は
誰
の
視
点
で
書
か
れ
た
も
の
か
。

⑧

「
本
当
は
な
め
と
こ
山
も
〜
私
は
そ
う
思
う
の
だ
」
の
と
こ
ろ
で

「
私
」
は
何
を
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

、

学
習
者
は
テ
ク
ス
ト
の
中
に
「
私
」
と
「
僕
」
と
い
う
二
人
が
姿
を
現
す
こ
と
に
違
和
感
を
抱
き
、
そ
の
関
係
（
作
者
と
「
私
」
と
「
僕
」
と
の
関

係
）
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
反
応
は
決
し
て
少
な
く
は
な
く
、
し
か
も
本
校
生
に
特
有
の
現
象
で
も

な
い

（
注
１
）
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
語
り
手
が
ど
う
し
て
直
接
感
想
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。
学
習
者
が
語
り
手

。

の
意
図
や
目
的
、
語
り
の
読
者
に
対
す
る
行
為
性
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
と
ら
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
習
者
は
「
何
」
だ
け
で

は
な
く
、
須
貝
や
丹
藤
の
言
う
「

語
り
の
仕
組
み

「

い
か
に
〉
語
ら
れ
て
い
る
か

「

な
ぜ
〉
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
か
」
を
問
題
化
し
て
い
る

〈

〉
」
〈

」
〈

の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を

「
私
」
も
「
僕
」
も
宮
澤
賢
治
で
あ
り
、
感
情
が
激
し
た
と
こ
ろ
で
は
「
僕
」
と
い
う
自
称
詞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
、
と
説

、

明
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
語
り
手
が
読
み
手
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
働
き
か
け
を
し
、
ど
の
よ
う
な
地

点
に
読
み
手
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
を
読
み
解
く
鍵
が
あ
り

（
２
で
見
る
よ
う
な
学
習
者
の
「
熊
の
行
為
」
に
対
す
る
疑
問
に
答
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る

、
と
同
時
に
読
み
手
の
認
識
の
深
化
を
促
す
契
機
が
潜

）

ん
で
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

２

熊
へ
の
注
目

１
と
並
ん
で
多
く
の
学
習
者
が
注
目
し
て
い
た
の
は
、
熊
の
行
為
（
熊
が
語
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
熊
の
語
る
言
葉
を
小
十
郎
が
理

解
で
き
る
点
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。

①

二
匹
の
親
子
熊
の
会
話
が
愛
ら
し
く
、
ほ
の
ぼ
の
と
し
て
い
て
印
象
深
か
っ
た
。

②

熊
と
話
が
で
き
る
な
ん
て
お
も
し
ろ
い
、
す
ご
い
と
思
っ
た
。

③

「
た
い
て
い
の
熊
は
〜
断
っ
た
」
と
い
う
の
が
、
お
と
ぎ
話
み
た
い
で
、
で
も
リ
ア
ル
な
感
じ
も
し
て
面
白
い
と
思
っ
た
。

④

小
十
郎
が
熊
の
言
葉
を
理
解
で
き
る
様
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
熊
と
小
十
郎
と
は
信
頼
し
あ
っ
て
い
て
、
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。

⑤

熊
か
ら
見
れ
ば
敵
対
者
で
あ
る
小
十
郎
の
こ
と
が
好
き
な
の
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
か
ら
分
か
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑥

な
ぜ
熊
の
言
葉
が
分
か
る
気
が
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
熊
の
言
葉
が
本
当
に
小
十
郎
に
聞
こ
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

⑦

熊
が
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
小
十
郎
が
鉄
砲
を
向
け
る
の
に
迷
惑
そ
う
に
手
を
振
っ
て
断
っ
た
り
し
た
の
は
、
小
十
郎
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
本
当
に
熊
が
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
か
。

⑧

小
十
郎
は
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
を
正
当
化
し
た
い
が
た
め
に
、
熊
の
言
葉
が
分
か
っ
て
い
る
気
が
し
た
り
、
恨
ん
で
い
な
い
と
思
っ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
よ
う
な
感
想
や
疑
問
か
ら

「
な
ぜ
熊
は
小
十
郎
が
好
き
な
の
か

「
な
ぜ
小
十
郎
は
熊
の
言
葉
が
理
解
で
き
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て

、

」

る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を
そ
の
ま
ま
学
習
者
に
投
げ
か
け
て
も

「
熊
と
小
十
郎
と
は
信
頼
し
あ
っ
て
い
て
、
深
い
関
係

、

に
あ
っ
た
」
と
か

「
小
十
郎
は
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
」
と
い
っ
た
様
々
な
解
釈
が
返
っ
て
く
る
ば
か
り
で
、
そ
れ
ら

、

の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に

「
い
ろ
い
ろ
な
読
み
方
が
あ
る
」
と
い
う
形
で
授
業
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
前

、

述
の
問
い
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
学
習
者
が
ど
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
意
識
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
立
っ
て
「
な
め
と
こ

山
の
熊
」
を
読
ん
で
い
る
の
か
の
確
認
が
不
可
欠
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
〜
④
の
学
習
者
は

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
を
「
お
と
ぎ
話

「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
と
し
て
読
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る

「
お
と
ぎ
話

「
フ
ァ
ン
タ

、

」

。

」

ジ
ー
」
の
世
界
で
は
、
熊
が
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
決
し
て
異
常
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
熊
が
言
葉
を
発
し
、
小
十
郎
と
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
を

通
し
て
、
両
者
の
対
等
で
共
感
的
な
関
係
が
作
り
出
さ
れ
る
（
そ
の
よ
う
な
世
界
へ
と
読
み
手
を
導
く
）
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
⑤
〜
⑧
の
学

習
者
は
、
現
実
の
熊
や
熊
と
人
間
の
関
係
に
基
づ
い
て
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
を
読
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
現
実
の
熊
は
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
な

い
し
、
猟
師
に
対
し
て
「
好
き
」
と
い
う
感
情
を
抱
く
は
ず
も
な
い
か
ら
こ
そ
「
ど
う
し
て
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
学
習
者
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
や
依
っ
て
立
つ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
考
慮
せ
ず
に
「
な
ぜ
熊
は
小
十
郎
が

」「

」

。（

）

、

好
き
な
の
か

な
ぜ
小
十
郎
は
熊
の
言
葉
が
理
解
で
き
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
議
論
し
て
も
不
毛
な
結
果
に
終
わ
り
か
ね
な
い

注
２

そ
こ
で

今
回
の
実
践
で
は

「
現
実
的
に
は
熊
が
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
、
人
間
と
熊
が
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
も
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
、

、

学
習
者
に
先
の
問
題
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
こ
と
が
語
り
手
の
意
図
、
語
り
の
行
為
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。「

〈

〉「

」

〈

〉

〈

〉

」（
『

』

）

「
『

』

『

』

『

』
」

注
１

松
本
議
生

教
材
論

な
め
と
こ
山
の
熊

そ
の

対
話

と

語
り

の
世
界

日
本
文
学

三
八
巻
七
号

一
九
八
九
年
七
月

な
め
と
こ
山
の
熊

に
お
け
る

私

と

僕

（

国
語
通
信
』
三
〇
五
号

一
九
八
八
年
一
一
月
）
に
高
校
生
の
感
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。

『

注
２

本
稿
で
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
い
う
語
を
「
読
み
手
が
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
き
に
駆
動
さ
せ
る
言
語
能
力
や
人
間
・
社
会
等
に
対
す
る
認
識
な
ど
の
総
体
」
と
い
う
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。
ま

た
、
井
上
一
郎
は
「
読
者
と
し
て
の
子
ど
も
は
、
作
品
を
読
む
そ
の
前
提
と
し
て
既
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
し
か
作
品
を
読
ま
な
い
。
文
学
を
教
え
る

と
い
う
の
は
、
そ
の
読
み
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
実
践
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
を
変
革
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
の
読
み
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（

個
を
生
か
す
多
様
な
読
み
の
授
業

読
者
と
し
て
の
子
ど
も
と
読
み
の
形
成

（
一
九
九
三
年
二
月

明
治
図
書

）
と
述
べ
て
い
る
。

」
『

』

）












