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は
じ
め
に

　

言
葉
を
学
ぶ
こ
と
は
、「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
己
を
つ
く
る
こ
と
（
＝
自
己
形
成
）
で
あ
る
。
哲
学
者
の
鷲
田
清
一
は

言
葉
と
服
を
対
比
し
て
「
語
る
な
か
、
書
く
な
か
で
私
は
私
に
な
っ
て
い

く
。
服
が
人
の
振
る
舞
い
を
編
む
よ
う
に
、
言
葉
が
人
の
思
考
や
感
情
を

編
ん
で
い
る（
１
）」

と
述
べ
て
お
り
、
言
葉
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
密

接
な
関
係
を
示
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
を
め

ぐ
る
諸
問
題
は
教
育
学
で
伝
統
的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
（issue

）

言
葉
の
学
び
と
「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
こ
と齋

藤
智
哉

で
あ
る
。
そ
の
膨
大
な
研
究
の
多
く
は
、
自
己
形
成
小
説
（
ビ
ル
ド
ゥ
ン

グ
ス
・
ロ
マ
ン
）
と
呼
ば
れ
る
小
説
や
文
学
が
果
た
す
役
割
を
教
養

（Bildung

）
と
の
関
係
か
ら
論
じ
て
き
た
が
、
言
葉
の
学
び
と
の
関
係

を
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
の
も
と
、
本
稿
で
は
実
際
の
授
業
の
実
践
事
例
を
参
照
し
な
が
ら
、
言

葉
の
学
び
が
果
た
す
役
割
の
展
望
を
素
描
し
た
い
。
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一
、
学
校
に
お
け
る
言
葉
を
め
ぐ
る
問
題

（
一
）
言
葉
の
教
育
と
国
語
教
育

　

人
間
の
学
び
は
、
言
葉
を
含
む
道
具
を
媒
介
と
し
た
他
者
と
の
か
か
わ

り
の
中
に
生
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
、
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
が
己
の
生
を
豊
か

に
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
言
葉
の
学
び
は
学
校
教
育
に

お
い
て
主
に
国
語
教
育
が
担
っ
て
き
た
。
中
学
・
高
校
で
国
語
教
師
の
経

験
が
あ
る
近
代
日
本
文
学
者
の
紅
野
謙
介
の
文
章
か
ら
、
学
校
に
お
け
る

言
葉
の
問
題
を
考
え
て
い
こ
う
。

　

新
し
い
教
科
書
を
手
に
し
た
と
き
の
新
鮮
な
ワ
ク
ワ
ク
す
る
思
い
も

た
し
か
に
あ
る
。
日
本
独
自
の
学
年
暦
に
よ
っ
て
春
四
月
の
桜
と
と
も

に
用
意
さ
れ
る
新
し
い
教
科
書
と
の
出
会
い
は
、
濃
淡
こ
そ
あ
れ
生
徒

の
心
を
多
少
は
波
立
た
せ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
興
味
を
も
っ
た
生

徒
は
教
科
書
の
内
容
を
早
く
も
一
読
す
る
か
、
拾
い
読
み
す
る
。
そ
れ

は
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
。初
め
て
手
渡
さ
れ
た
教
科
書
は
ま
だ「
教

科
書
」
で
は
な
く
、
な
に
か
を
呼
び
か
け
て
く
る
書
物
の
ひ
と
つ
だ
。

み
ず
か
ら
の
興
味
と
関
心
の
発
動
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
呼
び
か
け

に
応
じ
て
「
読
む
」
こ
と
の
で
き
る
書
物
で
こ
そ
あ
れ
、
教
室
の
空
間

で
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
教
科
書
」
と
し
て
の
機
能
を
帯
び

て
は
い
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
言

葉
や
図
像
を
自
由
に
読
み
、
あ
れ
こ
れ
快
と
不
快
と
を
感
じ
分
け
れ
ば

い
い
。
と
こ
ろ
が
教
師
と
生
徒
と
し
て
教
室
で
対
面
す
る
と
き
、
お
も

し
ろ
か
っ
た
り
、
つ
ま
ら
な
か
っ
た
り
し
た
そ
れ
ら
の
言
葉
た
ち
は
一

様
に
「
教
材
」
に
変
貌
し
て
し
ま
う
。「
教
材
」
は
文
字
通
り
教
育
の

た
め
の
材
料
だ
。
い
っ
た
ん
は
書
物
の
な
か
か
ら
死
ん
だ
言
葉
を
甦
ら

せ
た
は
ず
の
生
徒
た
ち
は
、
冷
え
冷
え
と
し
た
言
葉
の
死
骸
の
列
が
む

き
だ
し
に
な
っ
た
風
景
の
予
感
に
お
そ
わ
れ
る
こ
と
に
な
る（
２
）。

　

こ
の
文
章
は
、
二
十
五
年
前
の
一
九
九
五
年
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、

現
在
で
も
違
和
感
の
な
い
内
容
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
記
述
は
ど
の

教
科
に
も
あ
て
は
ま
る
が
、
国
語
の
教
科
書
を
想
定
し
て
読
め
ば
、
文
学

作
品
は
「
教
材
」
に
な
る
と
「
冷
え
冷
え
と
し
た
言
葉
の
死
骸
の
列
」
に

変
貌
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
と
も
皮
肉
で
辛
辣
な
比
喩
で
あ
る
。
も
し
国

語
の
授
業
が
「
言
葉
の
死
骸
の
列
」
を
扱
う
の
な
ら
ば
、
国
語
の
授
業
ほ

ど
ツ
マ
ラ
ナ
く
て
お
ぞ
ま
し
い
時
間
は
な
い
。

　

さ
ら
に
二
〇
一
八
年
に
紅
野
は
、
二
〇
二
一
年
度
入
試
か
ら
実
施
予
定

の
共
通
テ
ス
ト
の
国
語
の
サ
ン
プ
ル
問
題
に
対
し
て
「
な
ぜ
、
国
語
の
教

科
書
は
教
材
集
と
い
う
形
態
を
と
り
、
署
名
の
あ
る
書
き
手
た
ち
の
ア
ン
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ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
容
易
に
忘
れ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん（
３
）」と

言
い
、「
テ
ク
ス
ト
は
単
な
る『
情

報
』
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
膨
大
な
歴

史
と
記
憶
を
背
景
に
潜
め
、
手
触
り
を
も
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
組
み
立
て

ら
れ
て
い
ま
す
。
言
葉
は
人
々
を
解
放
す
る
と
と
も
に
、
他
方
、
厳
し
く

拘
束
も
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
言
葉
に
つ
い
て
学
び
、
言
葉
へ
の
愛
情
と

た
め
ら
い
を
学
ぶ
の
で
す（
４
）」

と
述
べ
て
い
る
。
四
半
世
紀
経
っ
て
も
紅
野

の
危
惧
は
根
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　

言
葉
や
文
学
の
教
育
に
つ
い
て
、
教
育
学
者
の
佐
藤
学
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　

言
葉
と
物
語
の
教
育
は
、
そ
れ
自
体
、
学
校
の
言
葉
と
物
語
と
い
う

制
度
の
中
で
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
入
れ
子
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
ら

厄
介
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
の
個
性
的
表
現
を
要
求
す
る
教
師

の
言
葉
が
、
借
り
物
の
類
型
化
さ
れ
た
言
葉
で
し
か
な
か
っ
た
ら
ど
う

だ
ろ
う
。
言
葉
の
意
味
を
多
層
的
に
差
異
化
し
解
体
す
る
は
ず
の
詩
の

授
業
が
、
ひ
た
す
ら
一
義
的
な
意
味
の
確
定
へ
と
向
か
う
教
師
の
言
葉

に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
言
葉
の
微
細
な
表
現
を
通
し

て
人
生
の
微
妙
な
綾
と
襞
を
か
た
ど
る
物
語
の
授
業
が
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ

う
で
論
理
一
辺
倒
の
教
師
の
言
葉
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
ら
ど
う
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
（
悪
魔
的
）
な
力
で
日
常
へ
の
反
逆

へ
と
向
か
う
危
険
な
快
楽
を
秘
め
て
い
る
文
学
が
、
健
康
的
で
創
造
的

で
善
意
に
あ
ふ
れ
た
「
教
育
」
の
類
型
的
物
語
を
ベ
ー
ス
と
し
て
読
ま

れ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
仮
定
の
話
で
は
な
く
、
ど
こ

の
教
室
に
も
見
ら
れ
る
授
業
の
現
実
で
あ
り
、
教
師
た
ち
の
常
識
そ
の

も
の
で
あ
る（
５
）。

　

両
者
の
文
章
を
併
せ
て
読
む
と
、
言
葉
の
教
育
や
国
語
教
育
を
め
ぐ
っ

て
学
校
や
教
室
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
を
お
お
よ
そ
把
握
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。次
項
で
は
、な
ぜ
こ
の
よ
う
な
授
業
が
教
師
の
常
識
に
な
っ

て
い
る
の
か
を
、学
校
と
い
う
空
間
と
言
葉
の
関
係
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

（
二
）
学
校
と
い
う
空
間
と
言
葉

　

佐
藤
は
「
学
校
の
言
語
空
間
を
支
配
し
て
い
る
言
葉
」
の
問
題
と
し
て

「
教
師
た
ち
の
教
育
を
語
る
言
葉
と
い
う
シ
ス
テ
ム
」の
存
在
を
指
摘
し
、

そ
れ
は
「
教
育
を
語
る
用
語
と
レ
ト
リ
ッ
ク
も
、
教
育
内
容
を
構
成
す
る

言
語
と
同
様
、強
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
構
成
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、

教
師
の
実
践
を
統
制
し
抑
圧
し
て
い
る
装
置
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た（
６
）。

　

こ
の
佐
藤
の
指
摘
を
学
校
関
係
者
が
ど
れ
だ
け
自
覚
し
て
い
る
だ
ろ
う
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か
。
文
科
省
や
教
育
委
員
会
な
ど
教
育
行
政
の
言
葉
、
メ
デ
ィ
ア
が
用
い

る
言
葉
、
あ
る
い
は
学
校
や
教
室
で
独
自
に
生
ま
れ
た
言
葉
。
そ
れ
ら
は

学
校
と
い
う
閉
じ
た
空
間
で
流
通
し
、
日
々
用
い
る
中
で
教
師
の
身
体
に

沁
み
込
み
、
学
校
に
い
る
者
を
良
く
も
悪
く
も
麻
痺
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
の

言
葉
が
ど
の
職
場
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
も
存
在
す
る
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
と
同
様

だ
と
し
て
も
、
学
校
で
は
「
強
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
構
成
さ
れ
た
シ
ス

テ
ム
」
で
「
教
師
の
実
践
を
統
制
し
抑
圧
し
て
い
る
装
置
」
と
し
て
の
役

割
を
果
た
す
。
し
か
し
、
学
校
と
い
う
空
間
に
は
、
子
ど
も
が
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
言
葉
が
「
教
師
の
実
践
を
統
制
し
抑
圧
」
す
る

な
ら
ば
、
教
師
が
用
い
る
言
葉
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
学
び
は
「
統
制
し
抑

圧
」
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

三
重
県
の
元
・
小
学
校
校
長
の
石
井
順
治
は
「
毎
日
毎
日
、
子
ど
も
た

ち
が
何
気
な
く
耳
に
し
て
い
る
教
師
の
こ
と
ば
。
そ
れ
が
、
子
ど
も
た
ち

の
こ
と
ば
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
教
師
は

自
覚
す
る
必
要
が
あ
る（
７
）」
こ
と
を
指
摘
し
、「
多
様
さ
を
封
じ
込
め
る
教

室
の
こ
と
ば
や
行
為
」
の
一
例
と
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

学
校
の
教
室
に
は
、
よ
く
考
え
る
と
一
風
変
わ
っ
た
こ
と
ば
が
存
在

す
る
。
学
校
と
い
う
世
界
に
浸
り
き
っ
て
い
る
教
師
に
は
、
麻
痺
し
て

し
ま
っ
て
い
て
そ
の
不
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ

が
、
一
般
社
会
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
こ
と
ば
が
か
な
り
蔓
延
し

て
い
る
。

「
今
か
ら
、
国
語
の
勉
強
を
始
め
ま
す
」

「（
い
っ
せ
い
に
口
を
揃
え
て
）
始
め
ま
し
ょ
う
」

多
く
の
学
級
で
見
ら
れ
る
授
業
開
始
の
セ
レ
モ
ニ
ー
で
あ
る
。

「
私
が
言
い
ま
す
」

「
聞
い
て
く
だ
さ
い
」

「
ど
う
で
す
か
」

「（
発
言
を
受
け
た
他
の
子
ど
も
が
い
っ
せ
い
に
）
い
い
で
す
」

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
い
ち
い
ち
使
わ
せ
て
い
る
教
室
が
あ
る
。
こ

の
教
室
で
は
、「
聞
い
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
聞
け
な
い
の

だ
ろ
う
か
。「
ど
う
で
す
か
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
反
応
し
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、「
い
い
で
す
」
と
は
、
ほ
ん
と
う
に
よ
い
と
思
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
よ
い
の
だ
と
し
た
ら
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に

よ
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か（
８
）。

　

石
井
が
こ
こ
で
示
し
た
光
景
は
小
学
校
で
は
現
在
で
も
日
常
的
に
み
ら

れ
る
が
、
中
学
校
で
は
学
校
や
教
師
に
よ
っ
て
異
な
り
、
高
校
に
な
る
と

ほ
ぼ
み
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
違
い
は
、
小
学
校
に
存
在
す
る
学
習
規
律

の
様
々
な
ル
ー
ル
が
生
み
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
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の
使
い
方
や
挙
手
の
仕
方
（
グ
ー
な
ら
発
言
〇
回
、
人
差
し
指
を
立
て
た

ら
一
回
な
ど
）
か
ら
、
話
を
聞
く
と
き
に
は
椅
子
の
背
も
た
れ
の
後
ろ
で

手
を
組
む
と
い
っ
た
身
体
矯
正
に
近
い
こ
と
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
こ

う
い
っ
た
学
習
規
律
に
よ
っ
て
、
円
滑
な
授
業
進
行
と
一
定
の
学
び
が
保

障
さ
れ
て
い
る
側
面
が
あ
る
。

　

他
方
で
、
不
思
議
な
出
来
事
に
遭
遇
す
る
こ
と
も
あ
る
。
小
学
校
の
と

き
に
は
学
習
規
律
に
従
っ
て
積
極
的
に
発
言
し
学
ん
で
い
た
子
ど
も
た
ち

が
、
同
様
の
ル
ー
ル
が
存
在
し
な
い
中
学
校
に
進
学
す
る
と
、
し
だ
い
に

発
言
し
な
く
な
り
他
者
と
学
び
合
わ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
状
況

に
対
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
思
春
期
に
差
し
か
か
り
、
発
言
す
る
こ
と
が

恥
ず
か
し
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
見
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
。
中
学
校
で
は

学
ぶ
内
容
が
難
し
く
な
り
、
間
違
う
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
て
、
発
言
し
に

く
く
な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
一
人
ひ
と

り
の
内
面
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
、い
く
ら
で
も
可
能
だ
ろ
う
。し
か
し
、

個
人
の
心
理
面
に
要
因
を
求
め
て
も
、
学
校
と
い
う
空
間
に
内
在
す
る
シ

ス
テ
ム
が
あ
る
以
上
、
根
本
的
な
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。

　

佐
藤
の
指
摘
を
敷
衍
す
れ
ば
、
教
師
が
用
い
る
学
習
規
律
に
関
す
る
言

葉
は
、
正
解
を
求
め
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
学
習
の
「
シ
ス
テ
ム
」
と

し
て
子
ど
も
た
ち
に
内
面
化
さ
せ
、
学
び
を
「
統
制
し
抑
圧
」
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
学
校
や
高
校
に
進
学
し
、
そ
れ
ま
で
の
統
制
と
抑

圧
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
学
ぶ
た
め
の
制
度

の
言
葉
を
喪
失
し
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
教
師
が
子
ど
も
の
学
び

を
保
障
す
る
た
め
に
作
っ
た
言
葉
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
シ
ス
テ
ム
の
中
で
し

か
通
用
し
な
い
言
葉
に
す
ぎ
な
い
。
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
に

馴
致
さ
れ
る
こ
と
で
自
分
の
言
葉
を
喪
失
し
、
か
り
そ
め
の
言
葉
で
そ
の

場
限
り
の
学
び
を
遂
行
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
教
師
の
努
力
と
工
夫
は
徒

労
に
終
わ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
授
業
を
演
劇
の
よ
う
に

捉
え
、
子
ど
も
を
魅
了
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
重
き
を
置
く
こ
と
の
無

意
味
さ
に
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
演
劇
的
な
祝
祭
空
間
は
ハ
レ
の
場

で
あ
る
が
、
子
ど
も
の
学
び
は
日
常
で
あ
る
ケ
の
場
で
遂
行
さ
れ
る
営
み

で
あ
る
か
ら
、
学
び
の
場
は
日
常
の
時
間
と
空
間
で
構
成
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
の
言
葉
の
喪
失
を
小
学
校
の
責
任
に
し

て
は
な
ら
な
い
。小
学
校
に
は
小
学
校
固
有
の
課
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
学
習
規
律
や
社
会
生
活
で
必

要
な
振
る
舞
い
は
、
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
に
欠
か
せ
な
い
。
他

方
で
、
中
学
校
や
高
校
で
は
、
小
学
校
と
は
異
な
る
「
統
制
と
抑
圧
」
が

言
葉
を
喪
失
さ
せ
続
け
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
代

表
的
な
も
の
は
受
験
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
に
す
べ
き
こ
と
は
、

学
校
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
が
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
日
常
の
言
葉



言葉の学びと「自分の言葉をつくる」こと─ 25 ─

に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
学
級
や
学
校
が
変
わ
る
た

び
に
学
び
を
支
え
て
い
た
言
葉
は
無
効
化
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
特
定
の
学
校
や
学
級
で
し
か
通
用
し
な
い

「
強
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
構
成
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
の
言
葉
を

解
体
し
、
学
ぶ
た
め
の
言
葉
を
日
常
の
言
葉
と
し
て
再
生
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
学
校
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
一
つ
ひ
と

つ
を
丁
寧
に
問
い
直
し
、
教
師
も
子
ど
も
も
日
常
生
活
で
用
い
る
言
葉
で

学
ぶ
と
い
う
営
み
を
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
、��「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
こ
と
と
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
な

聴
き
方
」

　

本
節
で
は
、
山
梨
県
身
延
町
立
身
延
小
学
校
教
諭
で
あ
る
古
屋
和
久
先

生
の
実
践
か
ら
、
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
考
え
み
た
い
。
古
屋
先
生

は
教
員
生
活
三
十
五
年
目
の
ベ
テ
ラ
ン
教
師
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
年
間

は
東
京
大
学
教
育
学
部
で
派
遣
研
究
生
、
五
年
間
は
山
梨
県
教
育
委
員
会

で
『
山
梨
県
史
』
の
編
纂
に
従
事
、
五
年
間
は
中
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
。

ま
た
、
民
俗
学
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
地
域
の
民
俗
採
集
を
丹
念
に
行

い
、
授
業
実
践
に
活
か
す
取
り
組
み
を
続
け
て
い
る
。
主
著
に
は
『
民
俗

と
教
育
実
践
─
伝
説
と
の
出
会
い
』（
日
本
図
書
刊
行
会
）、『「
学
び
合
う

教
室
文
化
」を
す
べ
て
の
教
室
に
─
子
ど
も
た
ち
と
共
に
創
る
教
室
文
化
』

（
世
織
書
房
）
が
あ
る
。

　

筆
者
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
年
に
二
・
三
回
ず
つ

古
屋
先
生
の
教
室
を
訪
問
し
、
ほ
ぼ
丸
一
日
授
業
を
参
観
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
頻
度
で
通
っ
て
い
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
変
容

か
ら
だ
け
で
な
く
、
教
師
の
変
化
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
多
く
あ
る
。
し
た

が
っ
て
以
下
で
は
、
古
屋
先
生
の
言
葉
の
変
化
に
注
目
し
、
言
葉
の
学
び

に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

（
一
）「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
こ
と

　

二
〇
一
九
年
度
は
六
月
二
十
八
日
に
最
初
の
訪
問
を
し
た
。
こ
の
日
の

授
業
で
頻
繁
に
「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
と
い
う
古
屋
先
生
の
言
葉
を

聞
き
、
今
ま
で
と
は
異
な
る
言
葉
の
重
さ
を
感
じ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の

言
葉
に
つ
い
て
具
体
的
な
場
面
か
ら
考
察
す
る
。

　

例
え
ば
三
時
間
目
の
社
会
。
こ
の
日
は
「
米
づ
く
り
の
仕
事
」
の
導
入

の
授
業
だ
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
黒
板
に
貼
ら
れ
た
「
苗
づ
く
り
（
苗

間
）」「
田
お
こ
し
」「
し
ろ
か
き
」「
田
植
え
」「
水
の
管
理
」「
除
草
」「
稲

刈
り
」
の
写
真
（
順
番
は
バ
ラ
バ
ラ
に
貼
ら
れ
て
い
る
）
を
、
正
し
い
順

番
に
並
べ
か
え
る
課
題
に
取
り
組
ん
だ
。
ク
ラ
ス
に
は
実
際
に
田
植
え
を

手
伝
っ
た
こ
と
の
あ
る
子
ど
も
が
数
人
い
た
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
を
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話
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
米
づ
く
り
の
仕
方
を
確
認
し
て
い
っ
た
。

　

授
業
の
中
盤
で
「
水
の
管
理
」
に
注
目
す
る
と
、
古
屋
先
生
は
子
ど
も

た
ち
に「
管
理
し
て
い
る
人
は
何
を
考
え
な
が
ら
田
を
見
て
い
る
の
か
を
、

教
科
書
を
読
み
な
が
ら
説
明
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
」
と
問
い
か
け
た
。

そ
し
て
、
写
真
の
管
理
し
て
い
る
人
の
近
く
に
吹
き
出
し
を
書
い
た
。
以

下
は
、
子
ど
も
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
で
考
え
を
交
流
し
た
あ
と
に
全
体
で
学

び
合
う
場
面
で
あ
る
が
、
子
ど
も
の
名
前
は
全
て
仮
名
に
し
て
あ
る
。

古
屋
先
生　
　

  

で
は
、
こ
の
中
（
＝
吹
き
出
し
）
に
入
る
言
葉
を
考
え

た
人
、
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。
…
一
つ
も
ま
だ
言
葉

に
で
き
て
な
い
人
（
＝
手
を
挙
げ
て
い
な
い
人
：
筆
者

注
）
い
る
よ
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
ダ
メ
な
の
。
は
い
、
も
う

一
回
。
し
っ
か
り
読
ん
で
。

＊
こ
の
後
、
改
め
て
グ
ル
ー
プ
で
三
十
秒
ほ
ど
交
流
す
る
。

古
屋
先
生　
　

  

何
の
た
め
に
こ
の
仕
事
を
や
っ
て
い
る
の
か
っ
て
こ
と

が
、
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
ね
。

あ
る
女
の
子　

稲
を
守
る
た
め
？
（
と
つ
ぶ
や
く
）

古
屋
先
生　
　

  （
そ
の
つ
ぶ
や
き
を
ひ
ろ
っ
て
）「
稲
を
守
る
た
め
」
な

ん
て
言
葉
で
分
か
っ
た
つ
も
り
に
な
ら
な
い
で
。
中
身

の
な
い
箱
の
言
葉
な
ん
て
言
っ
て
も
仕
方
な
い
よ
。

＊
再
度
、
一
分
半
ほ
ど
グ
ル
ー
プ
で
の
交
流
が
続
く
。

古
屋
先
生　
　

  

は
い
、
じ
ゃ
あ
言
葉
を
つ
く
っ
た
人
、
手
を
挙
げ
て
。

…
で
は
、
ヨ
シ
コ
さ
ん
。

ヨ
シ
コ
さ
ん　

…
…
。

古
屋
先
生　
　

  

さ
あ
、
ヨ
シ
コ
さ
ん
は
何
を
言
お
う
と
し
た
ん
で
し
ょ

う
ね
？
じ
ゃ
あ
、グ
ル
ー
プ
で
一
回
確
認
し
て
ご
ら
ん
。

は
い
。
い
い
よ
。
…
タ
カ
シ
く
ん
、
ヨ
シ
コ
さ
ん
に
確

認
し
て
あ
げ
て
。「
何
言
お
う
と
し
た
の
？
」
っ
て
、

言
葉
つ
く
っ
て
あ
げ
て
。（
タ
カ
シ
く
ん
は
ヨ
シ
コ
さ

ん
と
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
が
、
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
取
れ
な
い
。
す
る
と
、
ヤ
ス
ユ
キ
く
ん
が
自

分
の
考
え
を
言
い
始
め
る
。）
ヤ
ス
ユ
キ
く
ん
、
自
分

の
言
葉
は
い
い
か
ら
、
ヨ
シ
コ
さ
ん
の
言
葉
を
つ
く
る

こ
と
考
え
て
あ
げ
て
。（
残
り
の
三
人
が
小
声
で
話
し

か
け
る
。
教
室
の
あ
ち
こ
ち
で
話
が
始
ま
る
）

古
屋
先
生　
　

  （
教
室
全
体
に
向
け
て
）言
え
る
人
は
べ
ら
べ
ら
お
し
ゃ

べ
り
し
な
い
で
、
言
え
て
な
い
人
の
言
葉
を
し
っ
か
り

つ
く
っ
て
あ
げ
て
。

古
屋
先
生　
　

  

は
い
、
じ
ゃ
あ
言
葉
を
つ
く
っ
た
人
。（
全
員
手
を
挙

げ
る
）
は
い
、
ヨ
シ
コ
さ
ん
。
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ヨ
シ
コ
さ
ん　

  （
教
科
書
を
読
み
な
が
ら
自
分
が
考
え
た
こ
と
を
話
し

始
め
る
…
）

　
「
言
葉
を
つ
く
る
」
と
い
う
表
現
は
、
一
般
的
な
授
業
で
は
「
話
す
」「
表

現
す
る
」「
発
言
す
る
」「
発
表
す
る
」
な
ど
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
古
屋

先
生
の
場
合
、
今
ま
で
は
「
表
現
す
る
」
や
「
言
葉
に
す
る
」
を
使
う
こ

と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
日
は
「
言
葉
を
つ
く
る
」
と
い
う
表
現
を
多
用

し
て
い
た
。

　

古
屋
先
生
の
子
ど
も
に
対
す
る
要
求
に
厳
し
さ
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
子
ど
も
た
ち
が
学
び
方
を
学
ん
で
い
る
途
中
（
古
屋
先
生
が
担
任

し
て
三
ヶ
月
）
で
あ
る
た
め
、
時
期
的
に
必
要
な
厳
し
さ
で
あ
る
。
こ
の

場
面
で
特
に
厳
し
さ
を
感
じ
る
言
葉
は
、
ヨ
シ
コ
さ
ん
以
外
の
子
ど
も
に

向
け
ら
れ
た
「
中
身
の
な
い
箱
の
言
葉
」
だ
ろ
う
。「
稲
を
守
る
た
め
」

と
い
う
教
科
書
本
文
の
言
葉
が
、「
中
身
の
な
い
箱
の
言
葉
」
に
あ
た
る
。

も
ち
ろ
ん
教
科
書
の
言
葉
に
中
身
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
教
科
書
の
言

葉
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ

と
を
古
屋
先
生
は
求
め
て
い
る
。
そ
の
部
分
を
読
ん
で
自
分
が
何
を
感
じ

た
の
か
、
考
え
た
の
か
。
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
今
ま
で
経
験

し
て
き
た
こ
と
や
知
っ
て
い
る
言
葉
な
ど
、
自
分
を
か
た
ど
っ
て
い
る
も

の
を
総
動
員
し
て
「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
必
要
が
あ
る
。
小
手
先
の

言
葉
と
知
識
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
で
応
じ
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
ヨ
シ
コ
さ
ん
は
言
葉
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
は
「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
と
「
中
身
の
な
い
箱
の

言
葉
」
が
、
一
般
的
な
学
習
規
律
の
言
葉
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注

目
し
た
い
。「
聞
い
て
く
だ
さ
い
」や「
い
い
で
す
」と
は
全
く
異
な
る
し
、

子
ど
も
の
学
び
を
「
統
制
し
抑
圧
す
る
」
言
葉
で
も
な
い
。
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
、
絶
え
ず
自
分
の
考
え
を
借
り
物
で
は
な
い
自
分
の
言
葉
で
表

現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
自
分
た
ち
の
学
び
を
豊
か
に
す

る
た
め
の
言
葉
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
子
ど
も
に
対
し
て
こ
の

よ
う
な
要
求
を
す
る
古
屋
先
生
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
「
聴
く
」
こ
と
に

こ
だ
わ
っ
た
学
習
指
導
を
追
求
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
自
分
の
言
葉
を

つ
く
る
」
指
導
に
た
ど
り
つ
い
た
。
で
は
、
次
項
で
「
聴
く
」
こ
と
の
意

味
を
整
理
し
よ
う
。

（
二
）
学
び
に
お
け
る
「
聴
く
」
こ
と
の
意
味

　

わ
れ
わ
れ
は
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
の
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
「
き

く
」こ
と
を
学
ん
で
い
る
。学
習
指
導
要
領
で
国
語
科
の
学
習
内
容
は「
話

す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
三
領
域
で
構
成
さ

れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
国
語
の
授
業
を
通
し
て
「
聞
く
」
こ
と
を
学
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
話
し
手
の
方
に
身
体
を
向
け
る
、
相
づ
ち



國學院雑誌　第 121 巻第１号（2020年） ─ 28 ─

を
打
つ
、
メ
モ
を
取
る
な
ど
、
聞
き
方
の
技
法
に
と
ど
ま
ま
る
場
合
が
多

い
た
め
、「
き
く
」
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
よ
う
。

　
「
き
く
」
に
あ
た
る
漢
字
に
は
、
聞
く
・
聴
く
・
訊
く
・
利
く
な
ど
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
漢
字
を
明
確
に
使
い
分
け
て
い
る
の
は
、
筆
者
が
調
査

し
た
と
こ
ろ
『
新
明
解
国
語
辞
典 

第
七
版
』（
三
省
堂
、
以
下
『
新
明
解
』）

の
み
で
あ
っ
た
。
以
下
に
そ
の
内
容
を
示
し
て
お
こ
う
。

き
・
く
【
聞
く
】（
他
五
）

㊀
≪
な
に
ヲ
─
≫
音
や
声
を
耳
で
感
じ
る
（
知
る
）。

㊁  

≪
な
に
ヲ
─
／
な
ん
だ
ト
─
≫
聞
い
た
内
容
を
理
解
し
て
、
そ
れ

に
応
じ
る
。

㊂
≪
だ
れ
ニ
な
に
ヲ
─
≫
尋
ね
る
。
問
う
。

㊃  

≪
な
に
ヲ
─
≫
酒
の
味
や
香
（
コ
ウ
）
の
に
お
い
の
い
い
悪
い
を

た
め
し
て
み
る
。

表
記　

㊁
は
「
聴
く
」、
㊂
は
「
訊
く
」
と
も
書
く
。

　
『
新
明
解
』
の
説
明
に
従
え
ば
、
㊀
は
「
聞
」、
㊁
は
「
聴
」、
㊂
は
「
訊
」、

㊃
は
「
利
」
に
な
る
。
他
の
辞
典
と
『
新
明
解
』
が
異
な
る
の
は
、
㊁
の

意
味
に
「
応
じ
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
は

「
聞
く
＝hear

」
と
「
聴
く
＝listen

」
で
区
別
す
る
こ
と
が
多
い
が
、『
新

明
解
』
は
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
応
答
性
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
応
答
性

に
着
目
す
る
と
、
学
ぶ
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
「
聞
く
」
よ
り
も
「
聴
く
」

で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
な
お
、
筆
者
は
拙
編
著
に
お
い
て
国
語
辞

典
の
比
較
検
討
を
行
い
、
演
出
家
の
竹
内
敏
晴
が
提
唱
し
た
「
主
体
と
し

て
の
か
ら
だ
」
の
観
点
か
ら
、
身
体
と
「
聴
く
」
こ
と
の
関
係
に
つ
い
て

論
じ
た（
９
）。
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

辞
典
の
意
味
の
簡
単
な
整
理
を
踏
ま
え
、
そ
も
そ
も
「
聴
く
」
と
は
い

か
な
る
行
為
か
を
考
え
て
み
た
い
。
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
は
「
見
る
こ
と

は
人
を
傍
観
者
に
し
、
聴
く
こ
と
は
人
を
参
加
者
に
す
る）

（1
（

」
と
述
べ
た
。

さ
ら
に
「
言
語
は
、
そ
れ
が
話
さ
れ
る
と
同
時
に
、
聞
か
れ
る
と
き
に
の

み
存
在）

（（
（

」
す
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、「
聴
く
」

こ
と
は
場
の
当
事
者
に
な
る
こ
と
を
要
請
す
る
行
為
だ
と
い
え
る
。
そ
の

場
を
共
有
す
る
複
数
の
人
間
が
「
聴
く
」
こ
と
で
場
の
当
事
者
に
な
ら
な

い
と
、
話
さ
れ
た
言
葉
は
宙
に
浮
い
て
し
ま
い
、
話
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

と
同
じ
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
聴
き
手
が
話
し
手
の
言
葉
を
受
け
止
め
何

ら
か
の
応
答
を
す
る
こ
と
で
、
対
話
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　

子
ど
も
だ
け
で
な
く
大
人
に
お
い
て
も
、
学
ぶ
た
め
に
必
要
な
こ
と
は

聞
い
て
情
報
を
受
信
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
聞
い
た
こ
と
を
理
解
し
、
何

ら
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と
＝
応
じ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
応

じ
方
は
様
々
あ
る
に
せ
よ
、
他
者
と
の
応
答
の
積
み
重
ね
が
情
報
を
知
識
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に
変
え
、知
識
を
理
解
に
変
え
、わ
れ
わ
れ
自
身
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
が
「
私
は
、
誰
か
に
話
し
か
け
ら

れ
、
呼
び
か
け
る
人
に
対
し
て
私
自
身
を
差
し
向
け
る
よ
う
促
さ
れ
る
と

き
、
私
自
身
の
物
語
的
説
明
を
確
立
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
反
省
的
主
体

と
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る）

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
触
発
さ
れ
る
な

ら
ば
、自
分
の
言
葉
を
つ
く
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
こ
と
は
、

他
者
や
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
呼
び
か
け
に
応
答
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。

つ
ま
り
、
聞
い
た
こ
と
に
対
し
て
何
ら
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
こ
と

＝
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
、
あ
ら
ゆ
る
学
び
の
出
発
点
に
な
る
。
こ
の
リ
ア
ク

シ
ョ
ン
に
は
、
聞
い
た
こ
と
が
分
か
ら
な
か
っ
た
と
き
に
「
訊
く
」
こ
と

も
含
ま
れ
る
。
分
か
ら
な
い
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
分
か
ら
な
い

ま
ま
放
置
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
学
び
の
機
会
を
逸
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
学
び
嫌
い
が
増
え
る
最
大
の
要
因
な
の
で
あ
る
。

（
三
）「
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
聴
き
方
」

　

古
屋
先
生
は
、
二
つ
の
「
き
く
」
こ
と
（「
聴
く
」
と
「
訊
く
」
＝
「
学

び
の
作
法）

（1
（

」）
は
徹
底
し
て
躾
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

具
体
例
の
一
つ
が
本
節
（
一
）
で
取
り
上
げ
た
場
面
で
あ
っ
た
。
古
屋
先

生
は
、
子
ど
も
に
対
し
て
学
び
の
状
況
を
言
葉
で
伝
え
、
何
を
す
べ
き
か

を
自
分
自
身
で
考
え
る
よ
う
に
促
し
、
発
言
や
行
動
の
意
味
を
自
分
の
言

葉
で
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
古
屋
学
級
の
子
ど
も
た

ち
は
、
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
自
分
の
事
と
し
て
引
き
受
け
、
自
分
の
行
動

様
式
を
変
え
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
学
び
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
「
学

び
の
作
法
」
を
身
に
つ
け
、
子
ど
も
た
ち
の
日
々
の
生
き
方
は
変
わ
っ
て

い
く
。
古
屋
実
践
は
、
学
習
指
導
を
通
し
て
生
活
指
導
も
実
現
で
き
る
こ

と
と
、
学
習
指
導
と
生
活
指
導
は
分
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
本
節
（
一
）
と
（
二
）
を
受
け
、「
聴
く
」
こ
と
で
「
自
分

の
言
葉
を
つ
く
る
」
こ
と
の
具
体
例
と
し
て
、
五
時
間
目
の
国
語
の
授
業

を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
日
は
敬
語
の
一
時
間
目
で
、
授
業
冒
頭
で
教
科

書
の
タ
イ
ト
ル
と
冒
頭
四
行
を
グ
ル
ー
プ
で
音
読
し
、
そ
の
内
容
に
関
す

る
問
題
を
グ
ル
ー
プ
内
で
出
し
合
っ
て
理
解
を
深
め
た
。
そ
の
後
、
古
屋

先
生
が
グ
ル
ー
プ
で
ど
ん
な
問
題
を
出
し
合
っ
て
何
を
学
ん
だ
か
を
確
認

し
た
場
面
を
以
下
で
検
討
す
る
。
な
お
、
子
ど
も
た
ち
が
音
読
し
て
い
た

文
章
は
「
わ
た
し
た
ち
は
、
聞
き
手
や
、
会
話
の
中
に
出
て
く
る
人
な
ど

に
対
し
て
敬
意
を
表
す
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
て
い
ね
い
な
言
葉
づ
か

い
を
し
ま
す
。
こ
れ
を
、
敬
語
と
い
い
ま
す）

（1
（

」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。

古
屋
先
生　
　

  

問
題
一
つ
し
か
作
ら
な
か
っ
た
？
（
あ
る
男
の
子
、
い

や
二
つ
あ
り
ま
す
）
あ
ぁ
、
二
つ
。
反
対
の
問
題
作
っ

た
の
？
…
そ
の
く
ら
い
の
こ
と
や
っ
て
な
き
ゃ
。は
い
、
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や
っ
て
い
た
こ
と
、
ユ
キ
さ
ん
ま
と
め
て
言
っ
て
く
だ

さ
い
。
こ
の
時
間
（
＝
グ
ル
ー
プ
で
読
み
合
う
時
間
：

筆
者
注
）、
何
や
っ
て
た
？

ユ
キ
さ
ん　
　
「
問
題
づ
く
り
読
み
」
や
っ
て
ま
し
た
…
…
。

古
屋
先
生　
　

  
ほ
ら
、
中
身
を
入
れ
な
い
と
。「
問
題
づ
く
り
読
み
を

し
て
ま
し
た
」
っ
て
箱
で
し
ょ
？

ユ
キ
さ
ん　
　

私
が
作
っ
た
問
題
は
…
…
。

古
屋
先
生　
　

  

…
中
身
を
入
れ
な
。
…
「
問
題
づ
く
り
読
み
を
し
ま
し

た
」っ
て
の
は
大
き
な
箱
な
の
。「
私
が
作
っ
た
問
題
」っ

て
の
は
小
さ
な
箱
な
の
。
こ
の
中
身
が
何
だ
っ
た
の
？

そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
。

ユ
キ
さ
ん　
　

  「
問
題
づ
く
り
読
み
」
を
し
て
い
ま
し
た
。
私
が
作
っ

た
問
題
は
「
敬
語
と
は
何
で
す
か
」
と
い
う
問
題
と
、

あ
と
「
聞
き
手
や
会
話
に
出
て
く
る
人
な
ど
に
対
し
て

敬
意
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
必
要
に
応
じ
て
丁
寧
な
言
葉

づ
か
い
を
す
る
こ
と
を
な
ん
と
言
い
ま
す
か
」
を
作
り

ま
し
た
。

古
屋
先
生　
　

  

そ
の
あ
と
続
け
な
き
ゃ
。
で
…
誰
が
な
ん
て
答
え
た

の
？
先
生
み
て
い
た
よ
。
誰
が
答
え
て
い
た
か
。
ユ
キ

さ
ん
、
問
題
だ
け
作
っ
て
聴
い
て
な
か
っ
た
の
？
「
敬

語
と
は
何
で
す
か
」
っ
て
言
っ
て
た
よ
ね
。
…
は
い
、

最
後
ま
で
答
え
て
。

ユ
キ
さ
ん　
　

  

え
ー
ー
っ
と
。
コ
ウ
ス
ケ
さ
ん
が
、「
聞
き
手
や
会
話

の
中
で
に
出
て
く
る
人
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
す
た

め
」
…
の
…
？

古
屋
先
生　
　

  

…
っ
て
、
答
え
た
の
。
そ
れ
に
対
し
て
タ
カ
シ
く
ん
は

な
ん
て
答
え
た
？

ユ
キ
さ
ん　
　

答
え
て
な
い
…

タ
カ
シ
く
ん　

え
っ
？
僕
、
答
え
た
…
。

古
屋
先
生　
　

  

よ
く
聴
い
て
な
い
と
。
答
え
た
の
に
答
え
て
な
い
っ
て

言
わ
れ
る
の
は
よ
く
な
い
よ
ね
。
…
タ
カ
シ
く
ん
、
な

ん
て
答
え
た
の
？
自
分
の
言
葉
が
伝
わ
っ
て
な
い
ん
だ

よ
。

　

こ
の
場
面
で
も
（
一
）
で
取
り
上
げ
た
「
中
身
の
な
い
箱
の
言
葉
」
が

「
箱
」
と
い
う
言
葉
で
登
場
す
る
。
グ
ル
ー
プ
の
時
間
を
時
系
列
に
沿
っ

て
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
が
何
を
考
え
何
を
学
ん
だ
の
か
を
自
分

の
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
自
分
の
言
葉

を
つ
く
る
」
こ
と
は
話
し
て
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
相
手
へ
の
応
答
も
含

め
た
「
聴
く
」
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。「
自
分
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の
言
葉
」
は
、
話
す
・
聴
く
と
い
っ
た
間
身
体
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
よ
っ
て
、
他
者
と
の
「
あ
い
だ
」
に
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

「
あ
い
だ
」
に
着
目
し
た
哲
学
者
の
篠
原
資
明
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
「
交
通
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
以
下

の
よ
う
に
四
つ
に
分
類
し
た
。

　

ま
ず
間
（
あ
い
だ
）
こ
そ
が
存
在
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
存
在
論
的
な

前
提
だ
。そ
し
て
間
が
あ
る
か
ら
に
は
、そ
こ
で
織
り
な
さ
れ
る
交
通
、

そ
れ
も
複
数
の
交
通
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
四
と

お
り
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
一
方
通
行
的
な
交
通
、
す
な
わ

ち
単
交
通

0

0

0

、
第
二
に
、
双
方
向
的
な
交
通
、
す
な
わ
ち
双
交
通

0

0

0

、
第
三

に
、
交
通
が
遮
断
さ
れ
る
反
交
通

0

0

0

、
第
四
に
、
互
い
に
異
質
性
を
保
持

し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
異
質
性
を
生
成
さ
せ
る
異
交
通

0

0

0

で
あ
る）

（1
（

。

　

こ
の
篠
原
の
分
類
に
従
え
ば
、
ユ
キ
さ
ん
は
「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」

こ
と
に
集
中
す
る
あ
ま
り
「
単
交
通
」
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
ユ
キ
さ
ん

の
語
り
に
応
答
し
「
双
交
通
」
を
目
指
し
た
タ
カ
シ
く
ん
の
言
葉
が
か
き

消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
古
屋
先
生
は
、
タ

カ
シ
く
ん
に
対
し
て
も
「
単
交
通
」
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
聴
く
」

こ
と
に
注
意
し
た
改
善
を
両
者
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
古
屋
先
生
は
、
著

書
の
中
で
「
聴
く
」
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
話
を
聞
き
な
さ
い
」
と
い
う
言
い
方
は
ど
こ
の
教
室
で
も
行
わ
れ

て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
多
く
は
、
話
し
手
の
方
を
し
っ
か
り
向
く
こ

と
や
、
手
い
た
ず
ら
や
お
し
ゃ
べ
り
を
し
な
い
で
聞
く
と
い
う
「
お
行

儀
の
よ
い
聞
き
方
」
や
、
メ
モ
を
と
り
な
が
ら
聞
く
と
い
っ
た
「
内
容

理
解
の
た
め
の
聞
き
方
」
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
…
わ
た

し
が
子
ど
も
た
ち
に
教
え
た
の
は
、「
話
の
内
容
を
自
分
の
言
葉
で
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
、
話
を
聴
い
た
あ
と
に
、
そ
の
話
に
つ
い
て
自
分

の
感
想
や
考
え
、
疑
問
を
持
ち
、
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
」
と
い
う
「
聴

き
方
」
で
す
。
わ
た
し
は
、
こ
の
「
聴
き
方
」
を
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
聴

き
方
」
と
呼
び
、
そ
の
「
聴
き
方
」
を
毎
日
の
授
業
だ
け
で
は
な
く
、

朝
の
会
や
帰
り
の
会
の
時
間
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
教
え
、
育
て
て
き

た
の
で
す）

（1
（

。

　

一
般
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
で
は
「
聴
く
」
こ
と
の
応
答
性
の

指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
、
古
屋
先
生
の
場
合
は

応
答
の
仕
方
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
創
り
出
し

て
い
る
。
こ
れ
を
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
聴
き
方
」
と
名
付
け
、「
①
相
手
が

伝
え
た
い
こ
と
を
自
分
の
言
葉
で
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
②
相
手
が
ど
こ
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で
そ
う
考
え
た
の
か
、
根
拠
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
③
聴
い
た
内
容
に

つ
い
て
、
感
想
や
考
え
た
こ
と
、
疑
問
な
ど
を
自
分
の
言
葉
に
す
る
こ
と

が
で
き
る）

（1
（

」
こ
と
を
目
的
と
し
て
示
し
た
。
こ
れ
が
「
自
分
の
言
葉
を
つ

く
る
」
こ
と
の
概
要
で
あ
る
。

　

古
屋
先
生
は
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
聴
き
方
」
を
「
毎
日
の
授
業
だ
け
で
は

な
く
…
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
教
え
、育
て
て
き
た
」と
述
べ
て
い
る
。「
聴
く
」

こ
と
は
「
学
び
の
作
法
」
で
あ
る
か
ら
、
特
定
の
授
業
や
時
間
だ
け
で
習

慣
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
聴
き
方
」
に
よ

る
学
び
合
い
は
、
情
報
伝
達
の
積
み
重
ね
で
は
生
ま
れ
な
い
。「
双
交
通
」

と
「
異
交
通
」
が
織
り
な
さ
れ
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
差
異
に
こ
そ
、
豊
か

な
学
び
が
準
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
節
の
最
後
に
、「
聴
く
」
内
容
は
、
相
手
の
言
葉
だ
け
で
な
く
テ
ク

ス
ト
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ

と
を
現
前
し
な
い
他
者
の
言
葉
を
聴
く
こ
と
だ
と
措
定
す
れ
ば
、
物
語
や

文
学
を
読
む
こ
と
、
説
明
文
や
評
論
を
読
む
こ
と
、
教
科
書
本
文
を
読
む

こ
と
、
問
題
文
を
読
む
こ
と
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
が

他
者
と
の
対
話
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
こ
と
と
自
己
形
成

　

本
節
で
は
「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
こ
と
の
先
に
何
が
あ
る
の
か
を

考
察
す
る
。
古
屋
先
生
は
、
社
会
の
授
業
の
別
の
場
面
で
、
ミ
ナ
さ
ん
に

「
人
の
話
聴
く
と
き
に
ね
、
そ
ん
な
オ
ウ
ム
み
た
い
に
覚
え
よ
う
と
し
た

ら
ダ
メ
だ
よ
」
と
指
摘
し
て
い
た
。「
お
行
儀
の
良
い
聴
き
方
」
は
「
お

行
儀
の
良
い
読
み
方
」で
も
あ
り
、「
内
容
理
解
の
た
め
の
聴
き
方
」は「
内

容
理
解
の
た
め
の
読
み
方
」
で
も
あ
る
。「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
こ

と
は
妥
協
な
く
厳
し
く
思
考
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
。

　

大
人
で
あ
っ
て
も「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
本
当
に
「
自
分
の
言
葉
」
を
持
っ
て
い
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
イ
タ
リ
ア
の
小
都
市
、
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
市
の
幼
児
教
育

の
思
想
と
実
践
を
牽
引
し
た
ロ
ー
リ
ス
・
マ
ラ
グ
ッ
ツ
ィ
の
「
冗
談
じ
ゃ

な
い
。
百
の
も
の
は
こ
こ
に
あ
る
。」
と
い
う
詩
の
一
部
か
ら
、
こ
の
問

い
を
考
え
て
み
よ
う
。

子
ど
も
は

百
の
も
の
で
作
ら
れ
て
い
る
。

子
ど
も
は
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百
の
言
葉
を

百
の
手
を

百
の
考
え
を

遊
ん
だ
り
話
し
た
り
す
る

（
中
略
）

子
ど
も
は

百
の
言
葉
を
持
っ
て
い
る
。

（
そ
の
百
倍
も
そ
の
百
倍
も
そ
の
ま
た
百
倍
も
）

け
れ
ど
も
、
そ
の
九
十
九
は
奪
わ
れ
て
い
る
。

学
校
の
文
化
は

頭
と
身
体
を
分
け
て
い
る
。

（
中
略
）

こ
う
し
て
学
校
の
文
化
は

百
の
も
の
は
な
い
と
子
ど
も
に
教
え
る
。

子
ど
も
は
言
う
。

冗
談
じ
ゃ
な
い
。
百
の
も
の
は
こ
こ
に
あ
る）

（1
（

。

　

こ
の
詩
は
学
校
の
文
化
が
子
ど
も
の
言
葉
を
奪
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
国
は
違
え
ど
も
日
本
で
も
同
様
の
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
こ
の

詩
は
学
校
教
育
を
全
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
子
ど
も

た
ち
の
豊
か
な
創
造
性
と
想
像
性
に
よ
る
学
び
の
在
り
方
を
示
し
て
い

る
。
自
分
の
言
葉
を
喪
失
す
る
契
機
が
学
校
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
シ
ス
テ

ム
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
を
学
び
の
中
心
に

据
え
た
学
校
文
化
の
創
造
を
目
指
せ
ば
自
分
の
言
葉
の
回
復
は
可
能
に
な

る
。
古
屋
先
生
の
「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
と
い
う
表
現
と
実
践
は
、

従
来
の
学
校
文
化
に
対
す
る
抵
抗
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

学
び
（learning

）
と
は
、
パ
ウ
ロ
・
フ
レ
イ
レ
が
「
預
金
型
学
力
」

と
揶
揄
し
た
よ
う
な
、知
識
を
蓄
え
る
学
習（study

）の
こ
と
で
は
な
い
。

で
は
、
知
識
基
盤
社
会
の
二
十
一
世
紀
で
求
め
ら
れ
て
い
る
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
の
獲
得
が
、
学
び
の
全
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
知
識
の
獲
得

か
ら
活
用
へ
と
い
う
分
か
り
や
す
い
変
化
の
構
図
に
違
和
感
を
覚
え
て
き

た
。
そ
し
て
、
古
屋
先
生
の
「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
と
い
う
表
現
に

触
れ
て
、
近
年
の
学
習
論
に
お
い
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
が
あ
ま

り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
知
識
の
活
用
や
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
技
法
の
隆
盛
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
見
え
に
く

く
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
び
は
「
自
己
と
の
対
話
」「
他

者
と
の
対
話
」「
世
界
と
の
対
話
」
の
三
つ
の
対
話
に
よ
っ
て
成
立
す
る

（「
学
び
の
三
位
一
体
論）

（1
（

」）
の
で
あ
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
は
、

知
識
の
獲
得
か
活
用
か
と
い
う
二
項
対
立
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
問
題
で

は
な
い
。
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教
育
心
理
学
者
の
柴
田
保
之
の
実
践
と
研
究
は
、
知
的
障
害
と
呼
ば
れ

る
人
々
も
、
自
分
の
声
と
言
葉
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る）
11
（

。
柴
田
は
、
表
現
す
る
た
め
の
言
葉
を
学
ぶ
こ
と
だ
け
で
な
く
、
表
現

す
る
た
め
の
多
様
な
方
法
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
人
々
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
れ
、
言
葉
を
学
び
、
自
分
の
言
葉

を
つ
く
り
、表
現
す
る
方
法
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
言
葉
は
、
借
り
物
で
も

統
制
の
言
葉
で
も
な
く
、
日
々
の
生
活
に
根
差
し
た
言
葉
に
違
い
な
い
。

　

学
び
に
お
け
る
対
話
の
役
割
と
は
、
自
己
の
学
び
を
成
立
さ
せ
、
自
己

を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
独
り
よ
が
り
の
言
葉
を
羅
列
す
る
対
話
で
は
他

者
に
届
か
な
い
。
他
者
に
届
け
よ
う
と
す
る
言
葉
が
自
分
自
身
を
か
た

ど
っ
て
い
く
の
だ
か
ら
、
言
葉
の
意
味
と
表
現
方
法
の
両
面
か
ら
、
言
葉

の
選
択
は
対
話
の
質
を
左
右
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
に
自
分
の
言
葉
を

と
ど
け
、
自
己
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
言
葉
を
学
ば
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
自
分
の
言
葉
で
話
す
」
よ
り
も
「
自

分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
と
い
う
表
現
の
方
が
、
学
び
と
い
う
営
み
を
よ
り

深
く
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

物
語
や
文
学
は
、
読
み
手
の
人
生
に
位
置
付
く
こ
と
で
、
そ
の
作
品
の

価
値
が
増
し
て
い
く
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
者
の
人
生
に
触
れ
た
読
み
を
交

流
す
る
国
語
の
授
業
は
、
自
分
一
人
で
は
で
き
な
い
深
い
読
み
が
生
ま
れ

る
時
間
と
場
所
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
統
制
と
抑
圧
」
の
言
葉

を
使
い
、
自
分
の
身
体
が
感
じ
て
い
る
こ
と
と
は
違
う
こ
と
を
表
明
し
続

け
る
う
ち
に
、
子
ど
も
た
ち
は
言
葉
に
対
す
る
不
信
感
を
強
め
て
い
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
育
学
者
の
秋
田
喜
代
美
は
言
葉
へ
の
信
頼
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
こ
と
ば
へ
の
信
頼
」
が
な
い
と
成
立
し
な
く
な
る
の
は
、
国
語
教

育
だ
け
だ
ろ
う
か
。
こ
と
ば
の
教
育
は
す
べ
て
の
教
科
で
行
わ
れ
て
い

る
も
の
、
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
と
ば
イ
コ
ー

ル
国
語
と
い
う
発
想
が
、
こ
と
ば
の
力
を
弱
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
国
語
に
お
け
る
こ
と
ば
の
教
育
は
、
信
頼
で
は
な
く
、

こ
と
ば
を
疑
い
問
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
も
の
と
も
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
と
ば
で
は
変
え
ら
れ
な
い
も
の
も
数
多
く
あ
る
、
こ

と
ば
は
万
能
で
は
な
い
こ
と
に
よ
る
価
値
や
非
力
さ
、
脆
弱
さ
を
認
識
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す
る
こ
と
の
な
か
で
こ
そ
、
こ
と
ば
へ
の
信
頼
は
得
ら
れ
る
だ
ろ
う）

1（
（

。

　

古
屋
先
生
の
「
自
分
の
言
葉
を
つ
く
る
」
実
践
は
、
授
業
の
み
な
ら
ず

学
校
に
い
る
全
て
の
時
間
で
行
わ
れ
て
い
る
。
古
屋
先
生
の
子
ど
も
へ
の

言
葉
が
け
は
、
秋
田
が
言
う
「
こ
と
ば
を
疑
い
問
う
」
こ
と
の
促
し
で
あ

る
。
そ
の
上
で
、
国
語
を
中
心
に
全
て
の
教
科
の
授
業
に
即
し
て
考
え
れ

ば
、
他
者
の
言
葉
に
内
在
す
る
他
者
の
「
こ
と
ば
を
疑
い
問
う
」
葛
藤
を

感
じ
取
り
、
そ
れ
を
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

で
、
言
葉
を
学
び
、
学
び
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
言
葉
を
疑
う
こ
と
を
不
信
感
に
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
に
対
す
る
不
信
感
は
言
葉
へ
の
希
望
を
生
み
出
さ

な
い
。
不
信
感
は
諦
念
と
憎
悪
と
絶
望
を
生
み
出
す
。
こ
う
い
っ
た
不
信

を
信
頼
と
希
望
に
変
え
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
言
葉
を
学
び
言
葉
へ

の
信
頼
を
回
復
す
る
こ
と
し
か
な
い
。
ま
た
、
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
中

で
自
分
の
言
葉
を
つ
く
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
で
き
れ
ば
、
無

意
味
な
「
自
分
探
し
」
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
教
育
に
お

け
る
言
葉
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
実
存
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る

た
め
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
領
域
を
越
境
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

重
要
な
問
題
（issue

）
な
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
言
葉
の
学
び
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
関
係
に
着
目
し
た

問
題
提
起
に
と
ど
ま
り
、
十
分
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
事
例

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
多
様
な
事
例
か
ら
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
言
葉
に
「
ふ
れ
る
」
こ
と
も
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら

の
課
題
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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迎
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鷲
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一
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六
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対
話
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─
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学
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京
都
を
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く
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堀
畑
裕
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言
葉
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お
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ゃ
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と
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づ
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哲
学
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ト
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ビ
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、
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０
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９
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頁
。
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２
） 

紅
野
謙
介
「
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章
を
読
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と
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表
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と
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言
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葉
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伯
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・
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英
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・
佐
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編
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シ
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ー
ズ
学
び
と
文
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２　

言
葉
と
い

う
絆
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東
京
大
学
出
版
会
、
１
９
９
５
年
、
154
─
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頁
。

（
３
） 

紅
野
謙
介
『
国
語
教
育
の
危
機
─
大
学
入
試
共
通
テ
ス
ト
と
新
学
習
指
導
要
領
』

ち
く
ま
新
書
、
２
０
１
８
年
、
187
頁
。

（
４
） 

同
上
、
279
頁
。

（
５
） 

佐
藤
学
「
言
葉
と
出
会
う
こ
と
─
経
験
と
絆
の
創
出
へ
」
佐
伯
胖
・
藤
田
英
典
・

佐
藤
学
編
『
シ
リ
ー
ズ
学
び
と
文
化
２　

言
葉
と
い
う
絆
』
東
京
大
学
出
版
会
、

１
９
９
５
年
、
257
─
258
頁
。

（
６
） 

同
上
、
262
─
263
頁
。

（
７
） 

石
井
順
治
「
こ
と
ば
の
教
育
は
、
教
師
の
こ
と
ば
・
教
師
の
こ
と
ば
の
見
直
し
か
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ら　

こ
と
ば
を
聴
く
教
師
・
こ
と
ば
を
学
ぶ
教
師
に
」
秋
田
喜
代
美
・
石
井
順
治

編
『
未
来
へ
の
学
力
と
日
本
の
教
育
４　

こ
と
ば
の
教
育
と
学
力
』
明
石
書
店
、

２
０
０
６
年
、
102
頁
。

（
８
） 

同
上
、
104
─
105
頁
。

（
９
） 

小
室
弘
毅
・
齋
藤
智
哉
編
『
ワ
ー
ク
で
学
ぶ
教
育
の
方
法
と
技
術
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ

出
版
、
２
０
１
９
年
、
128
─
133
頁
参
照
。

（
10
） John D

ew
ey T

he L
ater W

orks,1925-1953 V
olum

e2: 1925-1927 
E

ssays,R
eviw

s,M
iscellany,and T

he P
ublic and Its P

roblem
s, 

Southern Illinos　

U
niversity Press,1988, p.371.　

な
お
、
原
文
は“V

ision 
is a spectator ; hearing is a participator.”

で
あ
り
、
邦
訳
は
「
視
覚
は
傍

観
者
で
あ
り
、
聴
覚
は
当
事
者
で
あ
る
」（
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
／
阿
部
齊
訳
『
公

衆
と
そ
の
諸
問
題　

現
代
政
治
の
基
礎
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
２
０
１
４
年
、
267

頁
）
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
の
引
用
は
筆
者
の
訳
で
あ
る
。

（
11
） 

Ｊ
．
デ
ュ
ー
イ
（
河
村
望
訳
）『
デ
ュ
ー
イ
＝
ミ
ー
ド
著
作
集
12　

経
験
と
し
て

の
芸
術
』
人
間
の
科
学
社
、
２
０
０
３
年
、
144
頁
。

（
12
） 

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
自
分
自
身
を
説
明
す
る
こ
と　

倫
理
的
暴
力
の
批
判
』

月
曜
社
、
２
０
０
８
年
、
29
頁
。

（
13
） 

筆
者
は
「
聴
く
」
と
「
訊
く
」
を
総
称
し
て
「
学
び
の
作
法
」
と
表
現
し
て
い
る
。

筆
者
が
「
学
び
の
基
本
」
や
「
型
」
で
は
な
く
「
作
法
」
と
し
た
こ
と
に
は
理
由

が
あ
る
。「
作
法
」
と
は
、
身
体
と
言
葉
の
両
面
か
ら
、
所
作
や
振
る
舞
い
に
よ
っ

て
そ
の
場
へ
の
存
在
の
仕
方
を
表
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と

も
学
校
に
お
い
て
「
型
」
と
い
う
言
葉
は
、「
型
ど
お
り
」
と
い
う
表
現
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
形
式
や
ル
ー
ル
と
し
て
考
え
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
「
作
法
」
と
い
う
言
葉
を
選
択
し
た
。
な
お
、
近

代
日
本
の
教
育
に
お
け
る
「
型
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
詳
述
し
い
る
の
で
、
そ
ち

ら
そ
参
照
さ
れ
た
い
（M

asam
ichi U

eno, Y
asunori K

ashiw
agi, K

ayo 
F

ujii, T
om

oya Saito, T
aku M

urayam
a.　

M
anabi and Japanese 

Schooling :Beyond Learning in the E
ra of G

lobalisation, Routledge

、

近
刊
予
定
）。

（
14
） 『
国
語
五　

銀
河
』
光
村
図
書
、
２
０
１
９
年
、
68
頁
。

（
15
） 

篠
原
資
明
『
言
の
葉
の
交
通
論
』
五
柳
書
院
、
１
９
９
５
年
、
６
ペ
ー
ジ
。
な
お
、

同
著
者
の
『
あ
い
だ
哲
学
者
は
語
る　

ど
ん
な
問
い
に
も
交
通
論
』（
晃
洋
書
房
、

２
０
１
８
年
）
は
、
様
々
な
具
体
例
を
通
し
て
交
通
論
を
論
じ
た
も
の
で
、
交
通

論
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
役
立
つ
。

（
16
） 

古
屋
和
久
『「
学
び
合
う
教
室
文
化
」
を
す
べ
て
の
教
室
に　

子
ど
も
た
ち
と
共

に
創
る
教
室
文
化
』
世
織
書
房
、
２
０
１
８
年
、
21
─
22
頁
。

（
17
） 

同
上
、
38
─
39
頁
。

（
18
） 

ロ
ー
リ
ス
・
マ
ラ
グ
ッ
ツ
ィ
（
佐
藤
学
訳
）「
冗
談
じ
ゃ
な
い
。
百
の
も
の
は
こ

こ
に
あ
る
」（
Ｃ
．エ
ド
ワ
ー
ズ
／
Ｌ
．ガ
ン
デ
ィ
ー
ニ
／
Ｇ
．フ
ォ
ア
マ
ン
編『
子

ど
も
た
ち
の
100
の
言
葉
─
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
幼
児
教
育
』
世
織
書
房
、

２
０
０
１
年
、
４
頁
）

（
19
） 

佐
藤
学
「
学
び
の
対
話
的
実
践
へ
」『
学
び
の
快
楽　

ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
へ
』（
世
織

書
房
、
１
９
９
９
年
）
参
照
。

（
20
） 

柴
田
保
之
『
み
ん
な
言
葉
を
持
っ
て
い
た
─
障
害
の
重
い
人
た
ち
の
心
の
世
界
』

（
オ
ク
ム
ラ
書
店
、
２
０
１
２
年
）、
同
『
沈
黙
を
超
え
て　

知
的
障
害
と
呼
ば

れ
る
人
々
が
内
に
秘
め
た
言
葉
を
紡
ぎ
は
じ
め
た
』（
萬
書
房
、
２
０
１
５
年
）

を
参
照
の
こ
と
。

（
21
） 

秋
田
喜
代
美
「
こ
と
ば
と
学
力　

教
室
の
こ
と
ば
、
教
材
の
こ
と
ば
、
共
有
さ
れ

る
世
界
と
こ
と
ば
」
秋
田
喜
代
美
・
石
井
順
治
編
『
未
来
へ
の
学
力
と
日
本
の
教

育
４　

こ
と
ば
の
教
育
と
学
力
』
明
石
書
店
、
２
０
０
６
年
、
228
頁
。


