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掲
載
に
あ
た
っ
て 

馬
場 

俊
臣 
 

  

北
海
道
教
育
大
学
教
育
学
部
札
幌
校
言
語
・
社
会
教
育
専
攻
国
語
教
育
分
野
の
令
和

二
年
度
卒
業
生
の
学
士
論
文
（
卒
業
論
文
）
の
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。 

 

札
幌
校
国
語
教
育
分
野
で
は
、
三
年
生
か
ら
各
研
究
室
に
所
属
し
ゼ
ミ
活
動
な
ど
を

通
し
て
卒
業
論
文
の
指
導
を
受
け
ま
す
。
四
年
生
に
な
っ
て
か
ら
は
、
卒
業
論
文
構
想

発
表
会
（
六
月
九
日
）
及
び
卒
業
論
文
中
間
発
表
会
（
十
月
十
三
日
）
の
二
回
の
発
表

会
を
学
生
と
教
員
が
参
加
し
て
実
施
し
、
研
究
経
過
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
十

二
月
二
十
五
日
に
卒
業
論
文
を
完
成
さ
せ
提
出
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
月
二
十
六
日

に
行
っ
た
口
頭
試
問
を
終
え
て
、
卒
業
論
文
・
卒
業
研
究
が
完
成
し
ま
し
た
。 

 

令
和
二
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
に
、
二
回
の
発
表
会
は

い
ず
れ
もZoom

を
使
っ
て
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
提
出
方
法
も
、
印
刷
し
た
卒
業
論
文

を
直
接
提
出
す
る
の
で
は
な
く
、
大
学
教
育
情
報
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
電
子
フ
ァ
イ
ル

を
提
出
す
る
と
い
う
異
例
の
方
法
で
行
い
ま
し
た
。 

 

学
生
た
ち
は
、
卒
業
論
文
作
成
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
教
員
採
用
試
験
の
準
備
・

受
験
や
就
職
活
動
が
前
半
に
重
な
り
、
ま
た
八
月
末
か
ら
の
教
育
実
習
な
ど
に
も
熱
心

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
努
力
の
末
に
完
成
し
た
卒
業
論
文
の
要
旨
を
こ

こ
に
掲
載
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※
掲
載
許
諾
を
得
ら
れ
た
要
旨
の
み
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

「
学
び
に
向
か
う
力
」
を
育
て
る
国
語
科
授
業
に
つ
い
て 

国
語
科
教
育
学
第
二
研
究
室 

六
一
六
五 

辻
野 

友
哉 

 

本
研
究
の
目
的
は
、「
学
び
に
向
か
う
力
」
の
涵
養
と
「
メ
タ
認
知
」
に
関
す
る
も
の

と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
、「
学
び
に
向
か
う
力
」
の
涵
養
を
目
的
と
し
た
小
学
校
中

学
年
の
国
語
科
授
業
を
構
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

ま
ず
、
本
研
究
で
は
、「
学
び
に
向
か
う
力
」
の
涵
養
に
お
け
る
「
メ
タ
認
知
」
に
関

す
る
も
の
と
は
、
メ
タ
認
知
的
知
識
と
メ
タ
認
知
的
活
動
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
が
育
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
学
び
や
変
容
を
自

分
自
身
で
見
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
学
び
に
対
し
て
主
体
的

に
な
り
、「
学
び
に
向
か
う
力
」
の
涵
養
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

メ
タ
認
知
的
知
識
は
、
特
に
方
略
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
で
育
ち
、
メ

タ
認
知
的
活
動
は
、
自
身
が
ど
の
よ
う
に
メ
タ
認
知
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
認
知
に
つ
い

て
の
気
づ
き
、
感
覚
、
予
測
、
評
価
）
と
メ
タ
認
知
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
（
認
知
に
つ
い

て
の
目
標
設
定
、
計
画
、
修
正
）
を
行
っ
た
か
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
方
略
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
す
る
、
ま
た
メ
タ
認
知
的
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
と
メ
タ
認
知
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
自
覚
す
る
た
め
の
授
業
構
想
を
行
っ
た
。

方
略
に
つ
い
て
の
知
識
の
獲
得
は
、
方
略
を
知
る
、
使
い
方
を
知
る
、
な
ぜ
、
い
つ
使

う
の
か
を
知
る
と
い
う
過
程
を
経
験
さ
せ
、
メ
タ
認
知
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
メ
タ
認
知

的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
自
覚
は
、
事
前
、
遂
行
、
事
後
の
三
段
階
で
振
り
返
り
を
行
う
こ

と
で
、
自
分
の
学
習
の
進
め
方
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。 

今
後
の
課
題
は
、
本
研
究
で
提
案
し
た
授
業
実
践
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
効
果
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

二
〇
二
〇
年
度
卒
業
論
文
要
旨
集 
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肯
定
文
に
現
れ
る
「
全
然
」
と
「
普
通
に
」
の
比
較 

日
本
語
教
育
学
研
究
室 

七
一
〇
六 

安
藤 

鞠
音 

 

本
研
究
で
は
、
肯
定
文
に
お
い
て
、
類
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
全
然
」
と
「
普

通
に
」
の
共
通
点
と
相
違
点
を
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
、
用
例
の
分
析
を
行
っ
た
。

分
析
の
対
象
は
、『
現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
』・『
日
本
語
自
然
会
話
コ
ー

パ
ス
（
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
・
音
声
）
二
〇
二
〇
年
版
』・『Twitter 

高
度
な
検
索
』

で
収
集
し
た
用
例
で
あ
る
。 

共
通
点
と
し
て
、
①
程
度
副
詞
と
し
て
の
用
法
を
持
つ
、
②
程
度
副
詞
と
し
て
の
用

法
は
そ
の
語
が
出
現
し
た
当
初
か
ら
現
代
に
か
け
て
新
し
く
出
現
し
た
用
法
で
あ
る
、

③
否
定
的
な
文
脈
を
必
要
と
し
そ
れ
を
覆
す
、
と
い
う
三
点
を
挙
げ
た
。 

相
違
点
と
し
て
、
①
表
す
程
度
が
、「
普
通
に
」
よ
り
「
全
然
」
の
方
が
高
い
、
②
「
全

然
」
は
目
立
っ
て
共
起
の
多
い
語
が
複
数
あ
る
が
、「
普
通
に
」
に
は
同
様
の
傾
向
は
見

ら
れ
な
い
、
③
「
普
通
に
」
よ
り
「
全
然
」
の
方
が
、
比
較
の
文
脈
と
の
馴
染
み
が
良

い
、
④
「
全
然
」
よ
り
「
普
通
に
」
の
方
が
、
疑
問
文
と
の
馴
染
み
が
良
い
、
⑤
「
普

通
に
」
の
用
例
の
中
に
は
、
見
か
け
上
「
全
然
」
と
置
き
換
わ
る
こ
と
が
出
来
て
も
、

置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
意
が
大
き
く
変
化
す
る
用
例
が
あ
る
、
と
い
う
五
点
を

挙
げ
た
。
こ
れ
ら
の
相
違
点
の
原
因
と
し
て
は
、
①
は
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
元
来
持
つ
意

味
が
関
係
し
て
お
り
、②
・
③
は
①
の
程
度
の
違
い
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

④
に
つ
い
て
は
、「
全
然
」
の
用
例
の
中
に
疑
問
文
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、「
普
通
に
」

の
用
例
に
お
い
て
も
僅
か
で
あ
り
、
更
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
る
。 

以
上
か
ら
、「
全
然
」
と
「
普
通
に
」
は
、
意
味
上
の
共
通
点
が
あ
る
一
方
で
、
表
す

程
度
の
違
い
や
共
起
す
る
語
の
違
い
、
馴
染
み
や
す
い
文
脈
の
違
い
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
が
分
か
っ
た
。 

人
気
を
保
ち
続
け
て
い
る
バ
ン
ド
に
お
け
る
歌
詞
の
特
徴 

日
本
語
教
育
学
研
究
室 

七
一
〇
八 

大
門 

祐
斗 

 

本
研
究
で
は
、
人
気
を
保
ち
続
け
て
い
る
複
数
の
バ
ン
ド
に
は
、
何
か
共
通
し
た
特

徴
が
あ
る
の
か
ど
う
か
人
気
を
保
ち
続
け
て
い
る
と
は
い
え
な
い
バ
ン
ド
と
比
較
し
な

が
ら
調
査
、
分
析
を
行
っ
た
。 

調
査
、
分
析
の
対
象
と
し
た
バ
ン
ド
は
、
各
バ
ン
ド
の
結
成
年
の
近
さ
と
オ
リ
コ
ン

の
シ
ン
グ
ル
、
ア
ル
バ
ム
の
ラ
ン
キ
ン
グ
か
ら
人
気
を
保
ち
続
け
て
い
る
バ
ン
ド
と
し

て
ス
ピ
ッ
ツ
、Mr.Children

、B'z

の
三
バ
ン
ド
、
人
気
を
保
ち
続
け
て
い
る
と
い
え

な
い
バ
ン
ド
と
し
てLINDBERGH

を
設
定
し
た
。
ま
た
分
析
方
法
は
、
設
定
し
た
バ
ン

ド
の
全
て
の
シ
ン
グ
ル
の
歌
詞
を
通
読
し
特
徴
と
な
り
そ
う
な
表
現
か
ら
独
自
に
「
恋

愛
」「
時
間
」「
心
情
」「
季
節
」
の
四
つ
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
使
用
頻
度
を
分
析
し
た
。

さ
ら
に
、
歌
詞
の
中
の
人
称
の
使
用
頻
度
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
っ
た
。 

分
析
の
結
果
、
人
気
を
保
ち
続
け
て
い
る
バ
ン
ド
に
は
、「
恋
愛
」
の
テ
ー
マ
が
多
く

出
て
き
て
い
る
こ
と
か
つ
「
恋
愛
」
の
テ
ー
マ
の
内
「
愛
」
に
つ
い
て
の
ワ
ー
ド
が
多

く
出
て
き
て
い
る
こ
と
、「
時
間
」の
テ
ー
マ
が
多
く
出
て
き
て
い
る
こ
と
か
つ「
時
間
」

の
テ
ー
マ
の
内
「
現
在
」「
未
来
」
の
ワ
ー
ド
が
多
く
出
て
き
て
い
る
こ
と
、「
心
情
」

の
テ
ー
マ
が
多
く
出
て
き
て
い
る
こ
と
か
つ
「
心
情
」
の
テ
ー
マ
の
内
マ
イ
ナ
ス
の
ワ

ー
ド
が
多
く
出
て
き
て
い
る
こ
と
、
人
称
の
内
「
君
」
と
い
う
人
称
が
多
く
出
て
き
て

い
る
こ
と
の
四
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
分
か
っ
た
。
ま
た
、
人
気
を
保
ち
続
け
て
い
る
三

バ
ン
ド
を
み
る
と
「
時
間
」
の
テ
ー
マ
の
割
合
と
「
心
情
」
の
テ
ー
マ
の
内
プ
ラ
ス
の

ワ
ー
ド
に
比
べ
マ
イ
ナ
ス
の
ワ
ー
ド
が
ど
れ
だ
け
多
く
出
て
き
て
い
る
か
に
違
い
が
見

つ
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
人
気
を
保
ち
続
け
て
い
る
バ
ン
ド
の
中
で
も
以
上
の
特
徴
が
あ

る
場
合
人
気
に
差
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
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上
代
に
お
け
る
漢
字
に
受
容
の
特
徴
に
つ
い
て 

―
―
『
古
事
記
』
の
固
有
文
字
の
分
析
を
通
し
て
―
― 

国
語
科
教
育
学
第
二
研
究
室 

七
一
〇
九 

井
村 

玲
菜 

 

本
研
究
で
は
、
上
代
に
編
纂
さ
れ
た
書
物
の
中
で
、『
古
事
記
』
に
の
み
登
場
す
る
固

有
文
字
に
着
目
し
、
上
代
に
お
い
て
漢
字
が
い
か
に
受
容
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
、
当
時
の
漢
字
受
容
の
特
徴
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
固
有
文
字
の
分
析
に
は
、
主
に
注
釈
書
や
『
大
漢
和
辞
典
』
を
用
い
た
。 

調
査
の
結
果
、
最
も
多
か
っ
た
の
は
、「
焼
」
を
「
炙
」、「
筍
」
を
「
笋
」
の
よ
う
に
、

一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
を
用
い
ず
に
表
し
た
例
で
あ
る
。
字
義
の
細
か
い
違
い
に

着
目
し
、
よ
り
文
脈
に
合
っ
た
漢
字
が
選
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。 

 

次
に
多
か
っ
た
の
は
、「
延
」
を
「
莚
」、「
曙
」
を
「
署
」
の
よ
う
に
、
漢
字
の
一
部

を
付
け
加
え
た
り
、
削
除
し
た
り
す
る
例
で
あ
る
。
付
け
加
え
ら
れ
る
の
は
部
首
が
多

く
、
材
料
や
原
料
、
素
材
を
表
す
部
首
が
多
か
っ
た
。
削
除
さ
れ
る
の
も
基
本
的
に
部

首
で
あ
り
、
旁
だ
け
で
も
同
じ
意
味
を
持
つ
場
合
は
、
省
略
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

似
た
例
と
し
て
、
別
の
偏
や
旁
が
付
け
加
え
ら
れ
た
漢
字
も
あ
っ
た
。 

 

残
り
は
少
数
の
例
で
あ
る
が
、
仏
典
語
な
ど
、
中
国
で
使
わ
れ
る
漢
語
に
日
本
の
読

み
を
当
て
た
も
の
、
万
葉
仮
名
の
よ
う
に
、
漢
字
の
音
を
借
り
て
日
本
語
を
表
し
た
も

の
な
ど
が
あ
っ
た
。 

『
古
事
記
』
の
固
有
文
字
に
は
、
中
国
語
の
本
来
の
用
法
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
が
見

受
け
ら
れ
た
。
た
だ
、
漢
語
ば
な
れ
の
用
法
が
見
ら
れ
た
の
は
一
部
分
で
あ
る
た
め
、

表
記
者
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
漢
字
を
最
大
限
に
活
用
し
た
上
で
、
そ
の
ま
ま
で
は
ど

う
し
て
も
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
言
葉
の
み
を
他
の
漢
字
や
用
法
で
補
っ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
、
上
代
に
お
け
る
漢
字
受
容
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。 

日
常
会
話
に
お
け
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
国
語
科
教
育 

国
語
科
教
育
学
第
一
研
究
室 

七
一
一
五 

越
前 

亜
美 

 

 

本
研
究
は
、
日
常
生
活
の
中
で
頻
繁
に
発
生
す
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
教
科
書
教
材
を
用
い
た
デ
ィ
ス
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
の
成
果
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
本
研

究
に
お
け
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、「
人
間
同
士
の
関
わ
り
」、「
意
図
」、

「
情
報
伝
達
（
言
語
、
非
言
語
）」
が
含
ま
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
要
素
が
充
た
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。 

 

ま
ず
、
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

プ
ロ
セ
ス
の
モ
デ
ル
を
作
成
し
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
単
な
る
言
語
情
報
の
伝
達
で
は

な
く
「
意
図
」
も
含
め
た
プ
ロ
セ
ス
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
モ
デ
ル
と
の

違
い
で
あ
る
。そ
れ
を
踏
ま
え
て
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
七
つ
の「
原

因
」、
六
つ
の
「
発
生
地
点
」、
三
つ
の
「
そ
の
後
の
対
応
」
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

国
語
科
教
科
書
調
査
は
、
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
材
の
「
原
因
」「
発
生
地

点
」「
そ
の
後
の
対
応
」
の
三
観
点
と
「
描
写
」「
種
類
」「
課
題
」
の
三
観
点
の
か
け
合

わ
せ
の
計
九
つ
の
観
点
で
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
日
常
で
発
生
す
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
場
面
を
想
定
し
や
す
い
よ
う
題
材
や
描
写
を
工
夫
し
て
い
る
点
や
、
デ
ィ

ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
予
防
の
取
り
扱
い
が
充
実
し
て
い
る
点
は
成
果
と
言
え
る

が
、
教
材
数
が
少
な
い
点
、
原
因
や
そ
の
後
の
対
応
の
扱
い
に
偏
り
が
見
ら
れ
る
点
が

課
題
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

今
後
は
、
授
業
の
調
査
も
行
う
こ
と
で
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
教
育
に
ど
の
よ
う
な
成
果
と
課
題
が
あ
る
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
く
。 
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「
疑
問
詞
＋
も
＋
格
助
詞
」
形
式
に
つ
い
て 

―
―
「
疑
問
詞
＋
格
助
詞
＋
も
」
形
式
と
の
比
較
か
ら
―
― 

日
本
語
学
研
究
室 

七
一
一
九 

原
田 

開
斗 

 

本
研
究
の
目
的
は
、「
だ
れ
も
が
」
の
よ
う
に
、
疑
問
詞
の
後
に
「
も
＋
格
助
詞
」
が

来
る
「
疑
問
詞
＋
も
＋
格
助
詞
」
形
式
の
使
用
実
態
と
成
立
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。「
だ
れ
に
も
」
の
よ
う
に
、
疑
問
詞
の
後
に
「
格
助
詞
＋
も
」
が
来
る
「
疑

問
詞
＋
格
助
詞
＋
も
」
形
式
と
の
比
較
に
基
づ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行
っ
た
。 

調
査
は
、
ま
ず
『
現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
』
を
利
用
し
た
用
例
調
査

を
行
い
、次
に
収
集
さ
れ
た
用
例
の
自
然
さ
を
確
か
め
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。 

用
例
調
査
で
は
、
両
方
の
形
式
の
用
例
を
併
せ
て
約
二
万
一
千
件
収
集
し
た
。
そ
の

後
、そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
を
疑
問
詞
ご
と
、格
助
詞
ご
と
に
分
類
し
た
結
果
、「
だ
れ
も
が
」

「
だ
れ
に
も
」
な
ど
が
特
に
多
く
、
用
例
数
に
は
大
き
な
偏
り
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
、
用
例
調
査
で
収
集
さ
れ
た
用
例
が
必

ず
し
も
自
然
と
判
断
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
だ
れ
も
が
」「
ど
れ
も
が
」
の
よ
う
に
格
助
詞
が
「
が
」
で
あ

る
場
合
と
「
い
く
つ
も
の
」
の
場
合
は
、「
疑
問
詞
＋
も
＋
格
助
詞
」
形
式
の
み
が
成
立

す
る
と
判
断
し
た
。
こ
れ
ら
が
成
立
す
る
理
由
と
し
て
、
格
助
詞
「
が
」
が
「
も
」
に

前
接
し
た
「
が
も
」
と
い
う
順
序
が
成
立
し
な
い
こ
と
、
疑
問
詞
「
い
く
つ
」
は
数
量

表
現
で
あ
り
、「
数
量
表
現
＋
も
＋
の
」
と
い
う
形
式
の
一
種
と
し
て
「
い
く
つ
も
の
」

が
成
立
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
格
助
詞
が
「
が
」
の
場
合
と
「
い
く
つ
も
の
」

の
場
合
以
外
に
つ
い
て
は
、「
だ
れ
も
に
」
な
ど
一
部
の
「
疑
問
詞
＋
も
＋
格
助
詞
」
形

式
に
お
い
て
、「
だ
れ
に
も
」
の
よ
う
に
同
じ
疑
問
詞
・
格
助
詞
の
「
疑
問
詞
＋
格
助
詞

＋
も
」形
式
が
よ
り
自
然
と
判
断
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

話
し
合
い
の
振
り
返
り
学
習
に
活
用
で
き
る
論
点
の
可
視
化
の
検
討 

国
語
科
教
育
学
第
一
研
究
室 

七
一
二
二 

畠
山 

凌 

 

 

本
研
究
の
目
的
は
、
話
し
合
い
の
振
り
返
り
学
習
で
活
用
で
き
、
論
点
を
把
握
し
た

り
整
理
・
修
正
し
た
り
す
る
能
力
（
以
下
、
論
点
に
関
わ
る
力
）
の
育
成
に
適
し
た
論

点
の
可
視
化
法
を
考
案
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
話
し
合
い
の
振
り
返
り
学
習
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
か
ら
、
話
し
合
い
を
記

録
す
る
各
記
録
媒
体
（
音
声
・
映
像
・
文
字
）
を
振
り
返
り
学
習
で
用
い
る
こ
と
の
メ

リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
、
論
点
に
関
わ
る
力
を
育
成
す
る
場

合
に
用
い
る
記
録
媒
体
に
は
文
字
記
録
が
適
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。ま
た
、

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
等
の
従
来
の
論
点
を
可
視
化
す
る
方
法
の
分

析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
論
点
に
関
わ
る
力
を
育
て
る
論
点
の
可
視
化
法
に
は
、「
①

論
点
の
移
り
変
わ
り
と
構
造
を
捉
え
ら
れ
る
」「
②
論
点
の
移
り
変
わ
り
と
構
造
を
具
体

的
な
発
言
に
結
び
付
け
ら
れ
る
」「
③
教
師
が
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
三
つ
の
条

件
を
満
た
す
も
の
が
適
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

以
上
の
条
件
に
適
う
可
視
化
法
と
し
て
新
た
に
〝
論
点
可
視
化
グ
ラ
フ
〟
を
考
案
し

た
。
こ
れ
は
、
論
点
と
各
発
話
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
を
可
視
化
す
る
グ
ラ

フ
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
の
中
学
生
の
話
し
合
い
を
こ
の
可
視
化
法
で
整
理
し
、
そ
の

有
効
性
を
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
可
視
化
法
に
は
、
論
点
の
移
り
変
わ
り
の
傾

向
を
捉
え
ら
れ
る
こ
と
や
話
し
合
い
を
進
め
る
た
め
に
特
に
有
効
な
働
き
を
し
た
「
メ

タ
レ
ベ
ル
」の
発
話
を
発
見
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
可
視
化
法
を
用
い
る
こ
と
で
、
話
し
合
い
の
展
開
の
仕
方
や
メ
タ
的
な
発
言
に
つ

い
て
の
指
導
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
は
、
こ
の
可
視
化
法
を
改
善
す
る

と
共
に
、
こ
の
可
視
化
法
を
用
い
て
様
々
な
話
し
合
い
の
分
析
を
行
っ
て
い
き
た
い
。 
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ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
観
点
を
取
り
入
れ
た
小
学
校
国
語
科
授
業
に
つ
い

て
の
研
究 

―
―
「
看
図
作
文
」
を
用
い
た
「
書
く
こ
と
」
の
授
業
―
― 

国
語
科
教
育
学
第
二
研
究
室 

七
一
二
四 

美
馬 

良
哉 

  

本
研
究
で
は
小
学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
書
く
こ
と
」
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

の
具
体
的
な
手
立
て
と
し
て
「
看
図
作
文
」
が
有
効
な
も
の
で
あ
る
か
、
先
行
実
践
な

ど
を
も
と
に
考
察
し
、
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。 

 

特
別
支
援
教
育
と
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
で
の
先
行
実
践
か
ら
、
障
害
の
あ
る
学
習

者
へ
の
配
慮
と
し
て
「
焦
点
化
・
視
覚
化
・
共
有
化
」
の
三
つ
の
要
素
が
有
効
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
抽
象
的
な
概
念
を
言
語
化
す
る
こ
と
が
困
難
な
学
習
者
で

も
こ
の
要
素
を
含
め
た
指
導
に
よ
り
、「
書
く
こ
と
」
の
能
力
の
向
上
が
期
待
で
き
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
が
「
看
図
作
文
」
の
授
業
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
含
ま
れ
て
い
る
か

を
、
小
学
校
及
び
中
学
校
で
の
実
践
を
撮
影
し
た
動
画
を
も
と
に
考
察
し
た
。「
看
図
作

文
」
の
授
業
で
は
、
文
章
執
筆
の
題
材
と
な
る
絵
を
提
示
す
る
こ
と
で
視
覚
化
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
、
書
く
対
象
が
具
体
的
に
な
り
焦
点
化
さ
れ
た
活
動
が
可
能
と
な
る
。
ま

た
、
学
習
者
同
士
で
作
文
を
共
有
す
る
「
協
同
学
習
」
の
場
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
作

文
が
苦
手
な
学
習
者
に
対
し
て
効
果
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
特
に
小
学
校
で
の
実

践
で
は
協
同
学
習
前
後
に
書
か
れ
た
作
文
を
比
較
す
る
と
、
文
章
量
が
増
え
た
だ
け
で

な
く
、
主
語
と
述
語
、
接
続
詞
を
適
切
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
な
ど
、
文
章
の

質
的
な
向
上
も
み
ら
れ
た
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
「
看
図
作
文
」
は
授
業
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
必
要
と
さ

れ
る
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
全
て
の
子
ど
も
達
の
「
書
く
こ

と
」
の
力
を
向
上
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論 

近
代
文
学
研
究
室 

七
一
二
八 

目
黒 

舞
鈴
花 

 

本
研
究
で
は
、
多
く
の
先
行
研
究
の
よ
う
に
「
お
れ
」
の
繭
へ
の
変
形
を
何
ら
か
の

比
喩
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
変
形
後
の
姿
が
繭
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
本
研
究
を
行
っ
た
。 

ま
ず
、
安
部
公
房
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
調
べ
る
中
で
、「
お
れ
」
が
安
部
公
房
の
分

身
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
の
他
作
品
の
主
人
公
に
も
ま
た
彼
自
身
の

思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
本
作
品
は
単
な
る

寓
話
で
は
な
く
、
現
実
の
問
題
に
深
く
迫
ろ
う
と
す
る
現
実
的
な
物
語
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。 

次
に
、「
お
れ
」
の
人
物
像
を
整
理
し
、
本
作
品
に
お
け
る
「
家
」
に
つ
い
て
考
察
す

る
中
で
、「
お
れ
」
が
求
め
て
い
た
「
家
」
と
は
「house

」
で
も
「home

」
で
も
な
く
、

た
だ
休
む
こ
と
の
で
き
る
「
空
間
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。「
お
れ
」
は
自

身
を
解
体
し
、
紡
ぎ
、
繭
へ
と
化
す
こ
と
で
、
誰
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
自
分
だ
け
の
「
空

間
」
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。 

次
に
、
安
部
公
房
が
ト
ポ
ロ
ジ
ー
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
ト
ポ
ロ
ジ
ー

に
つ
い
て
調
べ
る
中
で
、「
射
影
平
面
」
と
い
う
図
形
が
「
多
く
は
楕
円
形
」
と
さ
れ
る

繭
の
形
と
非
常
に
似
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。 

最
後
に
、
安
部
公
房
の
他
作
品
と
比
較
・
検
討
す
る
中
で
、
生
き
て
い
る
人
間
が
何

か
に
変
形
す
る
と
き
は
、
変
形
後
も
有
機
物
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
役
割
や
形
、
性
質
か
ら
『
赤
い
繭
』
と
い
う
作
品
の
中
で

「
お
れ
」
が
変
形
す
る
の
は
、
繭
と
い
う
物
体
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
結
論
に
至
っ
た
。 
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学
習
者
か
ら
問
い
が
生
ま
れ
る
国
語
科
授
業
の
検
討 

―
―
「
学
び
の
共
同
体
論
」
を
中
心
に
―
― 

国
語
科
教
育
学
第
一
研
究
室 

七
一
二
九 

山
口 

航
輝 

 

 

 

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」

と
「
学
び
の
共
同
体
」
論
の
授
業
に
は
共
通
点
が
あ
る
。
そ
の
共
通
点
と
は
学
習
者
が

自
ら
問
い
を
見
い
だ
し
そ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
研
究
の
目
的
は
、
そ
の
共

通
点
に
着
目
し
「
学
び
の
共
同
体
」
論
の
授
業
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
学
習
指
導
要
領

が
求
め
る
学
び
の
実
現
に
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
学
習
者
か
ら
表
出
し
た
問
い
に
着
目
し
、「
学
び
の
共
同
体
」
論
に
お
け
る
授

業
の
分
析
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
表
出
し
た
問
い
は
八
種
類
あ
り
、
そ
れ
ら
の
問

い
が
表
出
す
る
条
件
は
、
音
読
の
時
間
を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
と
自
由
度
の
高
い
言

葉
か
け
か
ら
始
ま
る
対
話
が
授
業
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、

「
学
び
の
共
同
体
」
論
に
お
け
る
授
業
で
学
習
者
か
ら
表
出
し
た
問
い
は
授
業
内
で
す

べ
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
常
に
学
習
者
か
ら
表
出
し
た
問
い
を
す
べ
て
授
業
で

扱
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
学
習
者
が
問
い
を
生
み

出
し
て
い
る
、「
学
び
の
共
同
体
」
論
で
は
な
い
他
の
実
践
例
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
な

っ
た
。
そ
の
結
果
、
学
習
者
が
生
み
出
し
た
問
い
を
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
学
習
者
自

身
が
分
類
し
、問
い
を
解
く
人
数
や
時
間
を
工
夫
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

以
上
の
分
析
か
ら
、
学
習
指
導
要
領
が
求
め
る
学
び
の
実
現
の
た
め
に
は
、
学
習
者

が
問
い
を
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
授
業
者
の
手
立
て
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
は
、
学
習
者
か
ら
表
出
し
た
問
い
の
み
を
扱
っ
た
授
業
で
あ

っ
て
も
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
保
証
で
き
る
の
か
と
い
う
、
学
習
者
が
生
み
出
し
た
問
い
の

信
頼
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

要
約
方
略
と
字
数
制
限 

日
本
語
学
研
究
室 

七
一
三
三 

齊
藤 

里
帆 

 

本
研
究
で
は
、
国
語
科
教
育
や
日
本
語
教
育
で
の
よ
り
効
果
的
な
要
約
文
指
導
を
目

指
し
て
、字
数
制
限
と
要
約
方
略
選
択
と
の
関
連
に
関
す
る
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
、

要
約
文
の
調
査
・
分
析
を
行
っ
た
。
仮
説
は
、
仮
説
①
「
制
限
字
数
が
少
な
く
な
る
ほ

ど
、
原
文
と
同
じ
表
現
が
減
少
し
、
作
成
者
独
自
の
表
現
が
増
加
す
る
。」、
仮
説
②
「
制

限
字
数
が
少
な
く
な
る
ほ
ど
、
原
文
の
複
数
のIU

（
ア
イ
デ
ィ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
）
を
ま
と

め
た
表
現
が
増
加
す
る
。」
の
二
つ
で
あ
る
。
な
お
、IU

は
単
文
を
基
本
単
位
と
す
る
。 

調
査
で
は
、
同
一
の
論
説
文
（
二
八
七
一
字
）
を
用
い
て
、
制
限
字
数
が
異
な
る
四

種
（
九
六
〇
字
、
四
八
〇
字
、
二
四
〇
字
、
一
二
〇
字
）
の
要
約
文
の
作
成
を
大
学
生

二
〇
名
に
求
め
た
。
分
析
で
は
、
要
約
文
をIU

に
分
け
、
原
文
と
の
対
応
関
係
か
ら
十

三
種
の
要
略
方
略
に
分
類
し
、
制
限
字
数
別
・
調
査
対
象
者
別
に
比
較
し
た
。 

要
約
文
を
字
数
制
限
別
に
比
較
し
た
結
果
、
仮
説
①
は
成
り
立
つ
と
判
断
さ
れ
た
。

特
に
、
原
文
と
同
じ
表
現
を
多
く
用
い
る
調
査
対
象
者
で
、
原
文
と
同
じ
表
現
の
減
少

が
顕
著
に
見
ら
れ
た
。
一
方
、
仮
説
②
は
成
り
立
た
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
原
文
の
複

数
のIU

を
ま
と
め
る
場
合
、
抽
象
化
し
て
ま
と
め
る
表
現
を
用
い
る
要
約
方
略
と
、
抽

象
化
せ
ず
に
ま
と
め
る
表
現
を
用
い
る
要
約
方
略
の
二
種
類
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
前

者
は
仮
説
通
り
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
後
者
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。 

要
約
文
を
調
査
対
象
者
別
に
比
較
し
た
結
果
、
原
文
と
同
じ
表
現
を
用
い
る
要
約
方

略
の
使
用
率
が
高
い
調
査
対
象
者
と
そ
う
で
な
い
調
査
対
象
者
と
で
、
要
約
文
の
構
成

に
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
前
者
は
原
文
の
構
成
を
反
映
し
た
要

約
文
を
書
く
傾
向
が
見
ら
れ
た
が
、
後
者
は
原
文
の
構
成
を
大
き
く
変
更
し
、
原
文
と

は
異
な
る
表
現
を
用
い
て
要
約
文
を
書
く
傾
向
が
見
ら
れ
た
。 
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メ
デ
ィ
ア
の
中
で
使
わ
れ
る
方
言
の
特
徴
的
語
彙 

―
―
日
本
各
地
の
Ｐ
Ｒ
動
画
を
対
象
に
―
― 

日
本
語
学
研
究
室 

七
一
三
七 

加
藤 

春
花 

  

本
研
究
の
目
的
は
、
地
方
自
治
体
等
が
制
作
し
た
Ｐ
Ｒ
動
画
を
対
象
に
し
て
、
動
画

内
で
使
用
さ
れ
て
い
る
方
言
を
分
析
し
、
Ｐ
Ｒ
動
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
使
わ
れ

て
い
る
方
言
の
特
徴
や
、
そ
の
特
徴
の
地
域
差
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

東
北
・
近
畿
・
九
州
の
三
つ
の
地
域
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
五
府
県
ず
つ
選
び
調
査
を
行

っ
た
。
初
め
に
、
Ｐ
Ｒ
動
画
内
の
音
声
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
を
作
成
し
、
そ
の
デ
ー
タ

の
単
語
を
品
詞
に
分
類
し
た
。
次
に
、
方
言
辞
典
類
を
参
考
に
し
て
、
テ
キ
ス
ト
デ
ー

タ
か
ら
方
言
（
地
域
特
有
の
語
彙
で
あ
る
俚
言
類
）
を
抽
出
し
た
。
最
後
に
、
抽
出
し

た
方
言
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
Ｐ
Ｒ
動
画
内
で
の
方
言
使
用
率
等
を
、
地
域
や
府
県
別

に
比
較
し
分
析
を
行
っ
た
。
分
析
を
行
っ
た
動
画
数
は
、
東
北
地
域
が
三
十
三
本
、
近

畿
地
域
が
二
十
三
本
、
九
州
地
域
が
三
十
六
本
で
あ
る
。 

 

分
析
の
結
果
、
九
州
地
域
・
近
畿
地
域
の
方
言
使
用
率
が
高
く
、
東
北
地
域
の
方
言

使
用
率
は
他
の
二
つ
の
地
域
の
約
半
分
で
あ
っ
た
。
品
詞
別
に
方
言
の
延
べ
語
数
を
比

較
す
る
と
、
ど
の
地
域
で
も
助
動
詞
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
助
詞
の
う
ち
、

特
に
終
助
詞
が
ど
の
地
域
で
も
多
く
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
外
の
品
詞
で
は
、
東
北

地
域
で
は
代
名
詞
が
、
九
州
地
域
で
は
副
詞
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
近
畿
地
域
で
は

他
の
地
域
と
比
べ
て
使
わ
れ
る
品
詞
の
種
類
が
少
な
か
っ
た
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
Ｐ
Ｒ
動
画
内
で
の
方
言
の
使
用
に
関
し
て
は
地
域
差
が
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
一
方
で
、
ど
の
地
域
で
も
共
通
し
て
助
動
詞
や
終
助
詞
と
い
っ
た

文
末
部
分
の
表
現
で
地
域
性
を
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
地
域
性
が
現
れ
や

す
い
特
定
の
品
詞
を
利
用
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

こ
れ
か
ら
の
高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
古
典
文
法
の
指
導
法
に
つ
い
て
の
研 

究 

―
―
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
目
指
し
て
―
― 

国
語
科
教
育
学
第
二
研
究
室 

七
一
四
四 

佐
々
木 

隆
仁 

 

本
研
究
の
目
的
は
、
高
等
学
校
の
古
典
の
授
業
で
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」

を
実
現
す
る
た
め
に
古
典
作
品
の
読
み
を
深
め
る
た
め
の
効
果
的
な
古
典
文
法
の
指
導

法
に
つ
い
て
考
察
し
、
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
提
案
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

本
研
究
で
は
、
主
に
文
献
調
査
を
行
っ
た
。『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
十

年
告
示
）』
で
の
古
典
文
法
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
「
読
む
こ
と
に
即
し
た
」
指
導
を
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
授
業
実
践
の
考
察
で
は
、
言
語
活
動
を
中
心

と
し
た
授
業
で
生
徒
に
文
法
事
項
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
、
古
典
文
法
を
学
ぶ
意
義
を

認
識
さ
せ
古
典
作
品
に
興
味
や
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、「
読
む
こ
と
に
即
し
た
」
指
導
に
つ
い
て
言
及
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
文
法
の
指
導
方
法
が
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
教
員
が
必
要

だ
と
考
え
て
い
る
「
読
む
こ
と
に
即
し
た
」
文
法
指
導
と
、
生
徒
が
必
要
だ
と
感
じ
て

い
る
文
法
事
項
と
の
間
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
が
原
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。そ
し
て
、

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
授
業
で
は
言
語
活
動
が
中
心
と
な
る

た
め
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
文
法
指
導
を
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。 

「
読
む
こ
と
に
即
し
た
」
文
法
指
導
で
あ
る
こ
と
、
古
典
文
法
を
学
ぶ
必
要
性
を
感

じ
さ
せ
る
こ
と
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
必
要
な
文
法
事
項
を
指
導
す
る
こ
と
が
、
こ

れ
か
ら
の
高
等
学
校
の
古
典
文
法
の
指
導
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
題
材
に
『
竹
取
物
語
』
を
設
定
し
て
敬
語
に
着
目

し
た
文
法
指
導
を
組
み
込
ん
だ
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
提
案
し
た
。 
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谷
崎
潤
一
郎
『
魔
術
師
』
論 

近
代
文
学
研
究
室 

七
一
四
七 

吉
田 

亜
優 

 

本
研
究
で
は
、
谷
崎
潤
一
郎
『
魔
術
師
』
に
つ
い
て
、
舞
台
の
モ
デ
ル
に
浅
草
公
園

が
選
ば
れ
た
理
由
を
探
る
と
と
も
に
、
従
来
十
分
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
登
場
人
物

に
着
目
し
た
分
析
を
行
い
、
新
た
な
解
釈
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。 

 

ま
ず
作
品
の
舞
台
で
あ
る
浅
草
公
園
に
つ
い
て
、先
行
研
究
を
含
め
た
調
査
を
行
い
、

お
も
に
谷
崎
個
人
の
浅
草
公
園
に
対
す
る
考
え
方
、
浅
草
公
園
が
谷
崎
に
与
え
た
影
響

等
を
明
ら
か
に
し
た
。浅
草
公
園
は
谷
崎
の
創
作
意
欲
を
こ
の
上
な
く
高
め
、『
魔
術
師
』

と
い
う
作
品
の
幻
想
世
界
を
描
き
出
す
に
最
適
な
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
た
。 

 

次
に
「
私
」、「
彼
の
女
」、「
魔
術
師
」
の
三
人
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
ま
た
、「
私
」

と
「
魔
術
師
」、「
私
」
と
「
彼
の
女
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。 

 

「
私
」
と
「
魔
術
師
」
に
は
「
美
醜
」
の
二
項
対
立
が
あ
り
、
関
係
の
描
写
に
は
従

来
の
谷
崎
作
品
に
見
ら
れ
る
「
美
へ
の
拝
跪
」
と
い
う
構
造
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

「
魔
術
師
」
の
人
物
造
形
は
『
魔
術
師
』
以
前
の
作
品
に
登
場
す
る
悪
女
よ
り
も
谷
崎

の
理
想
を
体
現
す
る
者
と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
関
係
の

描
写
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、「
私
」
と
「
彼
の
女
」
の

間
に
あ
る
「
清
さ
」
と
「
汚
さ
」
の
二
項
対
立
、
そ
し
て
「
私
」
の
裏
切
り
と
そ
れ
に

よ
る
「
彼
の
女
」
の
変
身
は
、
上
下
関
係
と
い
う
二
者
の
位
相
を
覆
し
、
二
者
が
対
等

な
立
場
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
と
「
彼
の
女
」
が
同
一
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

以
上
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
も
つ
要
素
に
よ
っ
て
『
魔
術
師
』
で
は
幻
想
と
現
実

の
融
和
が
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。 

説
明
者
と
被
説
明
者
の
や
り
取
り
に
着
目
し
た
説
明
研
究 

―
―
オ
ン
ラ
イ
ン
に
お
け
る
説
明
を
中
心
に
―
― 

国
語
科
教
育
学
第
一
研
究
室 

七
一
五
三 

塩
澤 

賢
宏 

 

本
研
究
で
は
、
説
明
者
と
被
説
明
者
の
や
り
取
り
に
着
目
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
お

け
る
説
明
場
面
で
、
相
手
に
情
報
を
正
し
く
円
滑
に
伝
え
る
た
め
に
必
要
な
要
因
を
明

ら
か
に
し
た
。 

口
頭
説
明
に
関
す
る
先
行
研
究
を
参
考
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
場
面
で
説
明
者
が
幾
何
学

図
形
を
被
説
明
者
に
口
頭
の
み
で
説
明
を
す
る
と
い
う
実
験
場
面
を
設
定
し
た
。
調
査

で
得
ら
れ
た
発
話
は
、
発
話
の
持
つ
意
味
に
よ
っ
て
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
、
カ
テ

ゴ
リ
ー
別
発
話
数
や
総
発
話
数
に
関
連
が
な
い
か
を
調
べ
る
た
め
、
相
関
分
析
を
行
っ

た
。
ま
た
、
説
明
終
了
後
に
、
説
明
者
に
は
「
わ
か
り
や
す
く
説
明
で
き
た
と
こ
ろ
」

と
「
わ
か
り
や
す
く
説
明
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
」
を
、
被
説
明
者
に
は
「
わ
か
り
や

す
か
っ
た
と
こ
ろ
」
と
「
わ
か
り
に
く
か
っ
た
と
こ
ろ
」
を
記
述
さ
せ
た
。
分
析
の
結

果
、
説
明
者
の
発
話
数
と
被
説
明
者
の
発
話
数
や
、
被
説
明
者
が
発
し
た
「
質
問
」
の

回
数
と
「
繰
り
返
し
」
の
回
数
に
正
の
相
関
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
説

明
者
と
被
説
明
者
と
も
に
「
わ
か
り
や
す
い
」
と
感
じ
た
部
分
と
し
て
、「
具
体
的
な
数

字
や
言
葉
で
伝
え
た
点
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
場
面
で
は
説
明
者
が
一
方
的
に
説
明
を
進
め
る

の
で
は
な
く
、
被
説
明
者
が
積
極
的
に
質
問
を
し
た
り
、
相
手
に
理
解
を
示
す
反
応
を

し
た
り
と
双
方
向
の
や
り
取
り
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
が
、
わ
か
り
や
す
さ
に
影
響
す
る

と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
ま
た
、
相
手
に
何
か
を
伝
え
る
と
き
に
は
、
曖
昧
な
表
現
で

は
な
く
、
数
字
な
ど
を
使
っ
た
具
体
的
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
正
し
く
円
滑
に
情
報

伝
達
を
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
と
い
え
る
。 
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打
ち
言
葉
に
お
け
る
「
あ
の
ー
」
に
つ
い
て 

―
―Twitter

で
の
使
用
に
着
目
し
て
―
― 

日
本
語
教
育
学
研
究
室 

七
一
五
七 

野
上 

祐
佳 

 

 

本
研
究
は
、
話
し
言
葉
で
は
代
表
的
な
フ
ィ
ラ
ー
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
あ
の
ー
」

が
、
打
ち
言
葉
上
で
ど
の
よ
う
な
機
能
や
特
徴
を
持
つ
の
か
を
分
析
し
、
相
手
と
直
接

対
面
し
て
い
な
い
状
況
、
特
にTwitter

に
お
い
て
「
あ
の
ー
」
が
出
現
す
る
理
由
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。 

調
査
で
は
、「
あ
の
ー
」
の
出
現
位
置
、「
あ
の
ー
」
の
機
能
、
元
の
ツ
イ
ー
ト
か
ら

「
あ
の
ー
」
が
含
ま
れ
る
ツ
イ
ー
ト
ま
で
の
時
間
差
の
三
点
を
対
象
と
し
た
。
ツ
イ
ー

ト
中
の
「
あ
の
ー
」
の
出
現
位
置
は
、
文
頭
に
出
現
し
て
い
る
割
合
が
最
も
高
い
と
い

う
結
果
と
な
っ
た
。
先
行
研
究
の
「
あ
の
ー
」
の
六
つ
の
分
類
を
参
考
に
し
、
独
自
に

五
つ
の
分
類
を
加
え
、Twitter

上
の
「
あ
の
ー
」
の
分
類
を
可
能
に
し
た
。
ま
た
、
元

の
ツ
イ
ー
ト
か
ら
「
あ
の
ー
」
が
含
ま
れ
る
ツ
イ
ー
ト
ま
で
の
時
間
差
に
つ
い
て
は
、

十
分
以
内
に
発
信
さ
れ
た
割
合
が
最
も
高
い
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。 

さ
ら
に
、Twitter

上
の
「
あ
の
ー
」
と
話
し
言
葉
の
「
あ
の
ー
」
の
違
い
、
そ
れ
ぞ

れ
の
機
能
と
元
の
ツ
イ
ー
ト
か
ら
リ
プ
ラ
イ
ま
で
の
時
間
差
に
つ
い
て
、「
あ
の
ー
」
の

打
ち
言
葉
に
お
け
る
媒
体
ご
と
の
出
現
率
の
差
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
本

稿
が
独
自
に
加
え
た
五
つ
の
機
能
に
は
「
疑
似
性
を
持
つ
」
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
こ

の
特
徴
が
先
行
研
究
の
分
類
と
異
な
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
と
元
の
ツ

イ
ー
ト
か
ら
リ
プ
ラ
イ
ま
で
の
時
間
差
に
つ
い
て
は
、
相
手
へ
の
配
慮
が
関
与
し
て
い

る
可
能
性
を
示
唆
し
、Twitter

上
で
「
あ
の
ー
」
が
出
現
し
や
す
い
理
由
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
がTwitter

の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
自
由
度
が
高
い
」
と
「
強
力
な

伝
播
力
」
が
影
響
を
与
え
て
い
る
考
え
を
示
し
た
。 

小
学
校
国
語
科
の
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
批
判
的
な
読
み
の
指
導
法 

国
語
科
教
育
学
第
二
研
究
室 

七
一
六
七 

迎 

祐
太  

 

本
研
究
の
目
的
は
、
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
批
判
的
な
読
み
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
も
と
に
、
小
学
校
国
語
科
の
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る

批
判
的
な
読
み
の
指
導
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
本
研
究
で
は
、
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
批
判
的
な
読
み
と
は
何
か
、
ま
た
、

な
ぜ
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
批
判
的
な
読
み
を
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
か
を
明
ら
か

に
し
た
。
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
批
判
的
な
読
み
は
次
の
よ
う
な
読
み
方
を
目
指
す

も
の
で
あ
る
。
①
文
章
（
内
容
・
構
成
）
を
理
解
す
る
、
②
文
章
の
書
き
手
に
つ
い
て

考
え
る
、
③
内
容
・
構
成
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
形
成
す
る
、
④
自
分
の
考
え
を
集

団
の
中
で
表
明
し
、
他
者
の
考
え
も
踏
ま
え
、
検
討
す
る
、
ま
た
、
中
央
教
育
審
議
会

答
申
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
等
の
学
力
調
査
、
学
習
指
導
要
領
か
ら
わ
か
る
、
子
ど
も
に
必

要
な
力
を
育
て
る
に
は
、
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
批
判
的
な
読
み
が
有
効
で
あ
る
。 

 

先
行
研
究
か
ら
わ
か
る
、
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
批
判
的
な
読
み
の
指
導
の
手
立

て
と
し
て
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①
文
章
の
書
き
手
の
工
夫
を
考
え
る
発
問
を
設
定

し
、
根
拠
を
文
章
の
内
容
・
構
成
か
ら
書
か
せ
る
こ
と
、
②
文
章
の
内
容
・
構
成
を
評

価
す
る
と
き
に
自
分
の
知
識
や
経
験
、
本
文
を
も
と
に
書
か
せ
る
こ
と
、
③
話
し
合
い

の
と
き
に
自
分
の
意
見
を
伝
え
る
た
め
に
、
考
え
を
明
確
に
さ
せ
る
こ
と
、
以
上
の
こ

と
を
踏
ま
え
て
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
構
想
し
た
。 

 
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
批
判
的
な
読
み
の
指
導
を

目
指
す
『
一
つ
の
花
』
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
を
作
成
し
た
。
内
容
・
構
成
や
作
者
の
工
夫

を
本
文
の
場
面
の
比
較
や
知
識
、
経
験
を
も
と
に
評
価
し
、
話
し
合
い
を
す
る
活
動
を

す
る
こ
と
で
、
批
判
的
な
読
み
を
育
成
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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中
高
生
用
参
考
書
は
ど
の
よ
う
に
古
文
文
法
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
？ 

 
 
 
 

―
―
助
動
詞
を
対
象
と
し
た
研
究
―
― 

国
語
科
教
育
学
第
一
研
究
室 

七
一
七
五 

加
藤 

毬
乃 

 

本
研
究
の
目
的
は
、
古
文
の
助
動
詞
「
る
・
ら
る
」「
む
・
む
ず
」
に
つ
い
て
中
高
生

用
参
考
書
を
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
参
考
書
内
で
な
さ
れ
る
文
法
事
項
の
説
明
の

工
夫
を
見
出
し
、
初
学
者
に
対
す
る
古
文
文
法
の
適
切
な
指
導
方
法
に
つ
い
て
考
察
を

行
う
こ
と
で
あ
る
。ま
た
、複
数
の
参
考
書
分
析
の
方
法
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。 

ま
ず
、「
参
考
書
」
の
定
義
づ
け
を
行
い
、
古
文
文
法
の
中
高
生
用
参
考
書
四
十
八
冊

を
研
究
対
象
と
し
て
抽
出
し
た
。
次
に
、
学
習
内
容
に
関
す
る
「
内
容
」
と
、
学
習
者

に
伝
え
る
た
め
の
工
夫
に
関
す
る
「
教
え
方
」
と
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
も
と
に
参

考
書
間
で
違
い
が
見
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
点
を
分
析
観
点
と
し
て
設
定
し
分
析
し
た
。

分
析
の
結
果
、「
内
容
」
に
つ
い
て
は
、「
る
・
ら
る
」「
む
・
む
ず
」
の
い
ず
れ
も
、
そ

れ
ぞ
れ
が
有
す
る
文
法
的
意
味
の
提
示
の
順
序
が
、
参
考
書
間
で
特
に
大
き
く
異
な
っ

て
い
た
。
い
ず
れ
も
助
動
詞
を
取
り
扱
う
項
目
内
で
の
提
示
順
に
は
一
貫
性
が
見
ら
れ

る
た
め
、
学
習
者
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
を
、「
意
味
の
提
示

順
」
と
い
う
分
析
観
点
の
一
つ
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
。「
教
え
方
」
に

つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
助
動
詞
に
お
い
て
も
参
考
書
間
で
採
ら
れ
る
形
式
や
活
用
表
の

配
置
等
が
異
な
っ
て
い
た
が
、
助
動
詞
間
で
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。 

本
研
究
で
は
、
複
数
の
参
考
書
分
析
に
際
し
「
内
容
」
と
「
教
え
方
」
に
観
点
を
分

け
る
こ
と
が
有
用
と
分
か
っ
た
。
今
後
は
、
そ
れ
以
外
の
観
点
の
定
義
や
判
断
基
準
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
、複
数
の
参
考
書
分
析
の
方
法
を
確
立
さ
せ
る
。そ
の
後「
る
・

ら
る
」「
む
・
む
ず
」
以
外
の
助
動
詞
に
つ
い
て
も
分
析
を
行
い
、
参
考
書
の
説
明
の
工

夫
を
見
出
す
こ
と
を
通
し
、初
学
者
へ
の
適
切
な
古
文
文
法
指
導
の
方
法
を
考
察
す
る
。 

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
描
写
対
象
に
つ
い
て 

―
―
漫
画
と
小
説
の
比
較
か
ら
―
― 

日
本
語
学
研
究
室 

七
一
八
〇 

松
原 

紀
音  

 

本
研
究
の
目
的
は
、
漫
画
と
小
説
に
用
い
ら
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
描
写
対
象
を
中
心

に
調
査
・
分
析
し
、「
イ
ラ
ス
ト
を
主
体
に
表
現
さ
れ
る
漫
画
」
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
「
言

語
の
み
で
表
現
さ
れ
る
小
説
」の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

調
査
対
象
は
、「
原
作
漫
画
」
五
作
品
と
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
「
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
作
品
（
原

作
の
漫
画
を
小
説
に
書
き
換
え
た
作
品
）」、「
原
作
小
説
」
五
作
品
と
そ
れ
ら
に
対
応
す

る
「
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
作
品
（
原
作
の
小
説
を
漫
画
に
描
き
換
え
た
作
品
）」
で
あ
る
。
ま

ず
、
対
応
し
て
い
る
作
品
の
漫
画
と
小
説
を
比
較
し
、
両
作
品
に
共
通
す
る
部
分
に
用

い
ら
れ
て
い
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
延
べ
語
数
で
、
漫
画
八
六
八
語
、
小
説
五
二
一
語
）
を

収
集
し
た
。次
に
、収
集
し
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
描
写
対
象
の
違
い
に
よ
っ
て
分
類
し
た
。

分
類
項
目
は
「
声
・
音
（
き
ゃ
ー
、
ガ
タ
ガ
タ
等
）」「
動
作
類
（
ぐ
い
っ
等
）」「
見
た

目
（
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
等
）」「
身
体
感
覚
（
ず
き
ず
き
等
）」「
感
情
（
ド
キ
ド
キ
等
）」「
そ

の
他
（
ジ
ャ
ー
ン
等
）」
で
あ
る
。
最
後
に
、
描
写
対
象
の
分
類
項
目
ご
と
に
漫
画
と
小

説
に
用
い
ら
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
特
徴
を
考
察
し
た
。 

 

漫
画
で
は
「
声
・
音
」
を
描
写
対
象
と
し
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。

動
作
を
表
す
イ
ラ
ス
ト
に
「
声
・
音
」
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
加
え
る
こ
と
で
、
視
覚

と
聴
覚
の
両
面
か
ら
臨
場
感
を
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。一
方
で
、

イ
ラ
ス
ト
な
ど
の
視
覚
的
情
報
が
殆
ど
な
い
小
説
で
は
、
視
覚
的
情
報
を
表
す
「
動
作

類
」
や
「
見
た
目
」
を
描
写
対
象
と
し
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
小

説
で
は
、
視
覚
的
情
報
を
表
す
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
る
こ
と
で
、
言
語
の
み
で
も
、
よ

り
細
か
い
状
況
を
生
き
生
き
と
描
写
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

66



『札幌国語研究』第 26 号 北海道教育大学国語国文学会・札幌（2021 年） 

 

小
学
校
に
お
け
る
書
写
教
育
の
在
り
方 

国
語
科
教
育
学
第
二
研
究
室 

七
一
八
二 

杉
本 

美
紗 

 

本
研
究
の
目
的
は
、
小
学
校
の
書
写
授
業
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
意
欲
的
に
学

ぶ
こ
と
が
で
き
、
そ
の
学
ん
だ
こ
と
が
身
に
つ
く
よ
う
な
授
業
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
か
研
究
し
、
指
導
案
の
提
案
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

ま
ず
、
本
研
究
で
は
書
写
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で

行
わ
れ
て
き
た
書
写
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
書
写
と
は
、
芸
術
表
現

で
は
な
く
、
多
様
な
表
現
美
を
目
指
す
芸
術
科
書
道
の
基
礎
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

お
り
、「
と
め
、
は
ね
、
は
ら
い
」
を
行
い
、
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
も
の
で
あ
る
。

書
写
の
授
業
で
は
、
お
手
本
を
見
て
書
き
、
作
品
と
し
て
授
業
終
わ
り
に
提
出
す
る
と

い
う
流
れ
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
教
師
に
よ
る
書
写
力
を
高
め
る
た
め
の
指
導

は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解

説
国
語
編
に
は
、「
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
硬
筆
に
よ
る
書
写
の
能
力
の
基
礎

を
養
う
よ
う
指
導
す
る
」
と
あ
る
が
、
実
際
は
毛
筆
と
硬
筆
を
わ
け
て
学
ば
せ
て
い
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
苦
手
意
識
を
も
ち
な
が
ら
書
写
の
授
業
に
臨
ん

で
い
る
教
師
が
い
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

研
究
の
結
果
、
教
師
は
、「
毛
筆
と
硬
筆
の
つ
な
が
り
を
も
た
せ
た
授
業
を
構
成
す
る

こ
と
」、「
子
ど
も
た
ち
自
身
に
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
正
し
く
整
っ
た
文
字
が
書
け
る
よ

う
に
な
る
の
か
と
疑
問
を
も
た
せ
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の

よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
書
写
の
知
識
と
技
能
が
同
時
に
身
に
つ

い
て
い
く
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
も
と
に
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
課
題
を

発
見
、
解
決
し
て
い
く
活
動
を
設
定
し
、
書
写
に
苦
手
意
識
を
も
た
せ
な
い
授
業
と
毛

筆
と
硬
筆
の
つ
な
が
り
を
も
た
せ
た
授
業
の
指
導
案
を
作
成
し
た
。 
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