
『
国
語
科
書
写
に
お
け
る
記
憶
力
と
創
造
力
の
重
要
性
』

＊
非
常
勤
講
師

村

瀬

秀

実

○
は
じ
め
に

平
成
十
七
年
度
前
期
に
、
名
古
屋
女
子
大
学
文
学
部
児
童
教
育
学
科
児
童
教

育
学
専
攻
の
四
年
次
生
の
前
期
に
専
門
科
目
（
書
道
）
を
担
当
し
、
授
業
に
お

い
て
、
学
生
達
の
書
写
の
指
導
を
し
た
。
学
生
に
、
硬
筆
で
平
仮
名
、
片
仮
名
、

漢
字
を
明
朝
体
活
字
と
手
書
き
の
違
い
に
気
を
付
け
な
が
ら
書
き
な
さ
い
と
し

て
書
か
せ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
書
写
に
お
け
る
手
書
き
文
字
と
し
て
は
不

十
分
で
あ
っ
た
。
多
く
の
者
が
見
落
と
し
て
い
る
点
を
、
硬
筆
練
習
プ
リ
ン
ト

の
返
却
時
に
板
書
に
よ
っ
て
指
摘
し
、
注
意
を
喚
起
し
た
が
、
定
着
さ
せ
る
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

続
い
て
、
平
成
十
七
年
度
後
期
に
同
専
攻
の
三
年
次
生
の
専
門
科
目
（
国
語

科
教
育
法
〈
書
写
を
含
む
〉）
と
、
平
成
十
八
年
度
前
期
に
同
専
攻
の
四
年
次
生

の
専
門
科
目
（
書
道
）
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

彼
女
達
は
卒
業
後
、
小
学
校
の
義
務
教
育
に
携
わ
る
人
達
で
あ
り
、
小
学
生

に
と
っ
て
模
範
と
な
る
べ
き
大
人
で
あ
る
。
学
校
生
活
の
中
で
、
板
書
、
連
絡

帳
、
掲
示
物
、
通
知
表
に
至
る
ま
で
、
手
書
き
が
必
要
な
全
て
の
場
合
に
お
い

て
書
写
の
決
ま
り
事
に
従
っ
て
、
生
徒
の
模
範
と
な
る
べ
き
文
字
を
書
く
よ
う

常
に
心
掛
け
る
べ
き
立
場
に
あ
る
。

そ
こ
で
、
書
写
に
お
い
て
、「
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
」
と
示
さ
れ
る
点

の
定
着
を
さ
せ
る
た
め
に
記
憶
力
と
創
造
力
の
重
要
性
を
、
授
業
を
通
し
て
大

学
生
に
自
覚
を
促
す
よ
う
努
め
た
。
平
成
十
七
年
度
前
期
に
大
学
生
に
身
に
付

け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
十
七
年
度
後
期
と
平

成
十
八
年
度
前
期
と
に
実
践
し
た
授
業
の
ノ
ー
ト
で
あ
る
。

○
書
写
と
は

平
成
十
年
度
版
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
国
語
科
は
、
２
内
容
は
、

Ａ
話
す
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
Ｂ
書
く
こ
と
、
Ｃ
読
む
こ
と
、
と
﹇
言
語
事
項
﹈

と
い
う
構
成
で
あ
る
。

﹇
言
語
事
項
﹈
は
、
こ
の
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
三
領
域
を
支
え
る
基
礎
で
あ
る
。
国

語
科
書
写
は
、
こ
の
﹇
言
語
事
項
﹈
に
含
ま
れ
る
。﹇
言
語
事
項
﹈
の
（
１
）
イ

の
文
字
に
関
す
る
事
項
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、（
２
）ア
書
写
に
関
す
る
事
項

は
深
く
関
連
す
る
。
例
え
ば
、
小
学
一
・
二
学
年
で
は
、
平
仮
名
・
片
仮
名
及

び
学
年
別
の
漢
字
配
当
表
の
漢
字
を
読
み
書
く
こ
と
と
あ
る
。
そ
れ
ら
を
正
し

く
整
え
て
書
け
る
よ
う
に
す
る
の
が
書
写
で
あ
る
。

私
は
、「
書
写
」
の
語
は
「
書
き
方
」「
習
字
」
と
い
っ
た
言
葉
を
新
し
く
言

い
換
え
た
も
の
で
は
な
く
、
人
が
思
考
し
て
組
み
立
て
た
文
を
ノ
ー
ト
な
ど
に

書
き
写
す
こ
と
と
捉
え
て
い
る
。

従
っ
て
、
視
写
や
聴
写
は
目
に
写
っ
た
言
葉
、
耳
に
聞
こ
え
る
言
葉
を
単
に
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書
き
写
す
こ
と
と
捉
え
て
い
る
。
例
え
ば
手
本
を
見
て
書
く
こ
と
は
、
書
写
で

は
な
く
視
写
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
本
を
見
て
文
字
の
特
徴
を
言
葉
に
置
き
換

え
、
そ
れ
を
再
び
筆
記
用
具
を
使
っ
て
文
字
に
す
る
場
合
は
、「
書
写
」
と
し
た

い
。
視
写
や
聴
写
は
書
写
に
含
ま
れ
る
事
項
で
あ
る
。

平
成
十
年
度
版
『
学
習
指
導
要
領
』
よ
り
、
第
３
指
導
計
画
の
作
成
と
各
学

年
に
わ
た
る
内
容
の
取
り
扱
い
の
２
（
２
）
を
抜
粋
す
る
。

毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
、
第
３
学
年
以
上
の
各
学
年
で
行
い
、

硬
筆
に
よ
る
書
写
の
能
力
の
基
礎
を
養
う
よ
う
指
導
し
、
文
字
を
正
し
く

整
え
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
毛
筆
を
使
用
す

る
書
写
の
指
導
に
配
当
す
る
授
業
時
数
は
、
各
学
年
年
間
30
単
位
時
間
程

度
と
す
る
こ
と
。
な
お
、
硬
筆
に
つ
い
て
も
、
毛
筆
と
の
関
連
を
図
り
な

が
ら
、
特
に
取
り
上
げ
て
指
導
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

書
写
の
授
業
を
取
り
扱
う
上
で
の
基
本
的
考
え
で
あ
る
。
抜
粋
し
た
文
中
に

あ
る
「
正
し
く
整
え
て
書
く
」
に
注
目
し
、
そ
れ
を
小
学
生
に
定
着
さ
せ
る
に

は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

同
じ
人
が
文
字
を
何
度
も
全
く
同
じ
形
で
書
く
こ
と
は
ま
ず
で
き
な
い
。従
っ

て
、人
が
違
え
ば
当
然
変
わ
っ
て
く
る
。だ
か
ら
こ
そ
標
準
と
な
る
正
し
く
整
っ

た
文
字
が
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
文
字
は
「
書
写
」
の
教
科
書
に
載
っ

て
い
る
。
要
は
こ
れ
を
覚
え
れ
ば
よ
い
。
字
形
の
特
徴
を
全
て
言
葉
に
し
て
覚

え
て
お
け
ば
よ
い
。
正
し
く
整
っ
た
文
字
を
ど
う
書
け
ば
よ
い
か
と
い
う
問
い

に
対
す
る
答
え
は
既
に
あ
る
。

そ
し
て
、
手
書
き
文
字
の
標
準
形
を
も
っ
と
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば

小
学
四
年
生
で
あ
れ
ば
、
教
室
に
小
学
一
年
生
か
ら
小
学
三
年
生
ま
で
の
一
覧

表
も
一
緒
に
拡
大
コ
ピ
ー
す
る
な
ど
し
て
、教
室
の
生
徒
が
見
や
す
い
位
置
に
、

何
か
所
か
に
常
掲
し
て
お
く
と
い
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
忘
れ
た
筆
順
な
ど

も
す
ぐ
確
認
で
き
る
と
、
記
憶
の
保
持
に
役
立
つ
と
思
う
。

文
字
の
特
徴
を
な
ん
と
な
く
と
ら
え
て
い
る
だ
け
で
は
、
い
ざ
書
こ
う
と
す

る
と
曖
昧
な
記
憶
の
ま
ま
で
は
「
正
し
く
整
え
て
」
書
く
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。

漢
字
も
仮
名
も
、
書
写
の
教
科
書
に
示
す
字
体
を
標
準
と
し
、
そ
の
特
徴
を
憶

え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
標
準
書
体
と
し
て
押
し
付
け
る
様
に
す
る
の
で
は

な
く
、
逆
に
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
た
形
を
示
す
こ
と
で
よ
り
肯
定
的
に
認
識
さ
せ

る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
現
代
に
お
い
て
書
く
こ
と
を
上
達
さ
せ
る
と
い
え
ば
、
毛
筆
に

よ
る
習
字
を
一
般
的
に
は
意
味
す
る
よ
う
だ
。
現
在
の
書
写
は
硬
筆
を
中
心
と

し
、
毛
筆
は
そ
の
補
助
で
あ
る
が
、
毛
筆
に
よ
る
書
写
の
指
導
時
数
は
年
間
三

十
時
間
程
度
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
の
基
本
事
項
が
国
語
の
時
間

に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

次
に
、
書
写
が
こ
の
位
置
づ
け
に
至
っ
た
書
写
教
育
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て

お
く
。

○
書
写
教
育
の
変
遷

明
治
五
年
に
「
学
制
」
が
公
布
さ
れ
た
。
そ
こ
で
課
せ
ら
れ
る
教
科
は
順
位

が
示
さ
れ
、「
習
字
」
は
二
位
で
、
一
位
の
綴
字
も
毛
筆
を
用
い
て
小
字
を
習
う

こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
毛
筆
習
字
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。

明
治
十
二
年
「
学
制
」
が
廃
さ
れ
、「
教
育
令
」
が
公
布
さ
れ
る
。
翌
十
三
年
、

改
正
さ
れ
、「
修
身
」
が
第
一
位
に
置
か
れ
、「
習
字
」
は
第
三
位
と
な
っ
た
。

明
治
十
四
年
の
「
小
学
校
教
則
綱
領
」
の
制
定
に
よ
り
、
習
字
は
行
書
や
草
書

で
日
常
語
彙
を
先
習
し
、
楷
書
は
後
で
あ
る
。

明
治
三
十
三
年
「
小
学
校
令
」
が
改
訂
さ
れ
た
。「
習
字
」
は
「
国
語
」
に
統

合
さ
れ
、
独
立
し
た
教
科
で
は
な
く
な
っ
た
。「
国
語
」
の
内
容
は
「
読
み
方
・

書
き
方
・
綴
り
方
」
と
な
っ
た
。「
書
き
方
」
の
目
的
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、

（
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必
要
な
文
字
の
書
き
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
国
語
教
科
書
の
教
材
を

題
材
と
し
た
。
明
治
期
は
、
日
常
文
書
は
毛
筆
中
心
で
あ
っ
た
の
で
、「
習
字
」

「
書
き
方
」
の
教
材
も
小
学
校
後
半
で
は
小
字
が
多
く
、
行
書
に
よ
る
練
習
を

し
た
。

「
習
字
」
か
ら
「
書
き
方
」
へ
名
称
が
変
わ
り
、
独
立
し
た
教
科
で
は
な
く

な
る
こ
と
は
、
毛
筆
習
字
が
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
を
反
映
し

て
い
る
。
大
正
時
代
に
は
硬
筆
が
普
及
し
始
め
、
硬
筆
の
書
写
指
導
が
必
要
に

な
り
、
毛
筆
が
必
要
な
い
と
い
う
論
も
出
て
く
る
。
し
か
し
、
毛
筆
に
習
熟
す

る
こ
と
は
、
硬
筆
を
上
手
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
し
、
ま
た
、
毛
筆
に
は
実

用
性
の
他
に
精
神
性
、
芸
術
性
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
と
し
、
存
続
し
た
。

昭
和
の
戦
前
期
に
こ
の
傾
向
は
強
ま
り
、
昭
和
八
年
か
ら
の
第
四
期
国
定
教

科
書
で
も
毛
筆
の
実
用
性
よ
り
精
神
性
、
芸
術
性
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
昭
和
十
六
年
か
ら
の
第
五
期
国
定
教
科
書
で
は
、「
書
き
方
」
か

ら
毛
筆
は
「
習
字
」
と
し
て
分
か
れ
、
芸
能
科
に
組
ま
れ
た
。
ま
た
、
大
字
教

材
か
ら
入
っ
て
、
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
、
中
・
小
字
教
材
の
割
合
を
多
く
し
、

日
常
の
硬
筆
書
写
力
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

昭
和
二
十
二
年
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
小
学
校
に
お
い
て
「
書
き
方
」
は

硬
筆
の
み
必
修
と
な
っ
た
。
毛
筆
は
国
語
科
で
は
な
く
、
第
四
学
年
以
上
の
教

科
外
の
自
由
研
究
の
時
間
に
行
わ
れ
た
。

昭
和
二
十
四
年
の
「
教
育
職
員
免
許
法
」
に
は
、
書
写
に
関
す
る
単
位
の
履

修
義
務
が
な
く
、
以
来
四
十
年
間
、
平
成
元
年
ま
で
見
直
さ
れ
る
こ
と
な
く
来

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
間
、
大
学
で
全
く
書
写
の
授
業
を
受
け
な
か
っ
た
人
が
小

学
校
の
教
壇
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
児
童
の
書
写
力
の
低
下
に
少
な
か
ら
ぬ
影

響
が
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
六
年
の
改
訂
で
、「
毛
筆
習
字
の
学
習
を
児
童
も
こ
れ
を
必
要
と
し
、

ま
た
同
時
に
学
校
で
も
認
め
る
な
ら
ば
、
硬
筆
習
字
に
あ
る
程
度
習
熟
し
た
小

学
校
の
第
四
学
年
以
上
の
適
宜
学
年
で
こ
れ
を
指
導
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
」

と
あ
る
。「
書
き
方
」
と
し
て
硬
筆
の
み
が
必
修
と
さ
れ
た
が
、「
習
字
」
と
し

て
毛
筆
も
学
校
ご
と
に
履
修
さ
せ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
三
十
三
年
の
改
訂
に
は
、
名
称
が
「
書
き
方
」
と
「
習
字
」
か
ら
「
書

写
」
に
変
わ
り
、
硬
筆
が
必
修
で
あ
っ
た
。
毛
筆
に
つ
い
て
は
「
学
校
に
お
い

て
は
、
必
要
に
応
じ
て
第
四
学
年
以
上
の
適
宜
の
学
年
で
毛
筆
に
よ
る
書
写
を

課
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
指
導
に
充
て
る
時
間
は
三
十
五
時
間
を
こ
え
て
は

な
ら
な
い
」「
毛
筆
に
よ
る
書
写
の
学
習
は
、書
く
こ
と
の
指
導
の
一
環
と
し
て

行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
学
習
に
よ
っ
て
文
字
の
筆
順
や
字
形
を
よ
く
記

憶
す
る
の
に
役
立
ち
、
文
字
や
文
を
硬
筆
で
書
写
す
る
と
き
に
も
、
正
し
く
美

し
く
書
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
あ
る
」
と
あ
る
。「
美
し
く
」
と

い
う
言
葉
に
は
、
視
覚
的
に
訴
え
る
面
を
正
し
さ
と
伴
に
合
わ
せ
持
っ
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

昭
和
四
十
三
年
の
改
訂
で
は
、「
硬
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
、す
べ
て

の
学
年
で
行
う
も
の
と
す
る
」「
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
、第
三
学
年

以
上
の
各
学
年
で
行
い
、
文
字
の
筆
順
を
正
し
、
字
形
を
正
確
に
理
解
し
て
文

字
を
正
し
く
整
え
て
書
か
せ
る
よ
う
に
す
る
」「
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
時
間

に
充
て
る
授
業
時
数
は
各
学
年
年
間
二
十
時
間
程
度
と
す
る
」
と
あ
る
。
毛
筆

の
学
習
時
間
の
み
示
し
て
あ
る
の
は
、
毛
筆
に
よ
る
練
習
は
何
か
の
つ
い
で
に

で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
、硬
筆
の
練
習
は
作
文
を
書
く
と
き
に
で
も
で
き
る
。

ま
た
、
毛
筆
に
よ
る
書
写
が
必
修
に
な
っ
た
の
は
、
硬
筆
に
よ
る
学
習
だ
け
で

は
伝
わ
り
に
く
い
こ
と
も
、毛
筆
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

硬
筆
で
正
し
く
整
え
て
書
く
と
い
う
書
写
力
の
向
上
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

れ
ば
よ
い
。
現
代
に
お
い
て
、
毛
筆
の
実
用
性
は
乏
し
い
が
、
毛
筆
に
よ
る
書

写
の
必
要
性
は
あ
る
。
ち
な
み
に
小
筆
に
よ
る
小
字
練
習
で
硬
筆
の
扱
い
は
上

達
す
る
。
そ
も
そ
も
、
毛
筆
の
学
習
時
間
が
明
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
硬
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筆
の
書
写
力
向
上
に
役
立
つ
練
習
を
期
待
し
て
い
る
。

昭
和
五
十
二
年
の
改
訂
で
は
、
国
語
科
の
構
造
は
Ａ
「
表
現
」
Ｂ
「
理
解
」【
言

語
事
項
】
の
二
領
域
一
事
項
か
ら
成
る
。【
言
語
事
項
】
に
は
、「
国
語
に
よ
る

表
現
力
及
び
理
解
力
の
基
礎
を
養
う
た
め
、
Ａ
及
び
Ｂ
の
指
導
を
通
し
て
、
次

の
言
語
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
」
と
あ
る
。
久
米
公
氏
の
見
解
に

よ
れ
ば
、

国
語
に
よ
る
表
現
力
と
理
解
力
を
養
う
た
め
の
観
点
か
ら
領
域
が
区
分
さ

れ
、「
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
一
層
明
確
に
す
る
」
た
め
に
も
、
ま

た
「
国
語
力
を
養
う
た
め
の
基
礎
と
な
る
言
語
に
関
す
る
事
項
が
系
統
的

に
指
導
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
た
め
に
も
、
言
語
事
項
が
重
視
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。（『
書
道
研
究
』
第
二
巻
第
十
号
一
二
七
頁
）

言
語
事
項
に
、毛
筆
に
よ
る
学
習
の
扱
い
は
、「
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
学

習
は
、
第
三
学
年
以
上
の
各
学
年
で
行
い
、
硬
筆
に
よ
る
書
写
の
能
力
の
基
礎

を
養
う
よ
う
指
導
し
、文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
か
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」「
毛

筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
に
充
て
る
授
業
時
数
は
、
各
学
年
そ
れ
ぞ
れ
年
間

二
十
時
間
程
度
と
す
る
こ
と
」
と
あ
る
。
毛
筆
は
、
国
語
科
書
写
と
し
て
硬
筆

の
基
礎
を
養
う
も
の
と
い
う
考
え
が
明
示
さ
れ
た
。
毛
筆
と
硬
筆
を
関
連
づ
け

た
指
導
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
元
年
及
び
十
年
の
改
訂
で
は
、
昭
和
五
十
二
年
と
同
じ
く
【
言
語
事
項
】

に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。そ
の
毛
筆
の
扱
い
は
、「
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の

指
導
は
、
第
三
学
年
以
上
の
各
学
年
で
行
い
、
硬
筆
に
よ
る
書
写
の
能
力
の
基

礎
を
養
う
よ
う
指
導
し
、
文
字
を
正
し
く
整
え
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
」「
ま
た
、毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
に
配
当
す
る
授
業
時
数
は
、

各
学
年
年
間
三
十
五
単
位
時
間
程
度
と
す
る
こ
と
」「
硬
筆
に
つ
い
て
も
、毛
筆

と
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
、特
に
取
り
上
げ
て
指
導
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
」

と
あ
る
。
三
十
五
単
位
時
間
と
、
十
五
時
間
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で

よ
り
更
に
硬
筆
に
密
接
に
結
び
つ
け
た
毛
筆
に
よ
る
授
業
内
容
を
期
待
し
て
い

る
。平

成
十
年
に
は
、
年
間
三
十
単
位
時
間
程
度
と
減
少
し
た
が
、
毛
筆
と
硬
筆

を
関
連
づ
け
た
指
導
を
期
待
す
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

以
上
、
明
治
期
か
ら
現
代
に
至
る
書
写
教
育
史
の
概
観
を
述
べ
た
。
書
写
の

呼
称
が
未
だ
「
習
字
」
の
ま
ま
で
、
毛
筆
と
硬
筆
が
別
々
の
も
の
と
い
う
考
え

が
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
教
員
側
に
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。

書
写
を
担
任
が
教
え
る
の
で
は
な
く
、別
に
書
写
を
担
当
す
る
教
員
が
い
て
、

そ
の
指
導
の
中
で
上
手
と
か
ま
た
そ
う
で
な
い
と
い
っ
た
指
導
が
な
さ
れ
て
き

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
語
科
書
写
の
授
業
と
は
い
え
な
い
。

平
成
元
年
の
改
訂
か
ら
今
年
度
で
二
十
年
近
く
経
つ
。
今
は
大
学
で
書
写
の

単
位
を
履
修
し
た
教
員
も
増
え
て
い
る
。
二
十
代
、
三
十
代
の
教
員
は
あ
て
は

ま
る
。
但
し
、
彼
ら
が
小
学
生
の
時
は
昭
和
二
十
四
年
の
教
育
職
員
免
許
法
に

よ
っ
た
教
員
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。
よ
っ
て
、
書
写
の
授
業
を
想
像
す
る
時
、

国
語
科
の
書
写
ら
し
く
な
い
授
業
を
思
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

少
な
く
と
も
こ
れ
か
ら
小
学
校
教
員
に
な
る
大
学
生
に
は
、
正
し
く
整
っ
た

文
字
が
書
け
る
こ
と
、
書
写
力
向
上
に
役
立
つ
毛
筆
の
習
い
方
を
身
に
つ
け
て

も
ら
い
た
い
と
願
い
、
現
代
に
お
け
る
書
写
の
あ
り
方
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、

を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
行
っ
た
か
を
報
告
す
る
。

○
平
成
十
七
年
度
後
期
の
授
業
実
践
報
告

一
限
目
の
授
業
で
平
仮
名
・
片
仮
名
を
書
写（
か
き
か
た
）の
教
科
書
に
載
っ

て
い
る
形
で
書
き
、
手
本
な
し
で
大
学
生
に
試
書
さ
せ
た
。
筆
圧
の
弱
い
者
や

指
先
に
力
が
入
ら
ず
標
準
的
な
持
ち
方
の
で
き
な
い
者
は
、
線
が
ふ
ら
つ
い
た

り
薄
く
な
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
で
、
硬
筆
で
も
始
筆
部
分
を
毛
筆
で
習
う
様
に

斜
め
四
十
五
度
に
お
い
て
か
ら
、
縦
・
横
・
斜
め
各
方
向
へ
線
を
引
く
様
に
す
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る
と
、
硬
筆
の
先
が
紙
の
表
面
を
す
べ
ら
ず
、
紙
に
食
い
込
ん
だ
し
っ
か
り
し

た
線
が
引
け
る
の
で
、
試
す
よ
う
に
と
指
導
し
た
が
、
習
慣
を
変
え
る
こ
と
は

な
か
な
か
難
し
い
。

試
書
後
、
教
育
出
版
の
し
ょ
し
ゃ
（
平
成
十
二
年
）
の
教
科
書
の
小
学
一
年

生
用
か
ら
コ
ピ
ー
し
、
水
平
・
垂
直
の
補
助
線
を
入
れ
、
字
形
の
特
徴
を
解
り

や
す
く
し
た
も
の
（
図
一
）
を
印
刷
し
、
配
布
し
た
。
そ
れ
と
見
比
べ
て
自
己

添
削
を
し
な
さ
い
、
と
し
て
も
困
惑
し
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
補
助
線
を

ど
う
読
み
取
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
例
と
し
て
あ
行
の
五
文
字
を
使
っ
て
説

明
し
た
後
で
、
残
り
を
各
自
添
削
さ
せ
た
。
し
か
し
、
自
身
で
読
み
取
る
こ
と

は
難
し
い
よ
う
だ
。
時
間
が
か
か
っ
て
も
、
Ｏ
Ｈ
Ｐ
を
使
っ
て
こ
ち
ら
が
一
字

ず
つ
説
明
し
、
自
己
添
削
さ
せ
た
方
が
確
実
で
あ
る
。

学
生
達
は
、
書
写
の
教
科
書
に
あ
る
、
平
仮
名
・
片
仮
名
の
標
準
的
な
字
形

を
知
ら
な
い
。と
す
れ
ば
、始
め
に
書
写
の
教
科
書
に
あ
る
平
仮
名
・
片
仮
名
・

漢
字
を
手
本
に
し
て
書
か
せ
、
一
度
こ
ち
ら
で
添
削
し
、
一
学
年
ご
と
か
、
も

し
く
は
小
学
六
年
生
ま
で
書
き
終
え
た
ら
活
字
を
見
な
が
ら
テ
ス
ト
形
式
で
覚

え
て
い
る
か
確
認
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

小
学
校
教
員
は
、「
正
し
く
整
っ
た
文
字
」
を
書
け
な
く
て
は
い
け
な
い
。
板

書
す
る
文
字
、
生
徒
や
父
兄
へ
の
連
絡
帳
の
文
字
も
書
写
で
指
導
し
て
い
る
こ

と
か
ら
は
ず
れ
て
い
い
わ
け
が
な
い
。
特
に
板
書
な
ど
は
、
教
職
に
就
い
た
ば

か
り
の
者
に
は
不
慣
れ
で
あ
る
。
訓
練
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
書
写
の
授
業
は
、
担
任
が
自
信
を
持
っ
て
臨
め
る
よ
う
に
、
小

学
校
で
使
う
文
字
の
書
き
順
・
字
形
を
完
全
に
把
握
し
、
毛
筆
の
扱
い
に
も
習

熟
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

毛
筆
の
扱
い
が
上
手
・
下
手
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
書
写
で
決
め
ら
れ
た

字
形
が
硬
筆
で
書
け
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
ぐ
に
出
来
る
人
と
出
来

な
い
人
が
い
る
。
出
来
な
い
人
は
何
か
し
ら
理
由
を
つ
け
て
す
ぐ
あ
き
ら
め
て

し
ま
う
。
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
小
学
一
年
生
に
で
き
る
は
ず
の
こ
と
で
あ

る
。
毛
筆
も
小
学
三
年
生
に
出
来
る
は
ず
の
こ
と
で
あ
る
。
教
員
な
ら
、
出
来

な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
道
具
を
使
う
こ
と
だ
か
ら
、
個
人
差
は
あ

る
が
、
訓
練
を
重
ね
て
い
く
こ
と
だ
。
授
業
で
得
た
知
識
な
ど
は
、
繰
り
返
し

記
憶
を
重
ね
て
い
か
な
い
と
忘
れ
て
し
ま
う
。
忘
れ
た
ら
、
ど
う
せ
ま
た
忘
れ

て
し
ま
う
も
の
だ
か
ら
と
考
え
、
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、
も
う
一
度
憶
え
直
し
て

い
く
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
。

小
学
生
に
、
書
写
の
時
間
に
一
生
懸
命
指
導
し
て
も
、
そ
れ
が
日
常
的
に
使

用
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
生
徒
に
働
き
か
け
る
こ

と
を
た
め
ら
っ
て
は
い
け
な
い
。
書
写
の
授
業
時
だ
け
気
を
つ
け
て
書
き
な
さ

い
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
他
の
授
業
時
に
も
多
く
の
生
徒
に
共
通
す
る
文
字

の
乱
れ
を
指
摘
し
、
指
導
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
方
が
記
憶

に
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
常
的
に
機
会
を
捉
え
て
、
指
導
し
て
い
く
の
が
よ

り
効
果
的
だ
と
思
う
。
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毛
筆
は
、
日
常
の
実
用
性
は
乏
し
い
が
、
硬
筆
の
書
写
力
の
向
上
に
役
立
つ

と
い
う
こ
と
で
必
要
性
は
高
い
。
次
の
授
業
か
ら
、
毛
筆
に
よ
る
練
習
を
始
め

た
。
大
学
生
に
硬
筆
書
写
力
の
向
上
に
毛
筆
は
役
立
つ
も
の
だ
と
認
識
さ
せ
る

こ
と
を
第
一
と
し
た
。
毛
筆
に
よ
る
授
業
は
、
ま
ず
基
本
点
画
の
確
認
と
し
て

一
字
の
漢
字
の
練
習
を
通
し
て
進
め
て
い
っ
た
。時
間
を
前
・
後
半
に
分
け
て
、

毛
筆
と
伴
に
硬
筆
も
練
習
し
た
。

二
限
目
以
降
の
授
業
で
小
学
一
年
か
ら
小
学
四
年
ま
で
の
漢
字
を
五
十
字
ず

つ
順
に
練
習
さ
せ
た
。
平
仮
名
、
片
仮
名
の
時
と
同
様
に
、
教
育
出
版
の
書
写

の
教
科
書
（
平
成
十
二
年
）
を
コ
ピ
ー
し
、
補
助
線
を
記
入
し
た
も
の
（
図
二
）

を
手
本
と
し
、書
か
せ
た
が
、何
度
も
同
じ
間
違
い
を
繰
り
返
す
。例
え
ば
、「
口
」

の
三
画
目
と
一
と
二
画
目
と
の
接
し
方
な
ど
、
何
度
も
活
字
に
引
き
ず
ら
れ
て

間
違
え
る
。
憶
え
て
い
な
い
。
名
前
に
あ
っ
て
も
そ
れ
を
活
か
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
れ
を
毛
筆
に
よ
る
練
習
で
直
せ
る
と
よ
い
。

ま
た
、
二
限
目
以
降
の
毛
筆
に
よ
る
練
習
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
始
め
に
、
筆
の
持
ち
方
、
横
画
・
縦
画
の
引
き
方
、
始
筆
・
送
筆
・
終

筆
と
い
う
捉
え
方
、
鉛
筆
と
毛
筆
は
全
く
違
う
筆
記
用
具
で
あ
る
こ
と
、
ほ
ぐ

し
て
あ
る
毛
の
部
分
は
半
分
ま
で
し
か
使
わ
な
い
こ
と
、
筆
を
半
紙
に
お
ろ
す

前
に
、
お
ろ
す
毛
の
部
分
の
長
さ
を
決
め
る
こ
と
等
を
確
認
し
た
。
そ
れ
か
ら

筆
使
い
で
あ
る
。
筆
を
お
ろ
し
た
と
同
時
に
筆
を
起
こ
す
こ
と
、
そ
れ
が
一
旦

筆
を
留
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
ば
し
ば
置
く
と
同
時
に
送
筆
に
移
る
が
、
筆
が

四
十
五
度
程
、
横
画
な
ら
左
回
り
に
回
転
し
て
し
ま
う
し
、
縦
画
な
ら
右
回
り

に
回
転
し
て
し
ま
う
。
筆
を
起
こ
す
と
は
、
筆
を
斜
め
四
十
五
度
に
お
い
た
と

き
、
左
斜
め
上
方
に
筆
先
の
方
へ
押
す
動
き
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
筆

を
半
紙
に
押
さ
え
つ
け
る
こ
と
は
し
な
い
。
押
さ
え
つ
け
て
送
筆
に
移
る
と
、

左
右
ど
ち
ら
か
に
回
転
し
や
す
く
な
る
。
ま
た
、
送
筆
に
移
る
時
、
筆
が
や
や

右
手
前
に
倒
れ
て
い
る
こ
と
や
、
肘
が
手
首
の
位
置
よ
り
下
が
っ
て
い
な
い
こ

と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
他
、
忘
れ
が
ち
に
な
る
の
が
、
終
筆
部
分
で

筆
を
止
め
て
か
ら
離
す
と
き
、
決
し
て
半
紙
に
対
し
て
垂
直
に
は
離
さ
な
い
。

筆
先
の
方
へ
筆
の
腹
の
方
か
ら
離
す
。
以
上
の
説
明
の
後
、
実
技
へ
と
移
る
。

一
回
目
は
「
王
」
を
題
材
と
す
る
。

「
王
」
の
字
形
で
あ
る
。
横
画
の
長
さ
に
差
を
つ
け
る
。
三
画
目
は
、
一
画

目
よ
り
短
く
す
る
。
四
画
目
は
一
画
目
よ
り
長
く
す
る
。
こ
の
三
つ
の
横
画
は
、

二
画
目
の
縦
画
を
中
心
に
左
右
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
と
す
る
。
ま
た
、
三
画
目
は
二

画
目
の
ほ
ぼ
中
心
で
交
差
さ
せ
な
い
。
四
画
目
は
、
二
画
目
と
重
ね
る
よ
う
に

引
く
か
ら
、三
画
目
は
二
画
目
の
ほ
ぼ
中
央
よ
り
や
や
上
を
通
す
よ
う
に
す
る
。

横
画
に
縦
画
が
接
す
る
と
は
、
予
定
し
て
い
る
長
さ
の
三
分
の
一
程
を
重
ね

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
横
画
の
送
筆
部
分
の
幅
に
合
わ
せ
て
ぴ
っ
た
り

重
ね
る
様
に
筆
を
お
ろ
す
こ
と
は
し
な
い
。

二
回
目
は
「
木
」
を
題
材
と
す
る
。

「
木
」
の
字
形
で
あ
る
。
二
画
目
は
、
一
画
目
の
半
分
と
同
じ
長
さ
を
一
画
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目
よ
り
上
に
出
す
よ
う
に
し
、
下
へ
は
ほ
ぼ
一
画
目
と
同
じ
長
さ
を
下
へ
引
く

よ
う
に
す
る
。
三
画
目
の
左
払
い
は
、
一
・
二
画
目
か
ら
ほ
ぼ
四
十
五
度
の
角

度
で
左
下
へ
引
く
。
三
画
目
の
始
筆
は
、
一
・
二
画
目
の
交
差
し
て
い
る
部
分

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
画
目
の
み
に
重
な
る
よ
う
に
、
一
画
目
と
は
重
ね

な
い
。
長
さ
は
、
一
画
目
の
始
筆
と
上
下
に
揃
う
ぐ
ら
い
の
長
さ
と
し
、
終
筆

の
位
置
に
気
を
つ
け
る
。
四
画
目
も
、
右
下
へ
一
、
二
画
目
か
ら
四
十
五
度
の

角
度
で
引
く
。
右
下
へ
引
き
、
一
度
筆
を
止
め
る
位
置
は
、
一
画
目
の
終
筆
と

ほ
ぼ
上
下
に
揃
う
く
ら
い
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
右
へ
払
い
出
す
。
左
・
右
ど
ち

ら
の
払
い
の
終
筆
も
、
二
画
目
の
終
筆
の
位
置
ま
で
下
が
っ
て
い
な
い
こ
と
。

以
上
、
硬
筆
・
毛
筆
に
共
通
す
る
字
形
の
注
意
点
で
あ
る
。

毛
筆
で
左
右
の
払
い
を
引
く
と
き
は
、
縦
横
画
に
比
べ
て
そ
の
力
加
減
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
左
払
い
は
縦
画
に
準
じ
、
右
払
い
は
横
画
に
準
ず
る
。

左
払
い
は
左
下
に
縦
画
を
引
く
要
領
で
送
筆
し
、
徐
々
に
筆
を
紙
か
ら
離
す
よ

う
に
す
る
。
右
払
い
は
、
二
画
目
の
縦
画
の
中
で
右
横
へ
短
く
引
き
、
そ
の
ま

ま
横
画
を
引
く
要
領
で
右
下
へ
徐
々
に
筆
を
下
ろ
し
、
太
く
し
な
が
ら
引
く
。

そ
し
て
一
度
動
き
を
止
め
、
筆
を
起
こ
し
て
か
ら
右
横
へ
徐
々
に
筆
を
離
し
つ

つ
引
く
よ
う
に
す
る
。
こ
の
右
下
へ
徐
々
に
太
く
な
る
よ
う
に
し
な
が
ら
線
を

引
く
の
は
、
多
く
の
人
が
苦
手
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
右
下
へ
横
画
と
し
て

引
く
練
習
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
半
紙
自
体
を
傾
け
る
。
半
紙
の
上
辺
が
四

十
五
度
傾
く
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
横
画
を
引
く
。
そ
し
て
半
紙
を
水
平

に
も
ど
す
。
太
さ
の
変
化
は
な
い
が
、
右
下
へ
引
い
た
線
が
あ
る
。
次
に
、
そ

の
線
と
平
行
に
右
下
へ
線
を
引
く
練
習
を
す
る
。
右
下
へ
線
を
引
く
と
い
う
感

覚
が
掴
め
る
は
ず
で
あ
る
。

三
回
目
は
「
足
」
を
題
材
と
す
る
。

「
口
」
の
部
分
の
画
の
接
し
方
を
改
め
て
確
認
す
る
。
四
画
目
は
三
画
目
の

ほ
ぼ
中
央
に
、四
画
目
の
中
央
に
五
画
目
を
二
画
目
の
右
端
と
揃
え
る
よ
う
に
、

六
画
目
は
、
一
画
目
と
五
画
目
の
左
へ
の
延
長
線
と
交
わ
る
部
分
を
始
筆
と
し

て
左
へ
払
う
。
七
画
目
は
六
画
目
の
中
央
か
ら
四
画
目
終
筆
部
分
に
接
し
、
右

下
へ
引
き
、
口
部
の
右
は
し
に
上
下
揃
う
ま
で
引
き
、
そ
こ
で
一
旦
筆
を
起
こ

し
て
か
ら
右
へ
払
う
。

四
回
目
は
「
心
」
を
題
材
と
す
る
。

一
画
目
、
二
画
目
は
間
に
中
心
線
を
想
定
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
左
右
に
四
十
五

度
の
角
度
で
送
筆
す
る
。
二
画
目
は
曲
が
り
が
あ
り
縦
画
か
ら
横
画
へ
と
連
続

す
る
。
曲
が
り
部
分
で
筆
を
左
回
転
さ
せ
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
縦
画
か
ら
曲

が
り
に
続
い
て
横
画
を
引
け
ば
い
い
と
考
え
れ
ば
防
げ
る
。
三
画
目
は
二
画
目

を
始
点
と
し
て
右
上
り
に
補
助
線
を
伸
ば
し
て
、
そ
こ
に
始
筆
を
合
わ
せ
、
四

画
目
は
、
二
画
目
の
は
ね
を
は
さ
ん
で
位
置
す
る
。
三
、
四
画
目
は
点
で
あ
る

が
、
縦
画
と
し
て
短
く
引
く
。

五
回
目
は
「
光
」
を
題
材
と
す
る
。

一
、
二
、
三
画
目
の
始
筆
部
分
が
左
か
ら
右
へ
並
ば
な
い
。
二
画
目
と
三
画

目
が
四
画
目
と
接
し
な
い
。
五
画
目
の
払
い
の
長
さ
は
、
四
画
目
の
始
筆
部
分

に
上
下
合
わ
せ
る
。
六
画
目
は
、
四
画
目
の
終
筆
よ
り
右
へ
出
る
長
さ
ま
で
横

画
を
引
く
。「
心
」
と
曲
が
り
部
分
は
同
じ
考
え
方
で
書
け
ば
よ
い
。「
心
」
に

も
「
光
」
に
も
は
ね
が
あ
る
が
、
ハ
ネ
あ
げ
る
方
向
は
や
や
違
う
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
、
筆
を
と
め
、
筆
を
起
こ
し
て
か
ら
筆
を
徐
々
に
離
し
つ
つ
引
く
よ

う
に
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
筆
を
と
っ
て
線
を
引
く
前
に
、
字
形
の
特
徴
は
板
書
で
説

明
す
る
。
こ
こ
に
書
き
出
し
た
全
て
を
説
明
す
る
と
長
く
な
る
が
、
硬
筆
で
繰

り
返
し
添
削
し
て
い
る
と
、
学
生
も
要
領
が
わ
か
っ
て
く
る
よ
う
で
、
次
第
に

説
明
は
短
く
て
済
ん
だ
。
水
書
板
を
使
っ
て
技
能
面
の
説
明
に
時
間
を
費
や
せ

る
。
水
書
板
で
一
通
り
書
い
て
見
せ
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
筆
使
い
を
全
員

に
衆
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
正
し
い
筆
使
い
を
示
す
た
め
に
も
、
朱
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液
を
使
っ
た
添
削
は
必
要
で
あ
る
。
言
葉
だ
け
で
は
伝
わ
り
に
く
い
力
の
加
減

は
見
せ
る
必
要
が
あ
る
。

○
平
成
十
八
年
度
前
期
の
授
業
実
践
報
告

続
い
て
四
年
次
に
行
っ
た
課
題
と
作
品
例
を
紹
介
す
る
。

岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る『
こ
と
ば
の
花
束
』『
こ
と
ば
の
贈
物
』『
こ

と
ば
の
饗
宴
』『
愛
の
こ
と
ば
』
か
ら
言
葉
を
選
ぶ
。
字
数
の
多
少
は
あ
る
が
、

変
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
漢
字
・
仮
名
は
小
学
校
書
写
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
字
形
を
使
う
、
と
し
た
。
構
成
は
特
に
指
定
し
て
い
な
い
。
半
紙
に
全
文

字
が
収
ま
る
よ
う
に
大
小
、
配
置
は
各
自
の
判
断
に
任
せ
る
。

三
年
次
の
半
紙
一
字
の
練
習
は
、
基
本
点
画
の
確
認
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で

硬
筆
書
写
力
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
は
思
え
な
い
。
従
っ
て
指
先
を
使
わ
ざ
る

を
得
な
い
条
件
を
作
り
、
押
し
付
け
で
は
な
く
主
体
的
に
題
材
を
選
び
、
積
極

的
に
取
り
組
む
様
に
さ
せ
た
。

大
学
生
は
、
毛
筆
で
基
本
点
画
を
練
習
し
、
硬
筆
で
平
仮
名
・
片
仮
名
、
小

学
一
年
か
ら
小
学
四
年
ま
で
の
漢
字
を
一
度
練
習
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
使
っ

て
そ
の
書
き
方
に
則
し
て
各
自
言
葉
集
よ
り
選
ん
だ
言
葉
を
書
く
と
し
て
作
品

に
し
た
も
の
で
あ
る
。

毛
筆
で
の
練
習
は
、
単
に
硬
筆
の
補
助
と
し
て
の
み
の
も
の
で
あ
る
と
、
張

り
合
い
が
な
い
と
思
う
。硬
筆
に
は
な
い
毛
筆
独
特
の
技
術
を
修
得
し
た
な
ら
、

活
用
し
て
作
品
に
す
る
こ
と
は
、
有
意
義
な
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
見
本
・

手
本
が
な
い
の
で
、
基
本
点
画
の
場
合
は
な
ん
と
か
引
け
た
点
画
も
、
活
字
を

書
写
の
手
書
き
文
字
で
書
く
と
な
る
と
あ
や
ふ
や
に
な
っ
て
し
ま
う
。

で
は
、
各
課
題
ご
と
の
作
品
例
と
、
そ
の
作
品
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
る
。

課
題
一
で
は
、
言
葉
を
選
ん
だ
理
由
を
書
か
せ
た
。
作
品
Ａ
に
は
「
音
楽
が

好
き
だ
か
ら
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
理
由
に
は
選
ん
だ
言
葉
を
ど
う
解
釈
し
た

か
が
反
映
さ
れ
る
と
予
定
し
た
の
だ
が
、
思
惑
通
り
に
は
い
か
な
い
。
課
題
二

で
は
「
文
の
主
旨
」
と
改
め
、
各
自
が
こ
の
短
い
文
章
の
主
た
る
意
味
合
い
を

ど
う
捉
え
た
か
を
記
述
さ
せ
た
。
作
品
Ｂ
で
は
「
自
分
の
目
標
に
届
く
た
め
に

は
、
自
分
で
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
る
。
こ
の
方
が
言
葉
を
ど
う

解
釈
し
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
と
思
う
。同
じ
言
葉
で
も
、捉
え
方
は
人
に
よ
っ

て
違
っ
て
い
て
よ
い
。
正
解
が
あ
る
と
は
し
な
い
方
が
よ
い
。

そ
し
て
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
し
ん
に
ょ
う
の
あ
る
文
字
を
必
ず
一
つ
以
上

入
っ
て
い
る
言
葉
を
選
ぶ
こ
と
と
し
た
。
こ
の
作
品
は
し
ん
に
ょ
う
の
三
画
目

の
払
い
が
書
き
き
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
小
学
校
書
写
の
手
書
き
文
字
を
使
う
と
し
た
場
合
、
字
形
筆
法
が
当

然
同
じ
よ
う
に
な
る
。
制
作
者
の
意
図
が
反
映
さ
れ
る
部
分
と
し
て
、
こ
の
「
文

の
主
旨
」
は
意
味
が
あ
る
。
せ
っ
か
く
な
の
で
、
作
品
の
一
部
と
し
て
本
文
と

伴
に
書
き
加
え
る
と
し
た
方
が
、
よ
り
意
欲
を
持
っ
て
取
り
組
め
る
の
で
は
な
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か
っ
た
か
と
思
う
。

課
題
三
は
、
前
の
二
回
と
も
仮
名
は
平
仮
名
を
使
っ
た
の
で
、
今
回
は
片
仮

名
を
使
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
片
仮
名
は
楷
書
体
と
合
わ
せ
や
す
い
。
例
と
し

て
取
り
上
げ
た
作
品
Ｃ
は
、
楷
書
に
よ
く
合
っ
た
片
仮
名
の
書
き
方
を
し
て
い

る
。
ま
た
今
回
は
、
前
回
「
文
の
主
旨
」
と
し
た
部
分
を
再
び
「
言
葉
を
選
ん

だ
理
由
」と
し
て
み
た
。こ
の
作
品
の
作
者
は
、「
頭
の
中
で
は
そ
う
だ
と
わ
か
っ

て
い
て
も
、
な
か
な
か
行
動
で
き
な
い
自
分
へ
の
戒
め
」
と
し
た
。「
理
由
」
と

し
て
適
切
な
も
の
だ
。

多
字
数
を
書
く
と
な
る
と
必
然
的
に
小
字
に
な
る
。
筆
先
を
使
う
こ
と
に
な

り
、
よ
り
慎
重
に
筆
を
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
の
持
ち
方
が
直
る
こ
と

や
、
硬
筆
の
扱
い
が
上
達
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
学
生
の
作
品
の

書
写
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
文
字
は
、
指
摘
す
る
と
よ
い
。
鉛
筆
で
作
品
の

隅
に
示
す
だ
け
で
も
次
回
は
直
そ
う
と
努
力
す
る
。

課
題
四
か
ら
は
、
漢
字
を
行
書
体
と
し
た
。
小
学
校
の
教
員
免
許
取
得
に
は

必
要
が
な
い
行
書
体
だ
が
、
子
供
を
対
象
と
し
な
い
連
絡
事
項
な
ど
で
速
く
書

く
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
か
と
思
う
。
そ
ん
な
時
に
行
書
体
を
書
け

る
よ
う
に
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
。

『
名
古
屋
女
子
大
学
生
に
よ
る
こ
と
ば
の
花
束
』
と
い
う
題
名
で
こ
と
ば
集

を
作
成
し
た
。
字
数
制
限
を
四
段
階
に
分
け
て
、
各
自
が
本
・
歌
詞
な
ど
出
典

が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
も
の
を
四
つ
選
ん
で
き
た
。
漢
字
は
行
書
体
を
練
習
す

る
為
の
硬
筆
プ
リ
ン
ト
（
図
三
、『
く
ら
し
に
生
か
す
ペ
ン
習
字
入
門
』
川
端
比

侶
子
著

教
育
図
書
株
式
会
社
）を
、仮
名
は
村
上
翠
亭
氏
の
仮
名（
図
四
、『
は

じ
め
て
の
か
な
１

半
紙
に
俳
句
を
書
く
』
二
玄
社
）
を
手
本
と
す
る
。
学
生

に
と
っ
て
身
近
な
言
葉
は
書
写
の
書
き
方
で
は
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。
中
に

は
、
行
書
が
適
す
る
場
合
も
あ
る
。
ど
ん
な
行
書
で
も
良
い
と
す
る
と
、
崩
れ

た
形
の
行
書
が
横
行
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
ま
ず
は
楷
書
に
近
い

形
の
行
書
に
す
る
。
従
っ
て
、
一
つ
の
基
準
を
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま

ず
は
読
み
や
す
い
、
形
の
崩
れ
て
い
な
い
行
書
を
書
け
る
よ
う
に
し
て
お
く
べ

き
で
あ
る
。標
準
的
な
書
き
方
を
知
っ
て
お
け
ば
、い
わ
ゆ
る
一
つ
自
信
を
も
っ

て
書
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
い
つ
で
も
そ
こ
に
も
ど
れ
る
と
い
う
安
心
に

つ
な
が
る
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
、
主
旨
や
理
由
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
制
作
意
図
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と
し
て
捉
え
、
観
る
者
は
作
品
を
鑑
賞
す
る
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
記
述
さ
せ
た
。
そ
し
て
ま
ず
、
六
字
か
ら
十
字
ま
で
の
自
身
で
選
ん
だ
言

葉
を
作
品
に
し
た
。
漢
字
は
行
書
体
で
仮
名
は
そ
れ
に
合
う
も
の
と
し
た
。

『
作
品
Ｄ
』「
涙
の
数
だ
け
強
く
な
れ
る
」

・
主
旨
―
落
ち
込
ん
だ
と
き
、
こ
の
言
葉
で
元
気
に
な
れ
る
。

・
作
品
へ
の
コ
メ
ン
ト
―
行
書
と
し
て
特
別
練
習
を
重
ね
な
く
て
も
、
硬
筆
に

よ
る
見
本
が
あ
れ
ば
行
書
は
書
け
て
し
ま
う
よ
う
だ
。

課
題
五
と
し
て
、
自
身
で
選
ん
だ
十
一
字
か
ら
十
五
字
ま
で
の
言
葉
を
作
品

に
す
る
と
し
た
。
前
回
に
続
き
、
挿
絵
を
入
れ
る
と
し
た
。
言
葉
に
込
め
ら
れ

た
テ
ー
マ
を
作
品
か
ら
伝
わ
り
や
す
く
す
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
書
体
も
字
体

も
自
由
と
し
た
。
正
し
く
整
っ
た
楷
書
体
や
使
い
慣
れ
な
い
行
書
体
を
使
う
者

は
少
な
い
。
作
品
Ｅ
の
よ
う
な
柔
ら
か
な
楷
書
体
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
文
字

だ
け
で
は
伝
わ
り
に
く
い
意
味
合
い
を
挿
絵
で
補
う
と
し
た
が
、
描
く
こ
と
が

苦
手
な
者
に
と
っ
て
は
苦
痛
で
あ
る
よ
う
だ
。

『
作
品
Ｅ
』「
笑
っ
て
笑
っ
て
君
の
笑
顔
が
み
た
い
」

・
主
旨
―
相
手
に
笑
顔
で
い
よ
う
と
呼
び
か
け
て
い
る
。

・
作
品
へ
の
コ
メ
ン
ト
―
「
笑
」
を
大
き
く
し
、
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
合
わ
せ

て
い
る
よ
う
だ
。
人
で
は
な
い
、
花
の
笑
顔
が
人
の
頑
な
心
を
和
ら
げ
て
く
れ

る
。課

題
六
と
し
て
、
自
身
で
選
ん
だ
十
六
字
か
ら
二
十
字
ま
で
の
言
葉
を
作
品

に
す
る
。
再
び
漢
字
は
行
書
を
使
い
、
仮
名
も
プ
リ
ン
ト
の
仮
名
を
使
う
と
し

た
。
行
書
体
に
慣
れ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

『
作
品
Ｆ
』「
体
が
辛
く
て
も
心
は
笑
顔
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
」

・
主
旨
―
ど
ん
な
と
き
で
も
心
が
豊
か
で
い
る
と
、
他
人
に
優
し
く
で
き
る
。

・
作
品
へ
の
コ
メ
ン
ト
―
心
と
笑
顔
を
大
き
く
す
る
こ
と
で
、
心
が
笑
顔
で
あ

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
鑑
賞
す
る
者
に
考
え
さ
せ
る
。

課
題
七
と
し
て
、
自
身
で
見
つ
け
た
二
十
一
字
か
ら
二
十
五
字
ま
で
の
言
葉
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を
作
品
に
す
る
。
挿
絵
を
入
れ
る
こ
と
、
言
葉
の
主
旨
を
作
品
か
ら
伝
わ
り
や

す
く
す
る
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
書
体
・
字
体
は
自
由
と
し
た
。
二
十
一
字
か

ら
二
十
五
字
ま
で
の
言
葉
を
作
品
に
し
た
も
の
は
、
書
写
の
目
的
と
は
は
ず
れ

る
が
、
見
応
え
の
あ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
主
旨
も
考
え
や
す
い
よ
う
だ
。

『
作
品
Ｇ
』「
名
も
な
い
草
も
、
実
を
つ
け
る
。
い
の
ち
い
っ
ぱ
い
の
花
を
咲
か

せ
て
」

・
主
旨
―
何
で
も
誰
で
も
生
き
て
い
る
。
輝
い
て
い
る
。

・
作
品
へ
の
コ
メ
ン
ト
―
「
実
」「
い
の
ち
」「
花
」
を
大
き
く
目
立
つ
よ
う
に

し
た
こ
と
、
花
束
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
言
葉
を
配
置
し
た
こ
と
。
ア
イ
デ
ア
に
脱

帽
し
た
。
漢
字
は
楷
書
体
で
あ
る
。

『
作
品
Ｈ
』「
人
生
と
は
何
か
、
自
分
は
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
」

・
主
旨
―
未
来
は
わ
か
ら
な
い
、
過
去
な
ど
意
味
が
な
い
。

・
作
品
へ
の
コ
メ
ン
ト
―
資
料
か
ら
漢
字
の
行
書
体
、仮
名
を
拾
い
出
し
て
使
っ

て
い
る
。
漢
字
は
大
筆
、
仮
名
は
小
筆
を
用
い
て
、
線
の
太
さ
に
差
を
つ
け
て

い
る
。
主
題
と
副
題
と
を
う
ま
く
大
き
さ
を
変
え
て
い
る
。

『
作
品
Ｉ
』「
会
え
な
く
て
も
記
憶
を
た
ど
っ
て
同
じ
幸
せ
を
見
た
い
ん
だ
」

・
主
旨
―
会
え
な
く
て
も
寂
し
く
な
い
よ
。
思
い
出
が
あ
る
か
ら
。

・
作
品
へ
の
コ
メ
ン
ト
―
「
会
え
な
く
て
も
」
の
「
も
」
を
特
に
大
き
く
す
る

こ
と
で
、
そ
の
条
件
で
も
、
こ
う
し
た
い
と
い
う
願
い
が
次
に
続
い
て
い
る
。

『
作
品
Ｊ
』「
あ
の
日
も
ら
っ
た
こ
と
ば
、
ず
っ
と
わ
た
し
の
た
か
ら
も
の
」

・
主
旨
―
あ
の
日
も
ら
っ
た
言
葉
が
心
の
中
に
き
ら
め
い
て
私
も
き
ら
め
く
。

・
作
品
へ
の
コ
メ
ン
ト
―
平
安
朝
の
仮
名
を
元
に
し
て
う
ま
く
く
ず
し
て
あ
る
。

各
行
が
そ
れ
ぞ
れ
左
右
に
ふ
く
ら
む
よ
う
に
湾
曲
し
て
い
て
、
円
形
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
、
心
の
中
に
大
事
に
し
ま
っ
て
い
る
様
子
を
想
像
さ
せ
る
。

作品Ｇ
作品Ｈ

作品Ｉ作品Ｊ

（
一
一
）
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『
作
品
Ｋ
』「
共
々
い
こ
う

自
分
以
外
師
匠
、す
べ
て
の
人
々
に
感
謝
し
よ
う
」

・
主
旨
―
自
分
の
ま
わ
り
に
は
、
自
分
に
な
い
も
の
を
も
つ
人
だ
ら
け
！
学
ぶ

こ
と
だ
ら
け
。

・
作
品
へ
の
コ
メ
ン
ト
―
互
い
に
自
他
を
認
め
あ
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

筆
で
自
分
な
り
に
得
意
な
書
き
方
を
既
に
持
っ
て
い
る
。

正
し
く
整
っ
た
楷
書
、
読
み
や
す
い
行
書
体
に
と
ら
わ
れ
ず
、
書
体
・
字
体

を
自
由
に
す
る
こ
と
は
、
作
品
が
作
り
易
く
な
る
様
だ
が
、
ど
ん
な
作
品
に
す

る
か
と
い
う
責
任
が
全
て
自
身
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
却
っ
て
難
し
い
か
も
し

れ
な
い
。
実
際
に
は
現
場
の
小
学
校
で
こ
の
様
な
作
品
を
教
員
が
生
徒
に
示
す

の
は
、
文
集
の
表
紙
な
ど
の
特
別
な
場
合
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
生
徒
に
同
じ
こ

と
を
さ
せ
て
も
、
教
育
目
標
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
は
予
想

が
つ
く
。
し
か
し
、
毛
筆
は
多
様
な
線
が
引
け
る
筆
記
用
具
で
あ
る
。
書
写
の

授
業
で
習
う
筆
の
使
い
方
は
一
方
法
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
と
、
ま

ず
覚
え
る
べ
き
筆
使
い
に
生
徒
の
意
識
を
集
中
さ
せ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
例

え
ば
、
図
工
の
時
間
に
毛
筆
を
使
っ
て
作
品
を
作
ら
せ
、
毛
筆
に
興
味
を
持
た

せ
、
書
写
の
時
間
に
は
硬
筆
の
助
け
と
な
る
筆
使
い
で
練
習
し
、
自
分
の
考
え

を
正
し
く
人
に
伝
え
る
に
は
、
正
し
く
整
っ
た
字
形
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
わ

か
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
お
わ
り
に

国
語
科
書
写
と
い
う
と
、
手
本
を
ど
れ
だ
け
正
確
に
書
き
写
せ
た
か
に
終
始

し
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。
書
写
の
教
科
書
に
あ
る
手
書
き
に
よ
る
平
仮
名
、

片
仮
名
、
各
学
年
の
漢
字
の
字
形
に
つ
い
て
は
覚
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

書
式
の
違
い
に
よ
り
、
漢
字
・
仮
名
の
調
和
、
紙
面
構
成
を
創
意
工
夫
す
る
と

い
う
創
造
力
を
働
か
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
記
憶
し
た
も
の
を
創
造
力
を

働
か
せ
る
為
に
生
か
す
。
創
造
力
を
発
揮
す
る
為
に
、
記
憶
力
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
。
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
既
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
を
手
本
と
し
て
丸

写
し
す
る
の
で
は
な
い
授
業
を
心
掛
け
る
べ
き
で
あ
る
。

◎
学
生
作
品
の
詳
細

・
作
品
Ａ

音
楽
と
音
楽
家

シ
ュ
ー
マ
ン

・
作
品
Ｂ

ツ
ァ
ラ
ト
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た

ニ
ー
チ
ェ

・
作
品
Ｃ

夜
明
け
前

島
崎
藤
村

・
作
品
Ｄ

Ｔ
ｏ
ｍ
ｏ
ｒ
ｒ
ｏ
ｗ

岡
本
真
夜

・
作
品
Ｅ

Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｙ

大
塚
愛

・
作
品
Ｆ

美
し
い
日
々
（
未
記
入
）

・
作
品
Ｇ

い
の
ち
の
バ
ト
ン

相
田
み
つ
を

・
作
品
Ｈ

自
己
に
つ
い
て

矢
内
原
伊

・
作
品
Ｉ

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

大
塚
愛

・
作
品
Ｊ

心
の
中
に
き
ら
め
い
て
（
未
記
入
）

・
作
品
Ｋ

Ｉ
ｒ
ｉ
ｅ

Ｇ
ｏ
Ｔ
〜
あ
り
が
と
う
の
詩
〜

Ｄ
ｅ
ｆ
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ

作品Ｋ

（
一
二
）
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