
地
域
学
習
材
と
し
て
の
方
言

l

問
題
意
識

｢総
合
的
な
学
習
｣
の
導
入
に
と
も
な
い
'
地
域
の
生
活
や
文
化
を
テ

ー
マ
に
か
か
げ
た
学
習
指
導
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
国
語
科

教
育
に
お
い
て
も
'
近
年
'
地
域
の
こ
と
ば
と
し
て
の

｢方
言
｣
が
注
目

さ
れ
'
そ
の
言
語
文
化
的
な
側
面
に
注
目
し
た
実
践
例
が
各
地
で
報
告
さ

れ
て
い
る
(注

こ
｡

た
し
か
に

｢方
言
｣
は
地
域
の
生
活
や
文
化
に
密
着
し
た
こ
と
ば
で
あ

り
'
そ
れ
に
注
目
し
た
学
習
は
'
学
習
者
の
言
語
生
活
を
ゆ
た
か
に
す
る

上
で
意
味
あ
る
こ
と
に
ち
が
い
な
い
｡
ま
た
'
学
習
者
が
自
ら
地
域
の
こ

と
ば
に
ま
な
ぽ
う
と
す
る
姿
勢
は
'
生
涯
学
習
の
面
か
ら
も
意
義
あ
る
こ

と
と
い
え
よ
う
｡

だ
が
'
わ
れ
わ
れ
は
何
を
さ
し
て

｢方
言
｣
と
よ
び
､
そ
れ
を
教
材
化

す
る
こ
と
に
よ
る
教
育
内
容
を
ど
の
よ
う
に
措
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
｡
管
見
す
る
か
ぎ
り
で
は
､
こ
の
点
に
関
す
る
説
明
が
不
十
分
な
ま
ま

活
動
の
経
緯
を
報
告
す
る
実
践
が
す
く
な
く
な
い
｡
｢郷
土
の
よ
さ
を
知

藤
森

裕
治

り
'
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
｣
と
い
っ
た
活
動
そ
れ
自
体
が
目
的
化
し
､
｢方
言
｣

を
と
り
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
学
習
を
成
立
さ
せ
て

い
る
か
'
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
事
例
が
す
く
な
く
な
い
の
で
あ
る
｡

地
域
学
習
材
と
し
て

｢方
言
｣
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
'
そ
の
概
念
規
定

と
教
育
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
が
明
確
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
の
た
め
に
は
'
｢方
言
｣
の
定
義
と
先
行
研
究
の
成
果
と
を
み
な
お
し

な
が
ら
､
地
域
学
習
材
と
し
て

｢方
言
｣
を
と
り
あ
げ
る
際
の
基
本
認
識

を
整
理
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

二

｢方
言
｣
と
は
何
か

〓

)

｢方
言
｣
の
国
語
学
的
定
義

｢方
言
｣
と
は
何
か
｡
こ
の
闘
い
に
'
わ
れ
わ
れ
の
お
お
く
は
次
の
よ

う
に
答
え
る
だ
ろ
う
｡

｢い
わ
ゆ
る
標
準
語
と
は
こ
と
な
っ
た
形
で
'

一
地
方
だ
け
で
つ
か
わ
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れ
る
語
.
但
諺
｡｣

た
と
え
ば
信
州
で
は
カ
シ
ゲ
ル
の
自
動
詞
と
し
て
カ
シ
ガ
ル
が
あ
り
'

面
倒
く
さ
が
り
や
を
坪
捻
し
て
ズ
ク
ナ
シ
と
い
う
｡
こ
の
よ
う
に
'
全
国

的
に
通
用
す
る
請
負
と
は
こ
と
な
る
形
式
で
､
特
定
の
地
方
に
お
い
て
の

み
つ
か
わ
れ
る
こ
と
ば
が
1
般
的
に

r方
言
J
と
よ
ば
れ
て
い
る
｡

し
か
し
'
国
語
学
に
お
け
る

r方
言
｣
の
定
義
を
み
る
と
'
右
以
外
に

次
の
よ
う
な
定
義
が
あ
る
｡

二

つ
の
国
語
ま
た
は
民
族
語
が
地
域
に
よ
っ
て
相
違
の
あ
る
い
く
つ

か
の
言
語
団
に
わ
か
れ
て
い
る
､
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
田
の
言
語
全
体
｡｣

こ
の
場
合
､
｢方
言
｣
は
い
わ
ゆ
る
標
準
語
の
対
概
念
で
は
な
く
'
当

該
地
域
に
特
徴
的
な
言
語
体
系

二
言
語
現
象
を
総
称
す
る
｡
ち
な
み
に

日
本
語
の
言
語
団
は
次
の
よ
う
に
大
区
分
さ
れ
る
(注
二
)｡

東

日
本
方
言
(北
海
道
～
中
部
地
方
)

西

日
本
方
言
(関
西
地
方
～
九
州
)

北
琉
球
方
言
(奄
美

･
沖
縄
)

南
琉
球
方
言
(宮
古

･
八
重
山
)

こ
の
ほ
か
'
共
通
語

･
標
準
語
と
は
異
な
っ
た
形
で
'
若
い
世
代
を
中

心
に
そ
の
使
用
が
拡
大
し
っ
つ
あ
る
言
語
現
象
の
う
ち
'
と
く
に
'
話
し

手
自
身
が
非
標
準
語
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
る
も
の
も

｢方
言
｣
と
み
な
さ

れ
て
い
る
｡
い
わ
ゆ
る
新
方
言
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
自
忙
中
を
チ
ャ
リ

ン
コ
と
よ
ん
だ
り
'
｢こ
の
仕
郡
は
オ
イ
シ
イ
｣
と
表
現
し
た
り
す
る
も
の

が
こ
れ
に
あ
た
る
｡
新
方
言
候
柿
と
し
て
生
成
さ
れ
る
泊
の
お
お
く
は
消

滅
の
過
程
を
た
ど
る
が
､
な
か
に
は

｢ト
テ
モ
う
つ
く
し
い
｣
の
よ
う
に

慣
用
1
舌
苑
の
ゆ
れ
1
共
通
語
化
の
道
を
た
ど
る
も
の
も
あ
る
｡

(
二)

国
語
科
教
育
に
お
け
る

｢方
言
｣
の
と
ら
え
か
た

r方
言
｣
を
国
甜
学
的
に
定
義
す
る
と
上
記
の
よ
う
に
な
る
が
'
言
語

心
理
学
や
国
語
科
扱
育
研
死
に
お
い
て
は
'
こ
れ
を
児
童

･
生
徒
の
日
常

生
活
と
密
接
に
関
係
す
る
言
語
体
系
･
言
語
現
象
と
し
て
と
ら
え
る
場
合

が
お
お
い
｡

た
と
え
ば
岡
本
夏
木
は
'
学
習
者
の
発
達
過
程
と
言
語
と
の
関
連
を
ふ

ま
え
て

二

次
的
こ
と
ば

二
一次
的
こ
と
ば
｣
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て

い
る
(注
三
)｡
二

次
的
こ
と
ば
｣
と
は
'
学
習
者
が
就
学
以
前
か
ら
生
活

の
場
に
お
い
て
身
に
つ
け
て
き
た
言
語
体
系
で
あ
り
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
は

話
し
こ
と
ば
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
｢
二
次
的
こ
と
ば
｣

と
は
公
的
な
場
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
言
語
体
系
で
あ
り
､
抽
象
性
の
高

い
規
約
的
言
語
と
し
て

二

次
的
こ
と
ば
｣
の
上
に
形
成
さ
れ
る
｡
そ
の

際
､
r方
言
｣
は
主
と
し
て

｢
一
次
的
こ
と
ば
｣
を
構
成
す
る
も
の
で
､

生
活
共
同
体
に
お
け
る
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
基

盤
と
し
て
の
話
し
こ
と
ば
と
み
な
さ
れ
る
｡
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岡
本
の

二

次
こ
と
ば
｣
と
同
様
の
視
点
か
ら
､
杉
沢
陽
太
郎
は
方
言

を

｢日
常
語
｣
と
し
て
と
ら
え
る
(注
四
)｡
杉
沢
に
よ
れ
ば
'
｢日
常
語
｣

と
は
音
の
こ
と
ば
と
し
て
自
然
な
'
ふ
だ
ん
の
話
し
こ
と
ば
で
あ
り
､
児

童

･
生
徒
の
生
活
に
密
着
し
た
こ
と
ば
と
し
て
人
格
形
成
に
ふ
か
く
か
か

わ
る
も
の
で
あ
る
｡

国
語
教
育
学
者
で
あ
り
方
言
学
の
第

一
人
者
で
も
あ
る
藤
原
与

一
は
'

｢方
言
｣
を

｢生
活
語
｣
と
命
名
し
て
い
る
(注
五
)｡
藤
原
も
ま
た
､
｢方

言
｣
を
学
習
者
の
言
語
生
活
と
緊
密
に
む
す
ぴ
つ
い
た
言
語
体
系
で
あ
る

と
し
､
こ
れ
を
冷
静
に
認
識
的
に
み
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
い
思
索
的
言

語
生
活
に
み
ち
び
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
提
唱
す
る
｡
氏
の
思
想
を
松

永
す
る
白
石
寿
文
は
'
生
活
こ
と
ば
に
視
点
を
あ
て
た
国
語
教
育
の
体
系

化
を
は
か
り
'
み
ず
か
ら
実
験
授
菜
を
か
さ
ね
て
い
る
が
'
そ
の
教
育
目

標
に
は

r自
律
的
官
給
文
化
生
活
者
の
育
成
｣
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る

(注
六
)｡
白
石
の
実
践
研
究
に
お
け
る

｢方
言
｣
教
材
は
'
特
定
地
域
の

言
語
表
現
と
い
う
よ
り
学
習
者
の
生
活
に
お
け
る
言
語
の
総
体
で
あ
る
こ

と
に
注
意
し
た
い
｡
国
給
料
教
育
研
究
に
お
け
る
方
言
は
'
標
準
語
と
対

立
す
る
言
語
体
系
で
は
な
く
t
r日
々
口
に
し
て
い
る
こ
と
ば
は
す
べ
て

方
言
｣
(注
七
)と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

(
≡
)
国
語
科
教
育
に
お
け
る

｢方
言
｣
の
再
定
義

以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
る
と
'
国
語
科
教
育
に
お
け
る

｢方
言
｣
は
'

次
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

①
方
言
は
'
学
習
者
の
生
活
と
も
っ
と
も
直
接
的
に
t
か
つ
深
く
む
す

び
つ
い
た
言
語
体
系

･
言
語
現
象
で
あ
る
｡

②
方
言
は
､
お
も
に
話
し
こ
と
ば
を
媒
体
と
す
る
｡
書
き
こ
と
ば
を
媒

体
と
す
る
場
合
で
も
'
原
則
と
し
て
自
然
な
音
声
言
語
へ
の
復
元
可

能
性
を
そ
な
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
｡

③
方
言
は
､
学
習
者
の
人
間
的
つ
な
が
り
を
ふ
か
め
'
言
語
生
活
歴
を

構
成
し
'
学
習
者
の
人
格
形
成
に
ふ
か
い
か
か
わ
り
を
も
つ
｡

④
方
言
は
､
学
習
者
が
生
活
す
る
地
域
の
文
化
を
継
承
し
創
造
す
る
｡

方
言
に
対
す
る
右
の
よ
う
な
と
ら
え
か
た
は
､
国
語
学
で
い
う

｢言
語

田
｣
の
概
念
に
ち
か
い
と
お
も
わ
れ
る
｡
た
だ
し
'
国
語
科
教
育
で
は
方

言
の
統
語
論
的
な
体
系
性
よ
り
も
'
こ
れ
が
機
能
す
る
地
域
と
生
活
文
化

の
在
り
方
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
藤
原
は

｢方
言
｣
を

｢生
活

給
｣
と
命
名
し
て
い
る
が
､
ま
さ
に
学
習
者
の
日
常
生
活
に
お
け
る
話
し

こ
と
ば
の
総
体
が
国
語
科
教
育
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
方
言
な
の
で
あ

る
｡
小
稿
で
は
､
以
下
'
こ
の
意
味
で
方
言
と
い
う
用
語
を
も
ち
い
る
｡

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
方
言
観
に
も
と
づ
く
国
語
教
育
に
は
'
ど
の
よ
う

な
教
材
観

･
指
導
硯
が
も
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
｡
次
項
で
は
そ
の
代
表

的
な
論
を
み
て
み
た
い
｡
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≡

方
言
を
め
そ
る
代
表
的
な
国
語
教
育
論

〓

)

柳
田
国
男

日
本
民
俗
学
の
創
設
者
と
し
て
知
ら
れ
る
柳
田
国
男
は
､
同
時
に
国
語

教
育
論
者
で
も
あ
っ
た
｡
rこ
と
ば
の
聖
｣
と
も
よ
ば
れ
た
柳
田
が
'
節
二

次
大
戦
以
前
よ
り
展
開
し
て
き
た
国
語
教
育
論
は
'

1
口
で
い
う
と
近
代

以
前
の
民
俗
社
会
に
お
け
る
言
語
生
活
教
育

(｢昔
の
国
語
教
育
｣)
の
再

評
価
で
あ
り
'
そ
の
科
学
的
検
証
に
た
っ
た
う
え
で
の

r未
来
の
国
語
教

育
｣
創
造
で
あ
る
(注
八
)｡

柳
田
の
い
う

｢昔
の
国
語
教
育
｣
を
み
る
と
'
そ
れ
は
幼
少
年
期
の
コ

ド
モ
が
現
実
生
活
の
な
か
で
経
験
す
る
こ
と
ば
の
富
化
と
洗
練
化
の
過
程

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
た
と
え
ば
次
の
事
例
で
あ
る
｡

小
児
が
母
や
き
ょ
う
だ
い
の
こ
と
ば
を
覚
え
る
こ
と
/
子
守
歌

･
遊

ば
せ
唄

･
民
謡
な
ど
､
旋
律
を
と
も
な
う
民
族
歌
謡
/
遊
び
に
と

も
な
う
唱
え
ご
と

･
約
束
こ
と
ば

･
誓
文
/
辞
儀

･
挨
拶

･
改
ま
っ

た
式
日
で
の
も
の
い
い
な
ど
'
ハ
レ
の
日
の
言
い
方
/
コ
ド
モ
組
な
ど

の
群
の
力
に
よ
る
国
語
習
得
/
世
間
話

･
昔
話

･
伝
説

･
謎

･
諺

な
ど
､
民
俗
学
の
い
わ
ゆ
る
口
承
文
芸
に
相
当
す
る
も
の

柳
田
は
'
こ
れ
ら
を
コ
ド
モ
の
発
達
過
程
と
民
俗
生
活
場
所
と
に
照
合

し
て
十

一
項
目
に
分
類
し
'
対
応
す
る
各
地
の
民
俗
泊
桑
を
国
師
教
育
に

培
う
方
言
と
し
て
採
集
し
て
い
る
(注
九
)｡
こ
う
し
た
民
俗
招
桑
を
国
招

教
師
が
教
材
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢自
然
に
近
い
国
語
教
育
の
方
法
J

を
案
出
す
る
こ
と
に
期
待
を
よ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
際
'
柳
田
は

次
の
点
を
重
視
す
べ
き
と
提
言
し
て
い
る
｡

①
文
字
音
給
本
位
の
国
語
教
育
は
謬
怨
で
あ
り
､
生
活
に
根
ざ
し
た

話
し
青
菜
を
透
視
す
べ
し
｡

②
お
お
い
に

r聴
き
方
｣
の
祝
日
を
大
切
に
せ
よ
｡

③
教
育
を
万
人
に
訊
す
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
よ
｡

◎
実
地
教
育
を
忘
れ
る
な
｡

⑤
言
葉
を
人
生
に
役
立
た
せ
る
ぺ
く
教
育
せ
よ
｡

(

二)

藤
原
与

一

す
ぐ
れ
た
国
語
学
者
､
方
言
学
者
'
言
語
地
理
学
者
と
し
て
著
名
な

藤
原
与

一
は
､
中
国

･
四
国
地
方
を
中
心
と
し
た
方
言
研
究
に
多
大
な

某
紙
を
あ
げ
る
1
方
で
'
独
特
な
国
語
教
育
論
を
展
開
し
て
い
る
｡
藤
原

は
'
方
言
を
児
童

･
生
徒
の
生
活
に
ね
ぎ
し
た
こ
と
ば

｢生
活
語
｣
と
し

て
と
ら
え
'
こ
れ
を
国
語
教
育
に
と
り
い
れ
る
際
に
'
次
の
よ
う
な
提
唱

を
し
て
い
る
｡
(傍
線

･
引
用
者
)
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方
言
は
'
な
ま
の
'
あ
り
き
た
り
の
こ
と
ば
で
あ
り
､
と
き
に
は

粗
野
と
も
言
わ
れ
る
'
素
朴
な
こ
と
ば
で
は
あ
っ
て
も
､
そ
の
こ
と

ば
に
生
き
る
私
ど
も
は
'
に
わ
か
に
こ
れ
を
と
り
の
け
ら
れ
た
ら
'

ど
う
し
よ
う
も
な
い
｡
そ
の
さ
い
の
'
悲
し
い
沈
黙
の
状
態
を
考
え

た
だ
け
で
も
'
私
ど
も
は
'
方
言
を
､
生
活
語
と
'
高
ら
か
に
呼
ば

な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
(中
略
)
私
は
'
方
言
が
生
活
の

こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
を
'
か
ぎ
り
な
く
強
調
し
て
い
て
も
'
方
言
は

つ
ね
に
是
認
さ
れ
る
べ
き
だ
､
方
言
は
ど
ん
な
ば
あ
い
に
も
捨
て
て

は
な
ら
な
い
な
ど
と
は
論
じ
て
い
な
い
｡
方
言
に
対
す
る
生
活
諦
観

は
'
手
ば
な
し
に
方
言
を
賛
美
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
は
'

一
歩
し
り

ぞ
い
て
'
静
か
に
､
方
言
が
私
ど
も
の
生
活
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
'

見
き
わ
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
(注
十
)

上
記
の
文
章
に
あ
る
よ
う
に
､
藤
原
は
方
言
の
言
語
教
育
的
な
価
値
を

強
調
し
っ
つ
も
､
情
動
的
な
方
言
賛
美
の
姿
勢
に
は
警
句
を
発
し
て
い
る
｡

方
言
を
生
活
に
根
ざ
し
た
こ
と
ば
と
し
て
重
視
し
っ
つ
も
､
そ
れ
に
耽
溺

す
る
こ
と
な
く
国
語
教
育
を
展
開
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
藤
原
の
国
語
教
育
論
は
'
｢話
す

･
聞
く
生
活
｣
教
育
の
推

進
を
基
盤
に
お
い
て
い
る
が
'
氏
は
そ
の
教
育
原
理
を
以
下
の
よ
う
な
柱

を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
｡

①

｢話
す
生
活
｣
教
育
の
原
理
(注
十

二

A

自
己
を
追
う

｢話
す
生
括
｣
を

自
分
の
こ
と
ば
を
話
す
文
化
の
創
造
行
為
と
し
て
認
識
し
'
｢こ
と
ば

を
か
み
し
め
な
が
ら
話
す
｣
姿
勢
を
育
成
す
る
｡

B

対
人
意
識
の
正
確
な
高
揚

対
人
関
係
の
生
じ
る
場
を
感
性
ゆ
た
か
に
認
識
し
'
｢相
手
を
し
あ
わ

せ
に
す
る
言
語
生
活
｣
を
お
く
ろ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
｡

C

論
理
の
尊
重

こ
と
ば
の

｢明
噺
さ
｣
が

｢雅
醇
｣
を
う
む
こ
と
を
認
識
し
'
精
神
内

容
の
高
揚
に
う
ら
づ
け
ら
れ
た

｢論
理
尊
重
｣
の
態
度
を
育
成
す
る
｡

D

話
し
こ
と
ば
の
洗
練

話
し
こ
と
ば
の
洗
練
が
'
音
声
言
語
に
お
け
る
音
声
面
の
彫
琢
､
語
桑

面
の
洗
練
'
文
法
面
の
鍛
錬
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
.
r美
し
い
こ
と
ば
｣

の
担
い
手
を
育
成
す
る
｡

E

愛
と
信
の

｢
話
す
生
活
｣

論
理
尊
重
と
情
意
尊
重
の
合

1
に
よ
る
｢愛
包
の
言
語
｣を
創
造
す
る
こ

と
の
価
値
を
認
識
し
､
文
化
創
造
者
と
し
て
の
言
語
生
活
者
を
育
成
す
る
｡

②

｢
聞
く
生
滴
｣
教
育
の
原
理
(注
十
二
)

A

聞
く
心
を
持
た
せ
る

B

同
情
心
で
聞
く
よ
う
に
さ
せ
る

C

相
手
の
話
し
こ
と
ば
よ
り
も
よ
い
こ
と
ば
で
応
答
さ
せ
る

聞
く
と
い
う
行
為
が
'
本
来
は
話
し
手
を
敬
愛
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
'
｢謙
虚
に
聞
く
｣
態
度
を
育
成
す
る
｡

D

｢
こ
と
ば
と
は
何
か
⇒
日
本
語
と
は
ど
う
い
う
言
語
な
の
か
｣
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を
根
本
的
に
考
え
さ
せ
る

ー
こ
と
ば
と
は
'
人
の
心
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る

-
日
本
語
は
'
文
末
決
定
性
を
特
色
と
す
る

t
日
本
語
は
､
抑
揚
の
少
な
い
言
語
で
あ
る

E

聞
く
心
が
け
を
各
自
に
立
案
さ
せ
る

(

≡)
白
石
寿
文

広
島
大
学
で
藤
原
与

1
の
薫
陶
を
う
け
た
白
石
は
'
国
繕
教
育
学
者

と
し
て
研
究
の
か
た
わ
ら
､
佐
賀
大
学
附
属
中
学
校
で
多
年
に
わ
た
っ
て

教
壇
に
た
っ
て
き
た
｡
そ
の
間
'
初
等
教
育
を
中
心
に
音
声
言
語
教
育

(と

く
に
藤
原
の
教
育
論
を
ふ
ま
え
た

r生
活
こ
と
ば
｣
の
相
帯
)
に
力
を
い

れ
'
そ
の
指
導
体
系
化
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
｡
白
石

二

九
九
六
)
に
お

け
る

｢
(小
学
校
)
話
し
こ
と
ば
指
導
体
系
｣
案
で
は
'
｢生
活
こ
と
ば
｣

の
学
習
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
構
成
が
し
め
さ
れ
て
い
る
(注
十
三
)｡

Ⅰ

話
せ
る
力

･
聞
き
取
れ
る
力
を
つ
け
る
話
し
こ
と
ば
教
育

H

話
し
た
い
･
聞
き
た
い
と
熱
望
さ
せ
る
話
し
こ
と
ば
教
育

m

話
し
か
け
る
心

･
聞
き
入
れ
る
心
に
培
う
話
し
こ
と
ば
教
育

Ⅳ

強
い
話
し
手

･
聞
き
手
を
育
て
る
話
し
こ
と
ば
教
育

Ⅴ

日
本
語
の
特
質
を
知
り
'
自
ら
に
生
か
す
話
し
こ
と
ば
教
育

-
自
分
の
生
括
こ
と
ば
の
特
質
に
気
づ
か
せ
る
授
業

2

日
本
各
地
の
生
活
こ
と
ば
の
特
質
に
気
づ
か
せ
る
授
業

3

共
通
的
を
含
め
た
日
本
泊
の
持
田
を
つ
か
ま
せ
る
授
菜

4

言
語
文
化
を
は
じ
め
年
屑
治
等
､
生
き
た
百
紹
窮
境
を
意
諭

さ
せ
る
授
菜

ま
た
'
白
石
は
'
九
州
方
言
の
教
材
化
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
言
語
安

料
を
開
発
し
､
悶
本
県
八
代
市
二
見
町
の
中
学
校
を
想
定
し
て
以
下
の
よ

う
な
学
習
活
動
を
提
案
し
て
い
る
(注
十
四
)｡

[教
材
化
資
料
]

(冬
休
み
前
､
小
学
校

一
年
生
の
刃
の
子
が
帰
宅
し
て
母
親
と
交
わ
し

た
会
話
)

I

rカ
チ
ャ
ン
､
ト
チ
ャ
ン
ナ
､
ド
ケ

イ
キ
ナ
ッ
タ
-

ト
｡｣

2

｢ヤ
マ
ジ
ャ
ロ
-
.｣

3

｢ナ
シ

テ
｡｣

4

｢シ
ラ
ン

タ
イ
｡
｣

5

｢ア
ツ
テ

オ
ガ

シ
ャ
ゲ
ア
シ
バ

ツ
ク
ツ
テ
ク
ル
ッ
チ

イ
ワ

シ
タ

モ
ネ
｡｣

6
｢ソ
イ

タ
ケ
ド
ン

ト
リ

イ
カ
シ
タ
ロ

タ
イ
｡｣

[学
習
活
動
]

①
場
面
と
主
題
の
学
習

1
-
6
は
､
そ
れ
ぞ
れ
だ
れ
が
言
っ
た
こ
と
ば
か
を
問
う
｡
話
題
の
主

で
あ
る
ト
チ
ャ
ン

(父
ち
ゃ
ん
)
が
'
2
以
下
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
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な
ど
に
き
づ
か
せ
る
｡

②
方
言
と
共
通
語
の
学
習

資
料
の
会
話
の
主
体
や
話
題
の
人
物
を
さ
ま
ざ
ま
に
か
え
て
会
話
文
を

つ
く
ら
せ
'
こ
れ
を
共
通
語
に
翻
案
さ
せ
て
み
る
｡
逆
に
､
教
科
書
中
の

共
通
語
に
よ
る
会
話
文
を
学
習
者
の
生
活
こ
と
ば
に
か
え
さ
せ
'
両
者
の

特
質
を
く
ら
ぺ
さ
せ
て
み
る
｡

③
呼
び
か
け

･
問
い
か
け
の
学
習

l
t
3
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
疑
問
符
に
注
目
さ
せ
､
対
人
関
係
を
意
識

化
さ
せ
る
｡

④
語
桑
の
学
習

ト
'
ナ
'
タ
イ
と
い
っ
た
九
州
方
言
特
有
の
文
末
詞
に
注
目
さ
せ
､
こ

れ
が
な
く
と
も
文
意
は
通
じ
る
こ
と
を
確
認
す
る
｡
そ
の
う
え
で
'
こ
れ

ら
文
末
詞
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
で
イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ
う
に
か
わ

る
か
話
し
合
わ
せ
る
｡

⑤
活
用
の
学
習

イ
ク
'
ク
レ
ル
に
注
目
さ
せ
'
こ
れ
ら
動
詞
の
活
用
を
問
う
(注
十
五
)｡

⑥
待
遇
表
現
の
学
習

話
題
の
主
を
か
え
る
と
言
い
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
考
え
さ

せ
'
日
常
会
話
に
お
け
る
待
遇
表
現
の
実
際
と
特
質
を
ま
な
ぶ
｡

⑦
音
声
の
学
習

共
通
語
の
発
音
と
資
料
の
発
音
と
を
く
ら
ペ
な
が
ら
'
【k
uw
a]
が

【k
w
a]
'
[ai
]
が

[y
]
と
変
化
す
る
九
州
方
言
の
特
性
に
き
づ
か
せ
る
｡

四

方
言
の
教
育
内
容

〓

)

地
域

･
生
活
単
元
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
性

方
言
の
教
材
化
に
あ
た
っ
て
'
学
習
者
の
生
活
や
彼
ら
の
属
す
る
地
域

が
単
元
構
成
の
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
れ
で

は
国
語
教
育
の
教
材
化
研
究
に

｢地
域

･
生
活
｣
の
視
点
を
導
入
し
'
そ

の
学
習
材
化
(注
十
六
)を
は
か
る
場
合
､
ど
の
よ
う
な
方
向
性
が
想
定
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
｡

そ
の
第

一
は
'
｢地
域

･
生
活
｣
を
学
習
材
化
す
る
も
の
で
あ
る
｡
た

と
え
ば
'
浜
本
純
逸
は
'
平
成
七
年

一
月
の
阪
神
淡
路
大
震
災
に
氏
自

身
が
遭
遇
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
'
地
震
と
災
害
を
め
ぐ
る
詩
や
作

文
の
教
材
化
を
は
か
っ
て
い
る
(注
十
七
)｡
ま
た
'
金
子
守
は
学
校
近
辺
の

看
板
や
標
識
を
教
材
化
し
て
､
そ
れ
ら
が
生
活
環
境
の
実
能
心を
い
か
に
反

映
し
て
い
る
か
考
察
さ
せ
て
い
る
(注
十
八
)｡

こ
れ
に
対
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
方
向
性
は
'
教
材
を

｢地
域

･
生
活
｣

の
視
点
か
ら
再
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
石
川
県
立
大
聖
寺
高

等
学
校
の
稲
葉
幹
雄
は
'
地
域
の
神
社
祭
礼
に
ま
つ
わ
る
縁
起
講
を
神
話

･
説
話
世
界
に
お
け
る

｢大
蛇
退
治
｣
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
関
連
づ
け
て
'

出
雲
神
話
'
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
神
話
を
と
り
い
れ
た
国
際
理
解
単
元
に
仕
上

げ
て
い
る
(注
十
九
)｡
こ
の
提
案
単
元
の
意
義
は
'
｢地
域
｣
を
特
定
の
場
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所
に
し
ぼ
り
つ
け
ず
'
言
語
文
化
財
を
と
お
し
て
学
習
者
の
内
部
に
い
か

に
国
際
的
視
野
を
も
た
せ
る
か
.
と
い
う
課
詔
意
識
に
あ
る
｡

以
上
の
ふ
た
つ
の
方
向
性
を
図
式
化
す
る
と
左
図
の
よ
う
に
な
ろ
う
｡

(

二
)

r生
活
桔
｣
と
し
て
の
方
言
に
お
け
る
三
つ
の
教
官
内
容

こ
う
し
た
方
向
性
に
た
っ
て
方
言
を
教
材
化
す
る
際
'
そ
の
教
育
内

容
に
は
い
か
な
る
視
座
が
も
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
先
行
研
究
か

ら
み
ち
び
か
れ
る
私
見
と
し
て
､
こ
こ
で
は
三
つ
の
教
育
内
容
を
提
起

し
た
い
｡育

内
容
-

生
活
語
文
法
と
し
て
の
方
号

1
こ
ん
と
､
映
画
兄
い
､
い
か
ず
-

(こ
ん
ど
､
映
画
を
見
に
行
こ
う
)

-
う
ん
､
い
か
ず
い
か
ず
｡
(う
ん
'
行
こ
う
行
こ
う
)

図

地
域

･
生
活
単
元
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
性

上
記
の
文
例
は
長
野
県
東
部
で
採
録
さ
れ
る
も
の
だ
が
'
こ
こ
に
あ
る

rず
｣
は
'
勧
誘

･
意
志
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
.
こ
れ
は
古
語
の

rむ

ず
｣
が
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
｡

白
石
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
地
域
の
言
語
団
と
し
て
成
立
す
る
方
言
に

は
､
そ
れ
独
特
の
規
範
と
な
る
文
法
が
存
在
す
る
.
そ
こ
に
は
､
現
在
で

は
消
滅
し
て
ひ
さ
し
い
古
語
の
名
残
が
い
く
ら
で
も
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
｡
学
習
者
に
き
ら
わ
れ
が
ち
な
文
法
指
導
も
､
身
近
な
生
活
と
の
関
連

で
と
ら
え
な
お
す
な
ら
ば
'
い
き
い
き
と
し
た
も
の
に
な
ろ
う
｡

育
内
容
2

生
活
の
歴
史

･
空
間
と
し
て
の
方
幸

次
に
し
め
す
の
は
'
あ
る
高
校
生
の
文
章
で
あ
る
｡

私

(私
立
高
校
を
中
退
し
て
都
立
新
宿
山
吹
高
校
に
在
籍
)
の

友
人
で
'
い
ま
普
通
の
高
三
生
を
し
て
い
る
人
た
ち
は
よ
く

r超
○

×
｣
を
使
い
ま
す
｡
私
は
普
段
は

｢超
｣
は
め
っ
た
に
使
わ
な
い
の
で

す
が
'
彼
女
た
ち
と
遊
ん
だ
と
き
と
か
は
本
当
に
無
意
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に

｢超
｣
を
使
っ
て
い
ま
す
｡
普
段
使
っ
て
い
な
い
時

と
は
'
山
吹
高
校
に
い
る
と
き
な
ど
で
'
こ
の
学
校
の
人

た
ち
も
あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
｡

一
種
の
ク
セ
み
た
い
な
も

の
ら
し
く
'
｢超
｣
を
使
わ
な
い
と
､
彼
女
た
ち
の
日
常

会
話
は
で
き
な
く
な
る
ら
し
い
で
す
｡
私
は
､
｢超
｣
を

使
っ
て
い
る
自
分
に
気
付
く
と
'
な
ん
だ
か
自
分
で
は
な

い
よ
う
な
気
が
し
て
と
て
も
イ
ヤ
で
す
｡
そ
し
て
､
そ
う

思
っ
て
い
る
自
分
は
ま
る
で
高
校
生
で
は
な
い
よ
う
な
'



彼
女
た
ち
と
年
代
が
違
う
よ
う
な
気
が
し
て
と
て
も
イ
ヤ
で
す
｡

(注
二
十
)｡

新
方
言
と
し
て
爆
発
的
な
ひ
ろ
が
り
を
み
せ
て
い
る
女
子
高
校
生
の
｢チ

ヨ
I

(程
度
が
は
な
は
だ
し
い
さ
ま
を
あ
ら
わ
す
副
詞
的
語
幹
)｣
だ
が
'

こ
の
言
語
使
用
者
の
な
か
に
も
上
記
作
文
の
筆
者
の
よ
う
に
'
場
面
と
人

間
関
係
に
お
う
じ
た
使
い
分
け
を
し
て
い
る
者
が
実
在
す
る
｡
民
俗
社
会

に
ハ
レ
と
ケ
の
時
空
概
念
が
あ
る
よ
う
に
'
言
語
生
活
者
の
お
お
く
は
､

自
己
の
内
部
に
性
質
の
異
な
る
属
性
を
い
く
つ
も
た
ず
さ
え
て
い
る
も
の
で

あ
る
｡
｢生
活
語
｣
と
し
て
の
方
言
の
学
習
は
そ
れ
を
認
識
す
る
最
適
な

指
標
で
あ
る
と
か
ん
が
え
る
｡
と
く
に
'
以
下
の
視
点
を
重
点
的
に
と
ら

え
て
お
き
た
い
｡

A

個
々
の
学
習
者
を
中
心
と
し
て
ひ
ろ
が
る
生
治
国
の
文
化
地
理

的
な
特
性
｡
す
な
わ
ち
'
家
庭
-
日
常
生
活
圏
-
通
学
圏
-
市
民

的
生
活
圏
-
儀
礼
的
遊
興
的
生
活
圏
-
非
生
活
圏
な
ど
｡

B

個
々
の
学
習
者
と
の
階
梯
性
を
も
っ
て
ひ
ろ
が
る
生
活
圏
の
人

間
関
係
的
な
セ
ッ
ト
｡
す
な
わ
ち
､
家
族
-
友
人
-
同
級
生
-
ク

ラ
ブ
ー
教
師

･
生
徒
-
地
域
自
治
会
-
社
会
奉
仕
活
動
の
場
な
ど
｡

C

個
々
の
学
習
者
内
部
に
お
け
る
言
語
生
活
歴
｡
す
な
わ
ち
､
幼

児
期
-
小
学
生
初

･
申

･
高
-
中
学
生
-
高
校
生
な
ど
､
｢
*
*

時
代
｣
と
し
て
く
く
ら
れ
る

年
代
的
な
ま
と
ま
り
｡

育
内
容
3

生
活
文
化
と
し
て
の
方
号

た
と
え
ば
口
頭
伝
承
の

｢花
咲
爺
｣
を
全
国
的
に
採
集
し
て
み
る
と
'

典
型
的
な
話
型
の
ほ
か
､
各
地
に
は
次
の
よ
う
な
伝
承
が
存
在
す
る
｡

A

犬
の
功
績
が
狩
り
の
成
功
だ
っ
た
り
､
撒
い
た
灰
が
雁
や
猪
の
目

を
つ
ぶ
し
た
り
し
て
捜
物
を
も
た
ら
す
も
の
｡
(東
北
'
九
州
地
方
)

B

犬
の
功
績
が
金
銀
を
排
継
す
る
語
り
と
な
っ
て
い
る
も
の
｡
(中
国
､

四
国
地
方
)

C

灰
ま
き
諸
は
な
く
'
犬
の
死
体
か
ら
生
え
た
竹
や
ク
ガ
こ
I
の
木

が
富
を
も
た
ら
す
も
の
｡
(南
九
州
'
沖
縄
地
方
)

こ
う
し
た
話
型
は
'
そ
れ
ぞ
れ
各
地
の
生
活
文
化
を
反
映
す
る
と
と
も

に
'
独
特
の
口
調
や
ユ
ニ
ー
ク
な
擬
声
語
を
と
も
な
っ
て
か
た
り
つ
が
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
(注
二
十

一
)｡

昔
話
､
伝
説
'
謎
か
け
､
諺
'
俗
信
､
民
間
芸
能
'
童
話
､
詩
歌
､

小
説
な
ど
'
各
地
の
文
化
を

｢な
ま
の
こ
と
ば
｣
に
よ
っ
て
継
承
し
創
造

し
て
き
た
文
化
遺
産
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
｡
単
な
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

に
と
ど
ま
ら
せ
ず
'
こ
う
し
た
伝
承
文
芸

(あ
る
い
は
地
域

･
生
活
に
取

材
し
た
文
芸
)
か
ら
ひ
ろ
が
る
生
活
文
化
認
識
の
視
点
を
重
視
し
た
い
｡

五

ま
と
め
と
課
題

(

こ

教
材
と
し
て
の
方
言
に
つ
い
て

方
言
と
は
言
語
生
活
者
の
人
格
と
生
活
と
を
に
な
う

｢生
活
語
｣
で
あ

り
'
話
し
こ
と
ば
を
媒
介
と
し
て
展
開
す
る
言
語
文
化
の
媒
体
で
あ
る
｡

今
後
'
国
語
教
育
に
お
け
る
教
材
と
し
て
の
方
言
は
'
以
下
の
方
向
へ
と
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パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
を
は
か
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

①
国
語
教
育
に
お
け
る
方
言
は
､
い
わ
ゆ
る
標
準
治
と
の
二
元
論
的
視

点
で
す
す
め
る
べ
き
で
は
な
い
｡

②
話
し
こ
と
ば
の
教
育
は
､
｢生
活
語
｣
を
基
盤
と
し
､
そ
こ
に
い
わ
ゆ

る
標
準
語
形
成
を
志
向
す
る
公
的
な
話
し
こ
と
ば
を
か
さ
ね
あ
わ
せ

て
ゆ
く
い
と
な
み
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
際
'
学

習
者
の
生
活
認
識
や
人
間
関
係
形
成
に
寄
与
す
る
話
し
こ
と
ば
敢
青

は
'
基
本
的
に
前
者
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
｡

③
方
言
は
'
地
域

･
世
代
的
な
特
質
の
み
な
ら
ず
､
個
々
の
学
習
者
の

言
語
生
活
歴
を
特
化
す
る
｡

(
二

)
国
語
教
育
と
関
連
学
問
と
の
連
携
に
つ
い
て

方
言
を
地
域
単
元
の
基
本
素
材
と
し
て
み
る
と
'
そ
こ
に
は
す
く
な
く

と
も
民
俗
学
と
言
語
学
の
研
究
成
果
が
か
か
わ
り
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に

き
づ
く
｡
方
言
周
圏
論
の
提
唱
者
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
な
柳
田
国
男

は
'
｢昔
の
国
語
教
育
｣
か
ら
お
お
く
を
ま
な
ぶ
べ
き
だ
と
主
張
す
る
が
'

柳
田
の
分
類
す
る
児
童
譜
桑
は
コ
ド
モ
の
言
語
生
活
に
お
け
る
発
達
過
程

と
社
会
的
状
況
と
を
体
系
化
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
に
'
国
語
教
育
の

ま
な
ぶ
べ
き
視
点
は
き
わ
め
て
お
お
い
｡

こ
う
し
た
関
係
諸
学
問
の
研
究
成
果
を
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
方
言

の
教
育
力
は
い
く
つ
も
発
見
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

(
≡)
地
域

･
生
活
単
元
に
つ
い
て

系
統
地
理
に
対
し
て
地
誌
が
あ
り
'

一
般
言
語
学
に
対
し
て
個
別
音
譜

学
が
あ
る
よ
う
に
､
地
域

･
生
活
単
元
に
お
い
て
も
二
つ
の
方
向
性
の
あ

る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
提
起
し
た
い
｡
す
な
わ
ち
'
抽
象
的
な
地
域
概
念

形
成
と
し
て
の
そ
れ
と
'
特
定
地
域
の
具
体
的
事
物
探
勝
と
し
て
の
そ
れ

と
の
二
つ
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
柑
郁
的
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
'
な
お
か
つ

あ
る
ト
ピ
ッ
ク
に
よ
っ
て
連
合
さ
せ
'
そ
の
中
核
に
こ
と
ば
の
教
育
を
お
く

こ
と
が
理
想
で
あ
ろ
う
｡

方
言
を

r生
括
紹
｣
と
し
て
と
ら
え
'
地
域

･
生
活
を
上
記
の
よ
う
な

教
育
内
容
と
し
て
と
ら
え
る
と
き
､
こ
う
し
た
問
題
忠
誠
に
さ
ま
ざ
ま
な

可
能
性
を
あ
た
え
て
く
れ
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
｡
｢実
の
均
し
の
名
の
も

と
に
各
地
で
展
開
さ
れ
て
い
る
地
域
単
元
の
お
お
く
は
､
ど
こ
か

｢ム
ラ

お
こ
し
｣
の
思
想
を
坊
排
さ
せ
て
な
ら
な
い
が
､
そ
の
原
因
の
1
部
に
は
'

相
中
者
の
方
言
祝
の
せ
ま
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
旅
愁
に
に
た
ノ
ス

タ
ル
ジ
ー
か
ら
'
特
定
地
域
を

｢ふ
る
さ
と
｣
と
し
て
う
た
い
あ
げ
る
方

向
性
は
､
も
う
す
こ
し
憤
歪
に
な
る
必
要
を
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
r地
域

の
よ
さ
を
知
る
｣
と
い
う
発
想
は
､
ど
こ
か
逆
説
的
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を

学
習
者
に
あ
た
え
は
し
な
い
か
｡
か
つ
て
藤
原
が
提
唱
し
た
よ
う
に
'
地

域

･
生
活
単
元
に
お
け
る
言
語
汽
財
は
'
学
習
者
が
ご
く
冷
静
に
生
活
の

真
実
を
み
つ
め
る
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
り
た
い
｡
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注

記

(
こ

た
と
え
ば
附
属
松
本
中
学
校
で
も
'
平
成
十

l
年
度
に
地
域
の
方
に
地

元
の
こ
と
ば
を
取
材
す
る
学
習
指
導
が
報
告
さ
れ
て
い
る
｡

(二
)

本
体
系
表
は
松
本
泰
丈

(山
梨
大
学
)
の
教
示
に
よ
る
｡

(≡
)

岡
本
夏
木

一
九
八
五

r
lJと
ば
と
発
達
J
･
岩
波
新
書

(四
)

白
石
寿
文

1
九
九
六

芸
日
つ
こ
と
ば
育
て
る
こ
と
ば
b

l
四
京

･
東

洋
館
出
版
社
よ
り
引
用
｡

(五
)

藤
原
与

1

1
九
七
五

P方
言
生
活
指
導
論
J
二
二
省
堂

(六
)

白
石

.一
九
九
六

･
一
四
京

(七
)

白
石

1
九
九
六

･
)
五
頁

(A
)

昭
和

1
二
年
､
柳
田
は

r岩
波
国
綿
教
育
相
座
J
に

｢昔
の
国
語
教
育
｣

と
超
し
た
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
が
､
そ
こ
で
い
う

r昔
の
国
語
教
育
｣
と

は
制
度
化
さ
れ
た

r学
校
国
拍
教
育
｣
へ
の
対
立
概
念
で
あ
っ
た
｡

(九
)

r
綜
本
日
本
民
俗
晒
粂
J
約
5
巻

(民
俗
学
研
究
所
編

二

九
五
六

･
平
凡
社
)

(十
)

藤
原
与

1

1
九
七
五

･
九
〇
～
九

l
京

(十

一
)

藤
原
与

]

1
九
七
四

r
私
の
国
的
散
布
学
】
二

一〇
一
～
二
二
〇

京

･
新
光
閉
否
店

(十
二
)

藤
原

l
九
七
四

二

三

四
～
二
四
〇
六

(十
三
)

白
石

1
九
九
六

･
1
二
六
～
〓

1八
巧

な
お

1
-
Ⅳ
の
細
項
目

は
省
略
し
た
｡

(十
四
)

白
石

1
九
九
六

二

六
八
-
1
八
七
頁

(十
五
)

ク
ル
は

｢く
れ
る
J
の
意
味
だ
が
'
九
州
方
舌
で
は

｢ク
ル
ッ

(る
)

時
｣
｢ク
ル
レ
バ
｣
の
よ
う
に
古
詩
の
下
二
段
活
用
を
の
こ
し
て
い
る
｡

(十
六
)

こ
こ
で
い
う
学
習
材
化
と
は
'
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
.

学
習
材
候
補
と
し
て
準
備

･
生
成

･
活
用
さ
れ
た
も
の
が
'
個
々
の
学
習

者
の
ま
な
び
に
資
す
る
価
侶

･
機
能
を
有
す
る
も
の

(学
習
材
)
と
し
て

実
存
す
る
こ
と
｡
ま
た
､
そ
の
よ
う
に
企
図
す
る
こ
と
｡

(十
七
)

浜
本
純
逸

1
九
九
六
｢地
域
に
根
ざ
す
学
習
材
｣(
r
月
刊
国
語
教
育

研
究

N
O
.2
90
】
ニ
ー
三
頁
･日
本
国
詩
教
育
学
会
)

(十
八
)

金
子
の
実
践
事
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
興
味
深
い
も
の
に
､
学
校
付
近
の

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
前
に
掲
示
さ
れ
た
看
板
が
あ
っ
た
｡
｢こ
こ
に
自
玩

車
を
止
め
な
い
で
下
さ
い
｣
と
い
う
'

一
見
す
る
と
字
義
通
り
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
し
る
し
た
看
板
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
'
そ
の
背
景
に
は
放
課
後
こ
の
店

に
自
転
車
で
た
ち
よ
り
'
長
時
間
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
す
ご
す
中
高
生
へ
の

ゆ
る
や
か
な
抗
議
の
意
図
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

(十
九
)

上
越
教
育
大
学
大
学
院
言
語
系
国
語
コ
ー
ス
に
お
け
る
研
究
発
表

二

九
九
六
年

二

一月
二
十
日
)
に
よ
る
｡

(二
十
)

都
立
新
宿
山
吹
高
等
学
校

｢現
代
語
｣
の
授
業

二

九
九
五
年
十
月
)

に
お
け
る
生
徒
作
文
｡

(二
十

一
)

藤
森
裕
治

二
〇
〇
〇
･
r
死
と
豊
穣
の
民
俗
文
化
j
･
吉
川
弘
文

館

(ふ
じ
も
り

ゆ
う
じ

信
州
大
学
教
育
学
部
)
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