
選
択
国
語
「
国
語
学
講
座
」
の
実
践
か
ら

I

は
じ
め
に

国
詩
で
'
苦
手
な
分
野
は
何
か
と
中
学
生
に
尋
ね
る
と
､
ほ
と
ん
ど
が

｢文
法
｣
と
答
え
る
｡

r主
給
･
述
語
が
ち
っ
と
も
わ
か
ら
な
い
｣

r修

飾
語
っ
て
な
あ
に
?
｣

そ
ん
な

一
年
生
と
文
節
の
学
習
を
す
る
｡

庭
に
黄
色
の
た
ん
ば
ば
が
た
く
さ
ん
咲
い
た
｡

｢さ
あ
'
こ
の
文
を
分
け
て
み
て
ご
覧
｡
｣

答
え
は
大
方
二
つ
｡

A

圏
阻

阿
低~
凶

阿
矧

凶

阿
m
園
凶

阿
川
巴

B

囲

田

園

k
]
阿

州矧
粗

野

阿
m
酎

凶

阿
川
巴

酒
井

秀

樹

A
と
B
の
違
い
を
考
え
さ
せ
る
｡

‥r.ん
は
'
順
番
入
れ
菅
見
ら
れ
る
け
ど
､
B
は
で
き
な
い
｡
｣

｢で
も
t

F咲
い
た
)
は
最
後
に
く
る
よ
｡
｣

｢
『黄
色
の
』
は

Fた
ん
ば
ぽ
』
の
前
で
な
い
と
お
か
し
い
｣

｢
A
は
辞
書
に
載
っ
て
い
な
い
け
ど
'
B
は
載
っ
て
る
｡
｣

｢
Tの
l
と
か

rに
)
は
つ
な
ぎ
言
葉
｡
｣
な
ど
な
ど
｡

こ
こ
で
い
つ
も
授
業
を
ま
と
め
る
｡

｢た
く
さ
ん
気
が
つ
い
た
ね
｡
今

み
ん
な
の
考
え
て
く
れ
た
の
が
文
法
な
ん
だ
｡
み
ん
な
が
使
っ
て
い
る
言

葉
に
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
か
'
こ
れ
か
ら
一
緒
に
勉
強
し
よ
う
.
｣

･
生
徒
は
､
言
葉
に
対
し
て
本
当
に
豊
か
な
感
性
を
も
っ
て
い
る
｡
そ
れ

を

｢難
し
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
'
文
法
は

嫌
い
｡
｣
で
片
付
け
さ
せ
た
く
な
い
｡
そ
ん
な
思
い
で
'
こ
の
講
座
の
開

設
を
考
え
始
め
た
｡

二
年
生
に
な
り
'
講
座
開
設
に
向
け
て
種
を
播
く
｡

｢ど
う
し
て
'
猫
っ
て

『ネ
コ
』
と
い
う
ん
だ
ろ
う
?
｣

｢ど
う
し
て
砂
糖
の
味
を
東
北
と
九
州
が
同
じ
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
ん

ll



だ
ろ
う
｡
｣

(
r砂
糖
の
味
を
ど
う
表
現
す
る
か
)
の
単
元
で

昭
和

5

8
年
度

光
村
図
書
)

生
徒
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
答
え
を
考
え
出
す
｡

｢そ
う
｡
そ
う
い
う
こ
と

勉
強
す
る
の
が
国
語
学
っ
て
い
う
分
野
な
ん
だ
｡
｣

そ
し
て
､
二
年
三
学
期
'
選
択
国
給

r団
結
学
的
座
｣
が
十
二
名
の
生

徒
と
共
に
ス
タ
ー
ト
し
た
｡

二

選
択
教
科

｢国
語
学
講
座
L

M

選
択
教
科
の
位
置
づ
け

附
属
長
野
中
学
校
で
は
'
二
年
三
学
期
よ
り
t

r自
分
の
意
志
で
講
座

を
選
択
し
'
個
々
の
目
標
を
大
切
に
し
て
'
個
性
の
伸
長
を
図
る
｣
こ
と

を
目
標
に
､
八
教
科
で
十
の
講
座
を
開
設
し
'
選
択
教
科
の
授
業
を
実
施

し
て
い
る
｡
必
修
教
科
の
中
で
生
ま
れ
た

一
人

一
人
の
興
味
関
心
に
応
じ
､

選
択
教
科
で
さ
ら
に
個
に
応
じ
た
学
習
を
進
め
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ

る
｡
平
成
九
年
度
開
設
さ
れ
た
選
択
講
座
は
'
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
｡

附
属
長
野
中
学
で
は
'
テ
ー
プ
ス
ラ
イ
ド
方
式
で
教
育
課
程
を
組
ん
で

い
る
｡

一
二
学
期
は
週
二
十
九
時
間
を
2
9
番
の
テ
ー
プ
を
ス
ラ
イ
ド
さ

せ
て
回
し
て
い
る
｡
三
学
期
は
'
3
0
番
の
テ
ー
プ
を
増
設
し
'
各
教
科

領
域
か
ら
時
間
を
供
出
し
て
､
選
択
教
科
を
位
置
づ
け
て
い
る

(表
2

･

3
)
｡

12

(義
-
)
平
成
九
年
度
開
設
さ
れ
た
選
択
拭
座

音署楽A 環境料学 身近汰 国防哩解 同相 ･F拝倭
亡:I秦 敬学 学 令

楽 技衣 学 英栢 脂 料

惜 金属 ユースポIツの世罪へ #=ゞ 梶 m座名

処哩 初工 柄 ノヽ.⊂】唱

技 技 荏 譲 育 救

(表
2
)
日
課
表

土 金 一木 水 火 月

戟負 25 19 13 7 1 Ⅰ

栽量 26 20 14 8 2 Ⅱ

学括 27 21 15 9 3 Ⅲ

28 22 16 10 4 Ⅳ

29 23 17 ll 5 Ⅴ



(表
3
)
授
業
時
致

′ゝ⊂コ計-裁量 クラブ 挙措 道徳 選択教科 必修教科

その他 英 技柄 保健 共 普 哩 敬 社 由栢 衣磨 体育 節 楽 料 学 AA 請

1155 70 35 35 35 0 140 70 105 70 70 105 105 140 175 守

1155 70 35 35 34 10_139 69 104 69 69 104 139 139 139 季

1155 70 35 35 35 35 140 105 105 35 35 140 140 105 140 亭

似

選
択
国
語

r国
語
学
講
座
｣
の
指
導
の
方
向

国
繕
科
で
も
そ
の

一
環
と
し
て

r言
給
感
覚
を
豊
か
に
L
t
国
緒
に
対

す
る
認
識
を
深
め
､
国
給
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
｣

(
r学
習
指
導

要
領
)
)
に
重
き
を
お
き
t

r
日
本
胎
の
特
徴
に
気
づ
き
'
言
葉
を
大
切

に
す
る
生
徒
｣
の
育
成
を
目
指
し
て
､
本
講
座
を
開
設
し
た
｡
そ
の
目
標

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

①

日
本
請
の
特
徴
を
知
り
'
興
味
を
も
っ
た
特
徴
の
生
ま
れ
た
原

因
を
仮
説
を
立
て
て
追
究
す
る
｡

②

言
葉
の
法
則
に
気
づ
き
'
言
葉
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
態
度

を
も
つ
｡

③

追
究
し
た
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
相
手
に
表
現
す
る
｡

こ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
'
学
習
形
態
を

｢学
習
テ
ー
マ
追
究
｣

の
形
態
と
し
た
｡

必
修
の
国
詩
の
授
業
の
中
で
'

｢登
場
人
物
の
言
動
や
言
葉
の
使
い
方

に
疑
問
を
も
ち
'

一
人
一
人
が
自
分
の
追
究
し
て
み
た
い
テ
ー
マ
を
決
め

て
'
テ
ー
マ
を
追
究
す
る
｣
展
開
を
組
む
｡
す
る
と
生
徒
は
'
興
味
関
心

を
も
っ
た
言
動
や
言
葉
を
他
の
表
現
や
言
葉
と
か
か
わ
ら
せ
て
意
欲
的
に

学
習
を
進
め
て
い
く
｡

選
択
国
語
で
は
'
生
徒
が
自
ら
意
欲
的
に
学
習
を
進
め
て
い
く
学
習
形

13



鰻
を
取
る
必
要
が
あ
る
｡
自
分
の
興
味
を
も
っ
た

｢学
習
テ
ー
マ
｣
を
意

欲
的
に
追
究
す
る
中
で
'
日
本
請
の
お
も
し
ろ
さ
や
言
葉
の
法
則
性
を
自

ら
発
見
す
る
｡
そ
れ
が
'
言
葉
を
大
切
に
し
国
箔
を
尊
詔
す
る
騒
度
が
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
選
択
国
綿
で

は

｢学
習
テ
ー
マ
追
究
｣
の
形
態
を
次
の
よ
う
に
考
え
た
｡
個
々
の
生
徒

が
自
分
の
興
味
や
関
心

･
疑
問
点
か
ら

r学
習
テ
ト
マ
｣
を
見
出
し
'
史

料
を
収
集
し
'
仮
説
を
立
て
､
考
察
し
て
結
果
を
ま
と
め
る
t
と
い
う
流

れ
に
基
づ
い
て
自
ら
学
ぶ
の
で
あ
る
｡

と
は
い
え
'
日
本
請
が
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
L
t

教
師
の
側
で
も
'
生
徒
が
ど
ん
な
こ
と
に
興
味
関
心
が
あ
る
の
か
わ
か
ら

な
い
の
で
'
下
段

(表
4
)
の
表
の
よ
う
に
全
体
を
三
期
に
分
け
'
年
間

指
導
計
画
を
立
て
た
｡

桝

講
座
の
実
際

講
座
を
開
設
し
た

一
月
'
昭
和
5
8
年
度
の
光
村
図
書
の
教
科
書
教
材

r
日
本
給
の
特
色
』
で
'
日
本
語
を
表
記

･
発
音

･
文
法
に
分
け
て
学
習

し
た
｡
さ
ら
に
'
資
料
を
作
成
し
'
給
蔽

･
方
言
な
ど
を
加
え
'
幅
広
い

生
徒
の
興
味
関
心
に
応
じ
よ
う
と
し
た
｡
そ
の
結
果
､
十
二
名
の
生
徒
は
'

｢言
葉
の
給
源
の
共
通
性

(樋
口
生
)
｣

｢数
を
数
え
る
言
葉
の
で
き
方

(金
子
生
)
｣

｢色
の
諸
政

(羽
生
生
)
｣

｢中
国
の
諺
の
給
源

(峯
村

坐
)

｢姓
氏
の
ル
ー
ツ

(永
谷
生
)｣

r類
義
箔
の
使
い
方

(長
沢
生
)
｣

(表
4
)
年
間
指
導
計
画

3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1 3 2 1 月

振 学 【 る テ を 日 【 段階

り習 第 `ー知 本 邦
､ を 三 マ り紹 一一
る ま 期 を 'の 期
●と ー 決 学 特 ー
め ○L L め 習 色

〇〇〇 レ て○ ○ 〇〇 〇 日 主な

方 Eal一
レ 舌吾 ( ｢ 吾

表 表 ､ト 兼吉々1 I 都 源 記 昭 日の
金 原 t を 黒 に ■方 を の の 和 本 指

稿 ト の 応 を 杏 育 特 待 5謂 導内作 ま じ レ 色 色 8 の を
成 し と ､ ポ う 年 特 容

. よ め 資 し よ ー 〇〇 度 色 ◆ 6放ラ 方 料 亭 う ト② 光 ｣

⑳ の 選 つ等 苧⑮皮説の立 @ 文 発 相法 普 図の の 啓 ⑧特 特 ､ノ色 色 字は時間敬
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｢流
行
語
の
特
徴

(梨
本
生
)
｣

｢助
詞
の
使
い
方
-
明
治
期
と
現
在
の

教
科
書
の
比
較
か
ら
-

(小
野
生
)
｣

｢敬
語
の
歴
史

(北
村
生

･
諏
訪

坐
)
｣

｢南
部
め
く
ら
暦
の
追
究

(田
中
生
)
｣

｢雨
の
使
い
方
-
英
語

と
日
本
語
の
比
較
I

(西
村
生
)
｣
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー

マ
を
決
め

て
追
究
に
入
っ
た
｡

三

生
徒
の
追
究

M

F敬
詩
の
誤
用
J
の
テ
ス
ト
を
し
､
謙
法
話
の
使
い
方
に
興
味
を

も
っ
た
北
村
生

北
村
生
は
'
第

一
期
の
期
間
に
は
､
興
味
を
も
つ
分
野
が
見
つ
か
ら
ず
'

五
月
に
入
っ
て
も
'
な
か
な
か
学
習
テ
ー
マ
が
決
ま
ら
な
か
っ
た
｡
日
常

会
話
で
は
割
合
丁
寧
な
言
葉
遣
い
を
す
る
北
村
生
な
の
で
'
教
師
が
作
成

し
た

r敬
語
の
誤
用
』
の
テ
ス
ト
を
さ
せ
'
無
意
識
の
中
で
使
っ
て
い
る

言
葉
の
感
覚
に
ゆ
き
ぶ
り
を
か
け
て
み
た
｡

駅
の
ア
ナ
ウ
ン
ス

｢北
村
さ
ん
'
お
り
ま
し
た
ら
'
事
務
室
に
お

.

越
し
く
だ
さ
い
｡
｣

T
V
の
司
会
者

｢さ
あ
'
ど
な
た
が
出
て
ま
い
る
で
し
ょ
う
か
｡
｣

先
生
に

｢先
生
は
出
席
い
た
し
ま
す
か
｡
｣
な
ど
な
ど

テ
ス
ト
終
了
後
'

｢ど
う
し
て
'
こ
の
言
葉
の
使
い
方
は
違
う
ん
で
す

か
｡
｣
と
い
う
北
村
生
に
､

r
正
し
い
よ
う
で
正
し
く
な
い
敬
括
J

(奥

山
益
朗
著

講
談
社
)
を
紹
介
し
た
｡

謙
譲
給
に
使
い
方
の
間
違
い
が
多
い
こ
と
に
気
づ
い
た
北
村
生
は
､
謙

譲
語
を
中
心
に

｢敬
語
の
歴
史
を
調
べ
た
い
｣
と
い
う
意
欲
を
も
っ
た
｡

そ
こ
で
'
現
代
の
敬
給
の
使
い
方
を
調
査
さ
せ
る
た
め
に
t

a

で
き
る
だ
け
会
話
の
多
い
小
説

b

中
学
生
が
割
合
よ
く
読
む
小
説

の
二
点
を
参
考
に
書
籍
を
選
ば
せ
た
｡

｢い
ち
ご
同
盟
』

(三
田
誠
広
著

河
出
文
庫
)
を
調
査
対
象
に
し
た

北
村
生
は
､
そ
の
中
に
謙
譲
語
の
使
用
が
な
い
こ
と
に
驚
い
た
｡
そ
こ
で

今
度
は
'
明
治
期
の

｢
た
け
く
ら
ぺ
』

(樋
口

一
葉
著
)
'
大
正
期
の

r友
情
』

(武
者
小
路
実
薦
著
)
を
紹
介
し
謙
譲
語
の
使
用
実
態
を
調
査

さ
せ
た
｡

二
作
を
比
べ
て
み
る
と
'

｢
『た
け
く
ら
ぺ
』
の
謙
譲
語
の
多
く
が
単

独
で
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
'

『友
情
』
で
は
'
多
く
が

｢で
す

･

ま
す
｣
と
接
続
し
て
使
わ
れ
て
い
る
｡
｣
こ
こ
で
教
師
は
'

｢同
時
代
の

他
の
作
品
に
も
同
じ
傾
向
が
あ
る
か
調
査
す
渇
｣
よ
う
に
助
言
し
た
｡

そ
の
結
果
t

F友
情
』
と
同
時
代
の

r
伊
豆
の
踊
i
子
J

(川
端
康
成

著
)
に
も
.
次
の
表

(表
5
)
の
よ
う
に

r友
情
』
と
同
じ
傾
向
が
あ
る
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(表
5
)
抹
無
精
の
使
用
美
倍

こ
と
が
わ
か
っ
た
.

そ
れ
に
基
づ
い
て
北
村
生
は
'
次
の
よ
う
に
考
え
た
.

伺 お 申.す 参る いた.致す 謙a
う る だく 栢

1 8 5 2 1 たけくらベ

2 21 8 8 6 ll 衣情
e】) (8) (8) (5) AD

2 2e) 1 2a) 伊豆の.捕り千

※

括
弧
内
は

r謙
譲
語
+
で
す

･
ま
す
｣
の
用
例
数

謙
譲
給
の
誤
用
の
も
と
が
大
正
期
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
'
そ

れ
は
丁
寧
給
の

rで
す

･
ま
す
｣
が
接
続
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
t

rた
け
く
ら
べ
)

と

r友
情
h

r伊
豆
の
踊
り
子
』
の
文
体
が
異
な
る
こ
と
か
ら
､

｢で
す

･

ま
す
｣
が
接
続
す
る
原
因
と
し
て
'
言
文

1
致
運
動
の
影
守
を
考
え
､
仮

説
に
修
正
を
加
え
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
た
｡



似

他
の
分
野
の
調
査
と
か
か
わ
り
､
追
究
の
方
向
に
見
通
し
を
も
っ

た
金
子
生

金
子
生
は
'
当
初
か
ら
数
詞
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
.
数
詞
は
種
類
が

多
い
の
に
'

二

つ
･
二
つ
｣

｢
一
個

･
二
個
｣
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
｡
バ
イ
.オ
リ
ン
と
豆
腐
は
'
形
も
使
う
場
面
も
違
う
の
に
'
両
方
と
も

｢
1
丁
｣
と
数
え
る
こ
と
｡
こ
の
1
7点
に
疑
問
を
も
っ
た
の
で
あ
る
｡

F日
本
文
法
大
辞
典
JI

(松
村
明
著

明
治
書
院
)
で
調
査
し
て
'
数

詞
の
成
立
が

a

形
態
や
状
態
に
基
づ
く
も
の

b

そ
の
言
葉
の
も
つ
内
容
が
似
て
い
る

に
分
け
ら
れ
､
多
く
は
前
者
に
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
｡
そ
こ
で
学
習
テ
ー

マ
を

｢数
を
数
え
る
言
葉
の
で
き
方
｣
と
し
て
考
察
を
開
始
し
た
｡

し
か
し
'
中
に
は
分
類
が
で
き
な
い
も
の
も
あ
っ
た
｡

｢
一
羽
｣

(兎
'

鳥
類
に
使
用
)

二

回
｣

(会
合
'
薬
に
使
用
)
に
は
'
両
用
法
に
共
通

す
る
特
徴
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
'

｢兎
｣
の
語
源
に
つ
い
て
は
'
偶
然
に
も
樋
口
生
が
調
査

し
て
い
た
｡
樋
口
生
は
街
源
に
興
味
を
も
ち
'

『
日
本
国
括
大
事
典
』

(小
学
館
)
で
任
意
の
言
葉
を
選
び
出
し
､
そ
の
給
源
を

a

そ
の
言
葉
の
内
容
か
ら

b

外
来
緒

C

言
葉
の
で
き
方

(転
成

･
略
給
･
複
合
栢
)

の
三
種
類
に
分
類
し

(表
6
)
給
源
の
で
き
方
を
追
究
し
て
い
た
｡

そ
し
て

｢性
質
か
ら
で
き
た
言
葉
に
は
地
形
を
表
す
も
の
が
多
い
｣

｢形
態
か
ら
で
き
た
言
葉
に
は
動
物
を
表
す
も
の
が
多
い
｣

｢歴
史
は
事

の
起
源
に
か
か
わ
る
も
の
が
多
い
｣

｢中
国
か
ら
き
た
言
葉
は
制
度
面
が

多
い
｣

r朝
鮮
請
か
ら
き
た
青
葉
は
体
に
関
わ
る
む
の
が
多
い
｣
と
仮
説

を
た
て
'
追
究
を
進
め
て
い
た
｡

そ
こ
で
､
二
人
の
考
察
を
結
び
つ
け
る
目
的
も
あ
っ
て
'
十
月
に
中
間

発
表
会
を
行
っ
た
｡
自
分
の
追
究
し
て
き
た
分
野
と
異
な
る
分
野
の
発
表

が
多
く
'
多
く
の
生
徒
は
友
達
の
発
表
を
聞
く
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
｡
し
か
し
､
今
後
の
研
究
の
見
通
し
を
金
子
生
は
､

r兎
と
鳥
の
共
通

点
が
見
つ
か
ら
な
く
て
'
困
っ
て
い
ま
す
｡
｣
と
発
表
し
た
｡
そ
れ
に
対

し
'
樋
口
生
は
'

｢兎
の
語
源
は
い
く
つ
か
あ
る
が
'
か
つ
て
兎
は

rウ
』

と
呼
ば
れ
'
そ
の
姿
が
白
い
こ
と
か
ら
'
そ
の
言
葉
の
後
に

r
港
』
が
つ

い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が

r日
本
国
栢
大
事
典
』

(小
学
館
)
に

書
か
れ
て
い
た
こ
と
｣
を
情
報
提
供
し
た
｡

早
速

F日
本
国
詩
大
事
典
山

(小
学
館
)
で
確
認
し
た
金
子
生
は
'

｢ウ
サ
ギ
の
サ
ギ
は
鷺
と
同
系
で
は
な
い
か
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
｡
溝
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と
同
じ
意
味
で
ウ
サ
ギ
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
し
た
ら
､

二

羽
J

と
山琴
見
る
理
由
が
証
明
で
き
そ
う
で
す
｡
｣
と
新
た
な
追
究
の
見
通
し
を

立
て
'
考
察
を
表

(表
7
)
の
よ
う
に
ま
と
め
た
｡

(表
6
)

形 外 内来■ 容
括 面

複■ 略 伝 莱 朝P.絡 中国籍 磨 形 性質 分局⊂つ.請 袷 成 椅 史 真巨

扮帆汰 _令 汰 管 旗守靴な 西瓜珍港 芝居小説 孤狸熊 こ 犬 i,-

所 心世 広 と .｡山

堤な 塔伝 血 益訂舌良罪な 点撹な 氏午鬼な 柁鯨姿言莱皿辛な 下 良竹輪梅雨寿Aな 苧

･ S 形状

羽 回 杯 巻 折 蹄 塀 鉢 粂 脚 反 妨 丁 横 町 台 何 点 や

鳥 金 地 昏 折 牛 植 生 帯 机 Ja 糸 斧 抽 枝 京 銀 文 絵 衣
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の 脊 つ あ 植 字 も あ か り 晶 も



自
分
の
興
味
を
も
っ
た
分
野
か
ら

｢学
習
テ
ー
マ
｣
を
決
め
｣
追
究
す

る
こ
と
で
'
仮
説
を
立
て
'
修
正
を
加
え
'
立

証
し
て
い
こ
う
と
す
る
学

び
の
姿
が
金
子
生
に
見
ら
れ
た
｡

榊

流
行
語
を
調
べ
､
カ
タ
カ
ナ
言
葉
を
意
識
し
は
じ
め
た
梨
本
生

｢今
日
は
チ
ョ
-
楽
し
か
っ
た
｡
最
初
そ
の
ゲ
ー
ム
を
や
る
と
聞
い
た

と
き
は
'
メ
ン
ド
-
だ
か
ら
ヤ
夕
と
思
っ
た
け
れ
ど
､
ゲ
ー
ム
が
始
ま
っ

た
ら
'
マ
ジ
に
な

っ
ち
や
っ
て
'
熱
中
し
て
し
ま
っ
た
-
-
｣
二
年
生
の

頃
'
梨
本
生
が
書
い
た
作
文
で
あ
る
｡
梨
本
生
に
限
ら
ず
'
最
近
の
生
徒

の
中
に
は
､
日
常
会
話
の
中
だ
け
で
な
く
､
文
章
表
記
に
も
.カ
タ
カ
ナ
言

葉
を
多
用
す
る
生
徒
が
目
立
っ
て
き
た
｡

そ
こ
で
'
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
次
の
よ
う
な
資
料
を
提
示
し
た
｡

平
成
7
年

ち
ょ
っ
と
前
ま
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
'
今
で
は
あ
た
り
前
に

な
っ
て
い
る
モ
ノ
｡
た
と
え
ば
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
買
い
物
が
で

き
る
-
-

(以
下
略
)

次
の
広
告
文
か
ら
気
づ
く
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
｡

昭
和
2
7
年

み
な
さ
ん
!
顕
微
鏡
が
そ
れ
ほ
ど
我
々
人
類
に
幸
福
を
与
え
て

き
た
か
､
御
存
知
で
す
か
｡
我
々
の
生
命
を
脅
か
し
'
生
命
能
力

を
奪
っ
て
い
る
結
核
菌
の
発
見
も
-
-

(以
下
略
)

｢漢
字
の
使
用
度
が
減
っ
て
い
る
｣

｢
カ
タ
カ
ナ
の
言
葉
が
多
い
｣

｢昔
は
外
来
語
が
カ
タ
カ
ナ
だ

っ
た
の
に
'
今
は
ひ
ら
が
な
も
カ
タ
カ
ナ

で
書
い
て
い
る
の
が
あ
る
｣

｢敬
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
｣
な
ど
な
ど
｡

さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
意
見
が
出
さ
れ
た
｡
梨
本
生
は
'
こ
う
い
う
傾
向

が
い
つ
か
ら
生
ま
れ
た
か
に
興
味
を
も
ち
'
調
査
を
始
め
た
｡

r現
代
用
語
の
基
礎
知
識

(平
成
8
年
度
版
)
』

(自
由
国
民
社
)
の

若
者
言
葉
を
中
心
に
行
例
を
カ
ー
ド
に
書
き
出
し
､
そ
れ
を
形
の
面
か
ら

分
類
し
た
｡
文
法
は
苦
手
だ
と
い
う
梨
本
生
な
の
で
'
ま
ず
表
記
の
面
か

ら

｢漢
字

･
ひ
ら
が
な

･
カ
タ
カ
ナ

･
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
｣
に
分
類
す
る

よ
う
に
助
言
し
た
の
で
あ
る

(表
8
)
｡

一
番
頻
度
の
高
い
カ
タ
カ
ナ
の
カ
ー
ド
を
見
て
'
梨
本
生
は
'

｢
ロ
ン

パ
ケ
｣
は
略
語
'

｢
エ
ア
マ
ッ
ク
ス
｣
は
英
語
'

｢
チ
ョ
ベ
リ
バ
｣
は
和

製
英
語
の
略
語
な
ど
'
さ
ら
に
細
か
く
分
類
で
き
そ
う
な
見
通
し
を
得
た
｡

そ
こ
で
'
そ
の
分
類
法
を
他
の
項
目
で
も
で
き
な
い
か
挑
戦
さ
せ
た
｡
表

9
は
'
そ
の
結
果
で
あ
る
｡
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若
者
言
葉
の
調
査
を
ま
と
め
る
中
で
､
梨
本
生
は
､
自
分
が
考
え
て
い

た
以
上
に
言
葉
の
構
成
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
｡
発
表

会
で
は
'

｢調
査
は
ま
だ
済
ん
で
い
な
い
が
-
-
｣
と
し
な
が
ら
も
'
今

年
の
流
行
栢
大
黄
の
新
聞
記
事
に
朱
線
を
引
い
て
参
考
実
科
と
し
て
補
足

説
明
を
し
て
い
た
｡

若
者
言
葉
の
調
査
を
通
し
て
､
言
葉
の
使
い
方
に
興
味
を
深
く
L
t
自

分
自
身
の
言
葉
の
使
い
方
に
も
新
た
な
関
心
を
持
ち
始
め
た
よ
う
で
あ
る
｡

四

｢国
語
学
講
座
｣
の
成
果
と
反
省

一
年
間
の
追
究
を
終
え
て
･
生
徒
た
ち
が
ど
ん
な
感
想
を
も
っ
た
か
と

一

い
う
と
こ
ろ
か
ら
･
年
度
当
初
の
自
警

対
す
る

r国
等

講
座
｣
の
成

2

巣
と
反
省
を
ま
と
め
て
み
た
い
.

M

目
標
①
に
か
か
わ
っ
て

榊

ガ
イ
ダ
ン
ス
で
'
日
本
詩
の
特
徴
を
知
り
'
興
味
を
も
っ
た
特

徴
の
原
因
を
仮
説
を
立
て
て
追
究
す
る
こ
と
で
､
日
頃
使
っ
て
い

る
日
本
緒
に
新
た
な
発
見
を
す
る
楽
し
さ
を
味
わ
え
た
｡

先
に
あ
げ
た
北
村
生
は
'

｢
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
ま
で
'
謙
譲
給
と
丁

寧
語
が
く
っ
つ
い
て
､

一
つ
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
も
変
だ
と
は
思
っ



て
い
ま
せ
ん
で
し
た
｡
｣
と
感
想
を
述
べ
て
い
る
｡
同
じ
よ
う
に
田
中
生

は

｢駄
酒
落
に
も
法
則
が
あ
る
｡
そ
れ
を
音
節
で
分
け
て
考
え
た
ら
見
え

て
き
た
｡
｣
羽
生
生
は

｢月
本
で
生
ま
れ
た
色
は
'
外
国
に
比
べ
て
比
較

的
落
ち
着
い
て
い
る
｡
し
か
も
'
植
物
か
ら
と
っ
た
色
が
圧
倒
的
に
多
い
.

原
色
に
違
和
感
を
感
じ
る
の
も
そ
の
せ
い
な
の
か
な
｡
言
葉

一
つ
で
'
好

み
が
わ
か
る
の
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
追
究
の
中
で
､

新
た
な
発
見
を
し
た
こ
と
が
喜
び
の
言
葉
に
な
っ
て
い
る
｡

ま
た
'
金
子
生
の
よ
う
に

｢こ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
数
詞
を
全
部
把
握

し
て
い
る
人
は
何
人
い
る
で
し
ょ
う
か
｡
こ
れ
が
英
語
に
な
い
日
本
語
の

難
し
さ
で
あ
り
､
日
本
箔
の
お
も
し
ろ
さ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
わ
た
し

は
こ
の
追
究
を
し
て
み
て
'
日
本
ほ
の
お
も
し
ろ
さ

･
深
さ

･
温
か
さ
が

わ
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
｡
｣
と
感
想
を
ま
と
め
て
い
る
｡
こ
こ
に

は
t.自
ら
の
言
詩
環
境
を
振
り
返
り
､
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
日
本
語
の

か
け
が
え
の
な
さ
に
気
づ
い
た
漉
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
峯
村

生
も

｢日
本
給
は
た
く
さ
ん
の
外
国
的
の
影
響
を
受
け
て
い
る
｡
決
し
て
､

日
本
人
の
知
恵
だ
け
で
で
き
た
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
｡
で
も
'
そ

れ
を
ま
と
め
た
の
は
日
本
人
の
知
恵
で
す
｡
こ
れ
が
日
本
語
だ
と
思
い
ま

す
｡
｣
と
脈
々
と
言
葉
を
育
ん
で
き
た
先
人
の
努
力
に
思
い
を
馳
せ
て
い

る
｡

脚

r学
習
テ
ー
マ
｣
を
設
定
し
て
追
究
す
る
楽
し
さ
を
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
た
｡

梨
本
生
は
､
文
法
が
苦
手
で
'

｢品
詞
に
分
け
る
み
た
い
な
調
査
な
ん

か
､
こ
の
講
座
で
は
や
り
た
く
な
い
｡
｣
と
い
っ
て
い
た
｡
し
か
し
分
類

し
て
い
く
上
で
品
詞
分
類
が
必
要
に
な
り
'
い
つ
の
ま
に
か
品
詞
に
よ
る

下
位
分
類
を
行
な
っ
て
い
た
｡
調
査
後
本
人
は
'

｢文
法
や
り
た
く
な
い
っ

て
言
っ
て
い
た
の
に
'
い
つ
の
ま
に
か
文
法
や
っ
て
い
た
｡
｣
と
括
っ
た
｡

こ
こ
に
'
覚
え
る
た
め
の
文
法
で
は
な
い
'
必
要
感
に
根
ざ
し
た
文
法
学

習
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
'
自
分
の
興
味
に
も
と
づ
い
て
'

｢学
習
テ
ー
マ
｣
を
設
定
し
.
そ
の
調
査
方
法
も
'
個
人
個
人
に
よ
っ
て

異
な
る
学
習
形
態
を
と
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
追
究
そ
の
も

の
に
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
て
い
る
感
想
は
ほ
か
に
も
'

｢自
分
の
調
べ
た

い
こ
と
を
自
分
な
り
の
方
法
で
予
想
し
て
調
べ
て
い
く
の
が
楽
し
か
っ
た
｡

(永
谷
生
)
｣
や

｢教
科
書
を
新
し
い
目
で
見
な
お
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
て
楽
し
か
っ
た
.

(小
野
生
)
｣
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
｡

脚

反
面
t

r学
習
テ
ー
マ
｣
も
追
究
方
法
も
十
二
人
が
十
二
人
と

も
異
な
る
学
習
形
態
な
の
で
'
ど
こ
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
も
ち
'

そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
か
か
わ
ら
せ
て
い
く
か
と
い
う
点
は
さ
ら
に

研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
｡

今
回
の
講
座
の
中
で
は
､
た
ま
た
ま
同
じ
言
葉
を
調
べ
た
金
子
生
と
樋

口
生
が
言
葉
を
か
か
わ
ら
せ
た
事
例
は
見
ら
れ
た
が
あ
く
ま
で
も
偶
然
に
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す
ぎ
な
い
｡

｢学
習
テ
ー
マ
｣
設
定
の
場
面
で
あ
る
程
度
分
野
を
絞
っ
て

考
え
て
い
く
の
か
'
追
究
の
仕
方
で
か
か
わ
ら
せ
て
い
く
の
か
'
さ
ら
に

事
例
を
累
積
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
｡

脚

目
標
②
に
か
か
わ
っ
て

糾

追
究
の
中
で
自
ら
発
見
し
た
喜
び
が
自
分
の
青
葉
を
大
切
に
し

よ
う
と
す
る
意
識
を
芽
生
え
さ
せ
た
｡

梨
本
生
は
'

｢今
ま
で
自
分
自
身
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
意
識
し
な
い
で
使
っ

て
い
た
｡
で
も
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
は
や
り
の
言
葉
の
よ
う
な
気
が
し
て

き
た
｡
こ
れ
が
本
当
に
日
本
籍
な
の
?
と
い
う
言
葉
も
少
な
く
な
か
っ
た
｡

し
か
も
'
本
来
外
来
語
を
書
き
表
わ
す
は
ず
の
カ
タ
カ
ナ
を
'
い
つ
の
ま

に
か
い
ろ
ん
な
言
葉
に
使
っ
て
い
る
の
は
い
い
の
か
な
と
い
う
気
が
し
て

き
た
｡
自
分
の
言
葉
も
､
も
う
一
回
見
返
し
た
い
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

ま
た
､
長
沢
生
も

｢類
義
静
に
は
使
い
方
や
意
味
が

一
つ
一
つ
違
い
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡
最
近
日
本
籍
が
乱
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
'
そ

う
い
う
小
さ
な
違
い
を
気
づ
か
す
に
使
っ
て
い
る
せ
い
だ
と
思
う
｡
自
分

の
言
葉
も
見
返
し
た
い
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
は
'
何
気
な
く
使
っ

て
い
た
自
分
の
言
葉
に
対
し
て
'
新
た
な
課
題
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら

心
る
.

さ
ら
に
'

｢私
た
ち
の
先
祖
が
作
っ
て
き
た
日
本
晴
を

一
つ
の
歴
史
と

し
て
受
け
と
め
'
知
っ
て
い
く
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
の
課
題
で
あ

り
'
義
務
だ
と
思
い
ま
す
｡

(金
子
生
)
｣

｢わ
た
し
は
こ
の
日
本
人
の

知
恵
か
ら
で
き
た
日
本
語
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

(塞

村
生
)
｣

｢国
に
よ
っ
て
文
化

･
生
活
様
式
が
逢
う
か
ら
言
葉
も
違
う
｡

私
た
ち
の
使
っ
て
い
る
こ
と
ば
に
は
'
日
本
の
文
化
が
あ
る
よ
う
な
気
が

し
て
'
も
っ
と
大
切
に
し
な
く
て
は
と
思
い
ま
し
た
｡

(西
村
生
)
｣
の

感
想
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
､
言
葉
を
大
切
に
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

芽
生
え
て
き
て
い
る
｡

こ
れ
は
､
言
葉
の
法
則
に
つ
い
て
'
自
分
な
り
に
新
た
な
発
見
を
し
た

喜
び
が
'
意
識
し
な
か
っ
た
言
葉
の
歴
史
を
意
識
さ
せ
'
大
切
に
し
て
い

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
つ
な
が
っ
て
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

脚
こ
の
講
座
の
中
で
は
t

r
で
は
具
体
的
に
ど
う
し
て
い
く
べ
き

か
｣
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
｡
言
葉
を
大
切
に
す

る
態
度
の
育
成
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
'
き
っ
か
け
を
作
っ
た
に

す
ぎ
な
い
｡
年
間
計
画
の
中
に
ど
う
す
る
こ
と
が
言
葉
を
大
切
に

し
て
い
く
こ
と
な
の
か
を
互
い
に
討
論
し
合
う
時
間
を
設
け
て
も

よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

榊

目
標
③
に
か
か
わ
っ
て

最
終
発
表
会
の
前
の
二
時
間
は
､
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
発
表
原
稿
を
書
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き
'
ど
の
資
料
を
例
と
し
て
あ
げ
る
か
を
検
討
し
て
い
た
｡
中
間
発
表
の

時
に
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
分
野
の
発
表
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
生

徒
な
の
で
'
自
分
が

一
年
間
か
け
て
追
究
し
て
き
た
発
見
を
わ
ず
か
の
時

間
で
わ
か
っ
て
も
ら
お
う
と
懸
命
の
姿
が
見
ら
れ
た
｡

発
見
の
喜
び
が
大
き
い
ほ
ど
'
自
然
と
そ
う
い
う
姿
は
生
ま
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
｡
わ
た
し
自
身
も
'
で
き
る
だ
け
そ
の
生
徒
の
追
究
の
良
さ
や

成
果
の
大
き
さ
を
助
言
し
た
り
励
ま
し
た
り
し
て
き
た
｡

五

終
わ
り
に

｢文
法
な
ん
て
大
嫌
い
｡
覚
え
る
こ
と
ぽ
っ
か
り
で
､
ち
っ
と
も
お
も

し
ろ
く
な
い
｡
｣
そ
ん
な
言
葉
を
聞
く
た
び
に

｢そ
ん
な
こ
と
な
い
よ
｡

こ
ん
な
に
お
も
し
ろ
い
言
葉
っ
て
な
い
ん
だ
よ
｡
｣
と
生
徒
た
ち
に
伝
え

た
か
っ
た
｡
そ
ん
な
思
い
で
取
り
組
ん
だ
の
が
'
今
回
の
拙
い
実
践
で
あ

る
｡生

徒
た
ち
の
発
想
の
豊
か
さ
を
感
じ
'
少
し
な
り
と
も
日
本
詩
に
興
味

を
も
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
を
L
t
今
後
さ
ら
に
'
生
徒
と
共
に
日
本

箔
の
お
も
し
ろ
さ
を
探
し
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
｡

(さ
か
い

ひ
で
き

上
田
市
立
東
小
学
校
教
諭
)
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