
国
語
科
に
お
け
る
読
書
指
導
法
の
研
究

―

「

読

み

聞

か

せ

」

を

中

心

に

―

l
'

｢読
み
聞
か
せ
｣
と
は

｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､
従
来
主
に
図
番
館
教
育
と
い
う
分
野
に

お
い
て
､
読
書
へ
の
興
味
づ
け
の
一
方
法
と
し
て
研
究

･
実
践
さ

れ
て
き
た
｡
l
方
'
国
語
教
育
の
分
野
と
し
て
の
研
究
は
あ
ま
り

な
さ
れ
て
お
ら
ず
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
を
明
確
に
定
義
づ
け
て
い

る
文
献
は
少
な
い
｡
そ
う
し
た
中
で
l
蚊
に

｢読
み
聞
か
せ
｣
と

は
､

｢大
人
が
子
ど
も
の
た
め
に
絵
本
や
物
語
を
読
ん
で
聞
か
せ

る
こ
と
｡｣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､
｢大
人
が
子

ど
も
の
た
め
に
読
ん
で
聞
か
せ
る
こ
と
｣
が
､
全
て

｢読
み
聞
か

せ
｣
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
､
そ
う
で
は
な
い
｡
国
語
の
授

業
に
お
け
る
教
師
の
範
読
な
ど
は
､
｢大
人
が
子
ど
も
に
読
ん
で

聞
か
せ
る
｣
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
'
｢読
み
聞
か
せ
｣
と
は
ね

ら
い
や
質
を
異
に
し
て
い
る
｡
で
は
'
｢読
み
聞
か
せ
｣
が
成
立

す
る
に
は
､
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
か
｡

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
､
い
ぐ
つ
か
の
必

平

澤

真

美

要
な
要
素
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
ず
第

一
に
､
｢読
み
手

･

聞
き
手
･
本
｣
の
三
者
が
揃
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
さ
ら
に
読

み
手
に
は
聞
き
手
に
対
し
て
､
読
ん
で
聞
か
せ
よ
う
と
い
う
意
志

が
必
要
で
あ
り
､
聞
き
手
は
そ
れ
を
聞
こ
う
と
す
る
態
度
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
､
増
村
王
子
氏
は

『読
み

聞
か
せ
の
発
見
』
二

九
七
三
年
八
月
三
〇
日
･
岩
崎
書
店
刊
)

の
中
で
､
｢読
み
聞
か
せ
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
｣
と
し
て
次
の

三
つ
を
挙
げ
て
い
る
｡

①

読
み
手
､
本
､
聞
き
手
の
三
者
が
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
｡

普
通
'
読
み
手
は
教
師
で
あ
れ
'
地
域

･
家
庭
の
母
親
で
あ
れ
'

図
書
館
員
で
あ
れ
､
大
人
で
あ
る
こ
と
､
聞
き
手
の
方
は
幼
児

か
ら
小
学
生
ぐ
ら
い
ま
で
の
個
人
か
集
団
で
あ
り
､
子
ど
も
で

あ
る
こ
と
､
そ
し
て
こ
こ
に
は
読
み
聞
か
せ
よ
う
と
い
う
大
人

の
意
志
と
'
聞
こ
う
と
す
る
子
供
の
欲
求
､
ま
た
そ
の
行
為
を

起
こ
さ
せ
る
要
因
や
動
機
が
あ
る
こ
と
C

②

読
み
手
が
､
本
､
つ
ま
り
活
字
化
さ
れ
た
文
字
や
文
章
を
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血皇
望
墓
,lEに
か
え
て
相
手
に
読
ん
で
聞
か
せ
る
と
い
う
行
為
と
､

聞
き
手
が
そ
れ
を
主
体
的
に
耳
か
ら
聞
き
'
両
者
が

-
つ
の
世

界
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
｡
こ
こ
ま
で
の
ど
の
一
つ
が
欠
け

て
も
､
読
み
聞
か
せ
は
成
立
し
な
い
｡

③

こ
の
よ
う
な
行
為
と
状
況
を
作
り
出
す
場
が
'
1
時
的
で

あ
れ
継
続
的
で
あ
れ
必
要
で
あ
る
｡
そ
れ
に
は
こ
の
こ
と
を
必

要
と
す
る
社
会
や
､
は
た
す
役
割
'
そ
れ
が
も
た
ら
す
影
響
な

ど
､
有
形
･
無
形
の
様
々
な
様
相
が
､
こ
れ
に
付
帯
し
て
あ
ら

わ
れ
て
-
る
こ
と
は
､
あ
ら
ゆ
る
読
替
活
動
の
場
合
と
同
様
で

あ
る
｡

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
､
通
常

｢読
書
｣
と
呼
ぶ
行
為
と
比
較
す

る
と
､
そ
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢読
沓
｣
と

｢読
み
聞
か
せ
｣
の
明
ら
か
な
違
い
は
､
本
と
子
ど
も
た
ち
の
間

に
介
在
す
る

｢読
み
手
｣
の
存
在
で
あ
る
｡
読
書
の
場
合
､
子
ど

も
は
本
に
沓
か
れ
た
活
字
を
自
分
で
た
ど
り
'
意
味
を
理
解
し
て

い
く
が
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､
読
み
手
が
活
字
を
音
声
化
し
'

聞
き
手
は
そ
の
出足
甲
卓岩
語
を
聞
い
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
｡
つ

ま
り
､
コ
読
書
｣
は
文
字
を
視
覚
で
と
ら
え
る
が
'
｢読
み
聞
か
せ
｣

は
聴
覚
に
よ
っ
て
聞
き
取
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
'

｢読
み
聞
か
せ
｣
は

｢耳
か
ら
の
読
書
｣
と
言
い
換
え
る
こ
と
も

で
き
よ
う
｡
ま
た
読
書
と
遭
っ
て
､
｢
読
み
聞
か
せ
｣
の
場
合
､

聞
き
手
の
理
解
す
る
内
容
に
読
み
手
の
読
み
取
り
方
が
影
響
し
て

く
る
｡
読
み
手
が
悲
し
そ
う
な
読
み
方
を
す
る
と
､
そ
の
話
は
聞

き
手
に
t
よ
り
悲
し
い
も
の
と
し
て
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
｡
読
み

手
は
単
に
文
字
を
音
声
化
す
る
だ
け
で
は
な
く
､
聞
き
手
が
内
容

を
理
解
す
る
際
の
重
要
な
援
助
の
働
き
も
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､
I
般
に
読
み
手
は
大
人
､
聞
き
手
は
子

ど
も
と
さ
れ
て
い
る
｡
増
村
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
､
両
者
の

間
に
は
読
ん
で
あ
げ
よ
う
と
い
う
重

心と
そ
れ
を
聞
こ
う
と
す
る

態
度
が
あ
る
べ
き
で
あ
り
'
強
制
的
で
は
な
く
両
者
と
も
に
本
の

内
容
を
楽
し
も
う
と
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
｡
特
に
重
要
な
の

は
､
読
み
手
は
生
身
の
人
間
で
あ
り
､
聞
き
手
に
読
み
聞
か
せ
よ

う
と
い
う
重

心が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
い
-
ら
上
手
で

あ
っ
て
も
､
テ
ー
プ
に
壁

目
さ
れ
た
も
の
や
､
ラ
ジ
オ
か
ら
流
れ

て
く
る
音
声
で
は

｢読
み
聞
か
せ
｣
と
は
言
え
な
い
｡
聞
い
て
も

ら
お
う
と
い
う
意
志
な
-
､
た
だ
音
声
化
す
る
の
は
'
｢読
み
聞

か
せ
｣
で
は
な
-
､
｢出足
帆
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

な
お
､
読
ん
で
聞
か
せ
る
本
に
つ
い
て
は
､
l
冊
の
本
と
し
て

出
版
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
ず
､
活
字
化
さ
れ
た
文
字
や
文
章

と
言
っ
て
よ
い
｡
読
み
手
は
聞
き
手
に
対
し
て
､
そ
の
本

(文
箪
)

の
内
容
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る
｡

子
ど
も
に
と
っ
て
本
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
は
'
と
て
も
楽
し

い
こ
と
で
あ
り
､
興
味
を
引
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
ま
だ
文
字
を

十
分
に
読
め
な
い
子
ど
も
や
､
文
章
を
読
み
取
る
力
が
十
分
で
な

い
子
ど
も
も
'
大
人
に
太
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
本

の
中
の
世
界
を
知
り
､
水
を
読
む
楽
し
さ
を
体
験
す
る
こ
と
が
で

き
る
｡
こ
う
し
た

｢読
み
聞
か
せ
｣
の
効
果
は
､
随
分
以
前
か
ら

注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
､
取
り
立
て
て
説
明
す
る
ま
で
も
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な
い
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
従
来
の
読
み
聞
か
せ
の
概
念
に
と

ら
わ
れ
ず
に
'
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
姦

性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
'
新
し
い
指
導
の
在
り
方
や
活
用
の
仕
方
が
兄
い
出
せ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
｡

以
下

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
取
り
上
げ
た
理
由
と
､
そ
の
活
用
法

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
｡

二
､

r拙況
み
聞
か
せ
｣
を
取
り
上
げ
た
理
由

私
が
読
書
指
導
法
に
つ
い
て
の
研
究
を
始
め
た
の
は
､
｢本
を

読
ま
な
い
子
ど
も
に
､
本
を
読
ま
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

か
｡｣
と
い
う
疑
問
を
持

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
本
を
読

ま
な
い
子
ど
も
に
､
本
に
対
し
て
興
味
を
持
た
せ
る
た
め
の
指
導

方
法
を
探
っ
て
い
く
中
で
､
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
､
ス
-
I
-
-
テ
リ

ン
グ
､
読
意

想
文
の
紹
介
､
読
顔
見
芯'
読
み
聞
か
せ
な
ど
､
さ

ま
ざ
ま
な
読
書
指
導
法
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
｡
こ
う
し
た
指
導

法
は
､
指
導
目
標
や
指
導
対
象
と
な
る
児
童
の
発
達
段
階
な
ど
に

応
じ
て
､
い
く
つ
か
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
'
現
時

点
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
方
法
に
つ
い
て
､
細
か
く
研
究
し
考
察

す
る
の
は
､
時
間
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
､
｢読
み
聞
か
せ
｣

の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
｡
数
多
-
あ
る
読
書
指
導
法
の

中
か
ら
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
を
取
り
上
げ
た
の
は
､
比
較
的
誰
に

で
も
実
践
し
や
す
く
､
子
ど
も
た
ち
に
喜
ば
れ
､
工
夫
し
だ
い
で
､

l
層
効
果
的
な
指
導
法
と
し
て
活
用
し
得
る
も
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡

考
察
に
あ
た
っ
て
は
､
次
に
示
す
三
つ
の
仮
説
を
立
て
た
.

①

｢読
み
聞
か
せ
｣

を
国
語
科
読
書
指
導
法
の
一
つ
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
に
よ

り
､
国
既
望

繋
胃
に
お
け
る
読
書
指
導

法
の
充
実
と
発
展
を
期
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡

②

｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､

｢聞
-
こ
と
｣
の
学
習
だ
け
で
な

く
､

｢話
す
こ
と
｣
の
学
習
と
し
て
も
活
用
で
き
る
の
で
は

な
い
か
O

③

｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､
幼
児
や
小
学
校
低
学
年
の
児
童
以

外
に
も
､
指
導
対
象
の
穐
因
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
｡

仮
説
①
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
図
習
館
教
育
と
い
う
分
野
に

お
い
て
'
読
書
へ
の
興
味
づ
け
と
し
て
重
視
さ
れ
､
効
果
を
あ
げ

て
き
た
読
み
聞
か
せ
を
､
国
語
科
の
読
書
指
導
法
と
し
て
位
置
付

け
て
い
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
国
語
科
教
育
に
お

け
る
読
書
指
導
の
充
実
を
図
る
と
き
､
読
書
へ
の
興
味
づ
け
と
し

て
有
効
な
手
段
で
あ
る

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
､
学
習
指
導
に
取
り

入
れ
て
い
く
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
｡

仮
説
②
は
そ
の
音
声
言
語
に
注
目
し
た
仮
説
で
あ
る
｡

｢読
み
聞
か
せ
｣
に
よ
っ
て
､
聞
き
取
り
の
能
力
を
養
う
こ
と

が
で
き
る
が
､
単
に
物
語
の
あ
ら
ま
し
を
聞
き
取
ら
せ
る
と
い
う

指
導
だ
け
で
な
-
､
止皇
望
義
和を
耳
で
的
確
に
聞
き
取
っ
て
理
解

す
る
と
い
う
学
習
に
も
､
大
い
に
活
用
で
き
る
｡
例
え
ば
単
純
な

あ
ら
す
じ
の
本
を
選
ん
で
読
み
聞
か
せ
を
し
た
後
､
話
の
あ
ら
す

じ
に
関
す
る
質
問
を
す
る
こ
と
で
､
内
容
を
聞
き
取
る
能
力
や
集
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申
カ
を
と
ら
え
た
り
､
話
の
内
容
を
ク
イ
ズ
の
よ
う
に
し
て
､
聞

き
手
に
投
げ
掛
け
る
な
ど
の
工
夫
に
よ
り
､
聞
き
取
り
の
能
力
を

高
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

｢書
く
｣
｢読

む
｣
に
比
べ
て
､
｢聞
く
｣
こ
と
の
学
習
は
通
常
の
授
業
の
中
で

は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
｡

｢聞
く
｣
こ
と
の
学
習
を
授
業

に
位
置
付
け
る
の
に
は
困
難
は
多
い
が
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
を
利

用
す
る
こ
と
で
､
話
し
合
い
の
場
面
で
し
か
問
題
に
さ
れ
な
か
っ

た

｢人
の
話
を
聞
い
て
内
容
を
理
解
す
る
｣
こ
と
の
学
習
を
､
意

図
的

･
計
画
的
に
行
な
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

こ
う
し
た
実
践
的
工
夫
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
､
｢読
み
聞

か
せ
｣
を
通
し
て
､
聞
き
取
り
の
能
力
を
養
う
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
の
持

つ
魅
力
は
､
他
人
の
読
ん
で
く

れ
る
出藍
望
1D語
を
聞
い
て
作
品
を
楽
し
む
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
の
作
品
自
体
を
楽
し
む
こ

と
の
他
に
､
読
み
手
の
発
し
た
立豊
里
墓
相そ
の
も
の
を
楽
し
む
こ

と
も
で
き
る
｡
読
み
手
で
あ
る
教
師
の
感
情
を
込
め
た
読
み
方
は
､

子
ど
も
達
の
心
に
直
接
響
き
､
話
の
中
に
出
て
く
る
こ
と
ば
の
繰

り
返
し
や
-
ズ
-
カ
ル
な
こ
と
ば
を
､
よ
り
楽
し
く
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
｡
子
ど
も
達
は
楽
し
い
こ
と
ば
の
繰
り
返
し
な
ど
を
､

教
師
の
読
み
方
を
真
似
て
､
口
に
出
し
て
繰
り
返
し
て
み
た
り
す

る
｡
特
に
昔
話
の
よ
う
な
も
の
に
は
､
方
言
や
独
特
の
言
葉
遣
い

が
あ
っ
て
､
子
ど
も
達
は
普
段
耳
慣
れ
な
い
言
葉
の
響
き
に
興
味

を
不
す
も
の
で
あ
る
｡
教
師
の
読
み
方
は
､
そ
の
ま
ま
子
ど
も
達

の
読
み
方
の
お
手
本
に
な
る
｡
つ
ま
り
'
言
葉
の
発
音
､
ア
ク
セ

ン
ト
'
間
の
取
り
方
､
感
情
を
込
め
た
せ
り
ふ
の
言
い
方
な
ど
､

全
て
そ
れ
ら
は
子
ど
も
達
の
出足
況
や
朗
読
､
さ
ら
に
は
話
し
方
の

模
範
と
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
｡
そ
う
考
え
る
と

rH.肌
み
聞
か
せ
｣

に
よ
っ
て
｢話
す
こ
と
｣
の
学
習
指
導
も
ま
た
可
能
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
｡
聞
い
て
理
解
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
､
耳
か
ら
入
っ

た
号
誓

主
体
的
に
繰
り
返
す
こ
と
で
､
豊
か
な
表
現
力
を
養
う

も
と
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

従
来

｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､
教
師
ま
た
は
親
が
子
ど
も
に
読
ん

で
や
る
と
い
う
､
｢大
人
か
ら
子
ど
も
へ
｣
の
形
が

i
般
的
で
あ
っ

た
｡
そ
し
て
そ
の
対
象
は

｢幼
児
ま
た
は
小
学
校
の
低
学
年
｣
と

い
う
狭
い
枠
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
｡
し
か
し

｢読
み
聞
か

せ
｣

は
､
必
ず
し
も

｢大
人
か
ら
子
ど
も
へ
｣
と
い
う
形
を
と
ら

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
と
､
｢
読
み
聞
か

せ
｣
の
対
象
は
よ
り
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
つ
ま
り
'

子
ど
も
が
大
人
に
読
ん
で
聞
か
せ
て
も
い
い
し
､
子
ど
も
が
子
ど

も
に
と
い
う
形
で
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
国
語
の
教
科

書
を
み
ん
な
の
前
で
音
読
や
朗
読
す
る
の
と
は
遭
い
'
読
み
聞
か

せ
る
本
は
､
読
み
手
冒
身
が
相
手
に
読
ん
で
聞
か
せ
た
い
本
で
あ

る
こ
と
が
不
可
欠
の
条
件
と
い
え
る
｡
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
､

台
所
で
夕
飯
の
準
備
を
し
て
い
る
母
親
の
背
中
に
向
か
っ
て
､
子

ど
も
が
本
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
の
も
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
と
l首
見

る
し
､
児
童
生
徒
が
教
師
に

｢
こ
の
お
話
を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
｡｣

と
思
っ
て
読
む
の
も
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
と
言
え
よ
う
｡
ま
た
教

-56-



師
に
対
し
て
の
み
が
読
む
の
で
は
な
く
､
先
生
や
友
達
み
ん
な
に

読
ん
で
聞
か
せ
る
こ
と
も
よ
い
｡
読
み
手
を
大
人
と
限
定
せ
ず
､

子
ど
も
に
声
を
出
し
て
他
人
に
本
を
読
み
聞
か
せ
る
と
い
う
経
験

を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
一
層

｢読
む
こ
と
｣
の
学
習
を
充
実

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
従
来

｢読
み

聞
か
せ
｣
の
対
象
と
し
て
考
冬
b
れ
て
獣
た

｢幼
児

･
小
学
校
低

学
年
｣
に
限
ら
ず
'
あ
ら
ゆ
る
発
達
段
階
に
お
い
て
'
｢読
み
聞

か
せ
｣
の
有
効
性
を
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
｡
仮
説
③
は
､
こ
の
よ
う
な
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
仮
説
に
立
っ
て
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
を
取
り
上

げ
た
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
以
外
に
も
考
察
に
あ
た
っ
て
は
､
次
の

よ
う
な
方
法
的
利
点
に
も
考
慮
し
た
｡

I
つ
は
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､
誰
に
で
も
容
易
に
で
き
る
読

書
指
導
の
方
法
で
あ
り
､
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
､
読
む
た
め
の
本

が
あ
れ
ば
実
に
手
軽
に
､
短
時
間
で
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

今

1
つ
は
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
は
子
ど
も
か
ら
非
常
に
尊
ば
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o
教
育
実
習
中
小
学
校

I
年
生
の
ク
ラ
ス

で
､
絵
本
の

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
始
め
た
途
端
に
騒
が
し
か
っ
た

教
室
が
静
か
に
な
り
､
子
ど
も
達
み
ん
な
が
絵
本
に
視
線
を
集
中

さ
せ
た
と
い
う
経
験
が
あ
る
｡
そ
の
と
き
､
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
子

ど
も
の
心
を
引
き
付
け
る

｢読
み
聞
か
せ
｣
の
魅
力
を
､
効
果
的

に
国
語
教
育
の
中
に
活
か
し
て
い
-
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
か
と

考
え
た
｡

三
､

｢読
み
聞
か
せ
｣
の
利
点
と
問
題
点

繰
り
返
し
に
な
る
が
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､
絵
本
や
児
童
書

へ
の
興
味
付
け
､
読
書
へ
の
興
味
付
け
と
し
て
の
働
き
を
持

つ
も

の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ
り
､
他
の
効
用
や

機
能
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

し
か
し
､
前
節
の
考
察
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
も
っ
と
多
く
の
利

点
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
今
､
｢
読
書
｣
と

｢読
み
聞
か
せ
｣
と
を
比
較
す
る
と
き
､
次
の
よ
う
な

｢読
み
聞

か
せ
｣
の
利
点
が
考
え
ら
れ
る
｡

①

字
が
読
め
な
い
子
ど
も
や
読
腎
能
力
が
充
分
で
な
い
子
ど

も
に
､
本
の
世
界
の
楽
し
さ
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

②

子
ど
も
に
新
し
い
領
域
の
本
や
良
書
と
出
会
う
機
会
を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

③

複
数
の
聞
き
手
が
､
同
時
に
同
じ
作
品
を
味
わ
う
こ
と
が

で
き
､
共
通
の
間
接
的
体
験
を
す
る
こ
と
で
'
集
団
意
識
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
'
一
つ
の
こ
と
に
つ
い
て

話
し
合
う
場
を
容
易
に
作
る
こ
と
が
で
き
る
｡

④

読
み
手
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
血豊
里
墓
相を
耳
で
聞
く
こ

と
に
よ
っ
て
､
目
で
活
字
を
読
む
の
と
は
適
っ
た
､
言
語
に

対
す
る
鋭
い
感
覚
や
集
中
力

･
聞
き
取
る
姿
勢
を
養
う
こ
と

が
で
き
る
｡

こ
う
し
た

｢読
み
聞
か
せ
｣
の
利
点
は
､
今
後
国
語
教
育
に
取

り
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
大
い
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
し
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か
し

1
万
で
､

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
国
語
雛
筈
円
に
取
り
入
れ
て
い

く
上
で
､
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
も
い
く
つ
か
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
O
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
O

①

活
字
を
自
分
の
目
で
追
っ
て
読
む
と
い
う
大
変
な
努
力
の

い
る
作
業
を
必
要
と
せ
ず
､
聞
い
て
い
れ
ば
い
い
と
思
い
込

み
､
受
動
的
な
活
動
と
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
｡

②

読
み
手
の
作
品
理
解
や
出藍
戸
化
の
仕
方
に
よ
っ
て
､
内
容

理
解
が
大
き
-
左
右
さ
れ
る
｡

③

文
章
を
理
解
し
味
わ
う
速
さ
は
個
人
に
よ
っ
て
差
が
あ
る

が
､
読
み
聞
か
せ
は
同

一
の
速
さ
で
進
め
ら
れ
る
た
め
､
個

の
作
品
理
解
の
深
さ
に
差
を
生
じ
や
す
い
｡

④

音
声
は
消
え
て
し
ま
う
の
で
､
前
に
戻
っ
て
読
み
味
わ
っ

た
り
､
繰
り
返
し
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
の
よ
さ
が
失
わ
れ
る
O

こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
も
認
識
し
た
上
で
､

｢読
み
聞
か
せ
｣

の
持
つ
利
点
を
有
効
に
活
用
す
れ
ば
､
こ
と
ば
の
力
を
つ
け
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡

四
､

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
取
り
入
れ
た

実
践
例
に
つ
い
て
の
考
察

教
育
実
習
以
外
で
は
､
実
践
経
験
が
乏
し
く
､
自
ら
先
の
仮
説

を
検
証
す
る
機
会
を
持
た
な
い
の
で
､
こ
こ
で
は
､
県
内
を
中
心

と
し
た
先
輩
の
実
践
例
を
取
り
上
げ
､
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と

に
し
た
｡
全
て
の
仮
説
を
証
明
し
得
る
よ
う
な
実
践
例
を
捜
す
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
'
仮
説
を
実
証
す
る
手
が
か
り
と
な
り
得

る
い
く
つ
か
の
実
践
例
に
は
連

写
っ
こ
と
が
で
き
た
｡
た
だ
､
そ

れ
ら
は

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
国
語
科
の
学
習
と
し
て
位
置
付
け
た

も
の
は
ま
れ
で
､
ほ
と
ん
ど
が
図
董

円と
し
て
行
な
わ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
っ
た
Q
し
か
し
､
同
盟菅
棺
教
育
と
い
う
分
野
で
の

実
践
例
で
あ
っ
て
も
､
活
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
国
語
科
の
中
の

読
奮
指
導
と
し
て
十
基

質
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
｡

以
下
､
松
太
而
立
旭
町
小
学
校
に
お
け
る

『図
番
館
教
育
指
導

案
』
(平
成
三
年
十
月
十
八
日
長
野
県
図
番
館
教
育
大
会
資
料

･

旭
町
小
学
校
節
)
の
中
か
ら
､
低
学
年
に
お
け
る
実
践
記
録
を
中

心
と
し
て
､
考
警

行
な
う
こ
と
に
す
る
｡

本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
､
実
践
例
を
取
り
上
げ
て
い
-
中
で
､

気
付
い
た
こ
と
や
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
､
｢読
み
聞
か
せ
｣

に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
る
力
な
ど
に
つ
い
て
､
考
察
の
結
果
重
要
と

思
わ
れ
た
も
の
だ
け
を
次
に
挙
げ
て
お
く
｡

○

読
み
聞
か
せ
の
途
中
ま
た
は
終
わ
り
に
､
教
師
が
本
の
内
容

に
か
か
わ
る
問
い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
イ
メ
ー
ジ

を
ふ
く
ら
ま
せ
な
が
ら
聞
い
た
り
'
よ
り
深
く
読
み
味
わ
っ
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
読
む
前
に
題
名
か
ら
本
の
内
容

を
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
よ
り
興
味
を
持
っ
て
聞
こ
う

と
す
る
よ
う
に
な
る
｡

○

お
話
を
聞
く
だ
け
で
な
く
押
し
絵
を
見
て
､
イ
メ
ー
ジ
を
ふ

-
ら
ま
せ
た
り
､
押
し
絵
そ
の
も
の
を
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
る
｡

○
子
ど
も
は
お
も
し
ろ
い
こ
と
ば
の
響
き
や
'
言
い
回
し
の
お

も
し
ろ
さ
に
敏
感
に
反
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
'
読
み
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聞
か
せ
る
際
に
'
侍
に
擬
声
語

･
磐

語
な
ど
の
読
み
方
に
は
､

注
寿
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

O
｢読
み
聞
か
せ
｣
と
並
行
し
て
､
登
場
人
物
と
同
じ
経
験
を
し

て
み
る
こ
と
で
､
主
人
公
の
心
理
を
よ
り
身
近
に
感
じ
た
り
､

理
解
し
た
り
で
き
る
｡

O
｢読
み
聞
か
せ
｣
と
あ
わ
せ
て
､
関
連
す
る
図
番
を
紹
介
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
'
他
の
分
野
の
読
書
へ
の
興
味
付
け
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢読
み
聞
か
せ
｣
が
読
賓
へ
の

橋
渡
し
と
な
る
と
言
え
る
｡

O
｢読
み
聞
か
せ
｣
の
後
'
｢自
分
の
好
き
な
と
こ
ろ
の
絵
を
描

く
｣
と
い
う
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
分
の
中

に
お
話
の
世
界
を
､
よ
り
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
ね
ら

え
る
｡
好
き
な
と
こ
ろ
の
絵
を
描
い
て
み
る
の
に
､
主
人
公
の

視
点
で
物
事
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
､.登
場
人
物
の
気
持

ち
を
考
え
る
だ
け
で
な
-
､
お
話
の
世
界
に

入
り
込
ん
で
､
主

人
公
に
な
り
き
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

○

耳
か
ら
聞
い
た
登
場
人
物
の
動
き
な
ど
を
､
自
分
で
実
際
に

動
作
に
表
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
､
非
常
に
難
し
い
作
業
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
聞
き
取
っ
て
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
能
力

と
､
そ
れ
を
表
現
す
る
能
力
が
必
要
と
な
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､

｢読
み
聞
か
せ
｣
か
ら
表
現
の
学
習
へ
､
結
び
つ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

○

子
ど
も
た
ち
は
､
耳
か
ら
入
っ
た
こ
と
ば
の
リ
ズ
ム
や
響
き
､

言
い
回
し
の
お
も
し
ろ
さ
を
､
今
度
は
自
分
で
音
声
化
す
る
と

い
う
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
｢読
み
聞
か
せ
｣

が
単
な
る
お
話
を
聞
い
て
そ
の
内
容
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
だ

け
で
な
-
､
耳
か
ら
入
っ
た
血盟
戸
ln晶
岬を
､
自
分
で
繰
り
返
し

口
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
と
い

え
る
｡

O
｢
読
み
聞
か
せ
｣
の
あ
と
話
し
合
い
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
他
人
の
意
見
や
感
想
を
聞
き
､
自
分
の
中
に
描
い
て
い
た

お
話
の
世
界
が
よ
り
明
確
に
な
り
､
広
が
り
を
持

つ
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
い
ろ
い
ろ
な
と
ら
え
方
を
知
り
､
幅
広

い
読
み
の
力
を
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

O
｢読
み
聞
か
せ
｣
を
話
の
途
中
ま
で
し
て
､
そ
の
続
き
を
創
作

す
る
と
い
う
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
豊
か
な
想

像
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
､
お
話
の
途
中
ま
で
に
出

て
き
た
こ
と
ば
や
､
表
現
を
真
似
た
り
'
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を

文
章
に
表
し
た
り
す
る
こ
と
で
､
表
現
力
を
豊
か
に
す
る
こ
と

が
ね
ら
え
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

〇

一
つ
の
テ
ー
マ
で
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
を
読
み
聞
か

せ
る
こ
と
で
､
テ
ー
マ
に
関
す
る
知
識
や
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
読
ん
で
も
ら

い
た
い
本
を
､
聞
き
手
が
選
択
す
る
と
い
う
作
業
の
中
で
､
あ

る
テ
ー
マ
を
設
け
て
､
図
番
を
選
択
さ
せ
る
こ
と
で
､
図
番
選

択
能
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
｡

O
｢読
み
聞
か
せ
｣
に
よ
っ
て
広
が
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
文

章
に
表
現
す
る
こ
と
で
､
お
話
の
世
界
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
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考
え
ら
れ
る
｡
耳
か
ら
入
っ
た
こ
と
ば
を
思
い
出
し
な
が
ら
､

自
分
の
感
想
な
ど
を
文
字
に
し
て
表
現
す
る
と
い
え
作
業
に
よ
っ

て
､
豊
か
な
表
現
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡

こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
､

｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､
単
に
読
書
へ
の

興
味
付
け
と
い
う
従
来
の
固
定
的
な
指
導
目
的
に
限
ら
ず
'
国
語

教
育
で
ね
ら
い
と
す
る

｢国
語
の
力
｣
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

身
に
つ
け
る
こ
と
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

次
に

｢読
み
聞
か
せ
｣
に
よ
っ
て
撒
導
で
き
る
事
柄
に
つ
い
て
､

述
べ
て
み
る
｡

五
､

｢読
み
聞
か
せ
｣
に
よ
っ
て
指
導
で
き
る
事
柄

｢読
み
聞
か
せ
｣
に
よ
っ
て
指
導
で
き
る
事
柄
と
し
て
､
蔵
元

和
子
氏
は
論
考

｢読
み
聞
か
せ
を
指
導
方
法
の
一
つ
と
考
え
て
各

学
年
の
ね
ら
い
を
も
っ
て
行
う
｣
(『月
刊
国
語
教
育
研
究
』

一
九

九
〇
年
八
月
号
)
の
中
で
'
指
導
で
き
る
事
柄
を
次
の
よ
う
に
挙

げ
て
い
る
｡

①

本
に
対
す
る
興
味

･
関
心
を
も
た
せ
､
読
も
う
と
す
る
意
欲

を
起
こ
さ
せ
る
｡

②

読
書
の
基
礎
的
な
能
力
を
養
う
｡

･
理
解
で
き
る
こ
と
ば
を
増
や
す
｡

･
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
力
を
育
て
る
｡
こ
れ
は
特
に
絵
本

の
読
み
聞
か
せ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡

･
話
の
筋
を
追
う
力
=
連
続
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
い
-
力

を
育
て
る
｡
連
続
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
描
-
た
め
に
は
'
要
点

を
お
さ
え
て
い
く
こ
と
と
､
聞
き
取
っ
た
こ
と
か
ら
次
の
場

面
を
推
理
し
て
い
く
力
が
必
要
で
あ
る
O

･
話
の
筋
を
ま
と
め
る
力
を
育
て
る
｡

話
の
筋
を
追
っ
た
り
ま
と
め
た
り
す
る
力
は
､
集
中
し
て
言

小菅

闇
-
こ
と
に
よ
り
育
て
ら
れ
る
｡
従
っ
て
､
テ
レ
ビ
や

絵
本
な
ど
の
様
に
一
度
に
様
々
な
も
の
が
脳
に
流
れ
込
む
よ

う
な
も
の
で
は
育
ち
に
く
く
､
話
の
起
承
転
結
が
は
っ
き
り

し
て
い
る
昔
話
の
よ
う
な
も
の
の
語
り
山聞
か
せ
や
読
み
聞
か

せ
が
必
要
で
あ
る
｡

③

豊
か
に
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
心
を
育
て
る
｡

･
教
師
と
の
感
動
の
共
有
か
ら

(主
に
低
学
年
)

大
人
と

一
緒
に
感
動
し
な
が
ら
理
解
で
き
る
言
葉
を
増
や
し
､

言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
と
も
に
､
感
動
し

た
こ
と
を
確
か
め
る
｡

･
友
達
と
の
感
動
の
共
有
か
ら

(主
に
高
学
年
)

l
冊
の
本
に
つ
い
て
､
友
達
の
考
え
や
感
動
を
知
り
､
自
分

の
読
み
を
深
め
る
｡
又
､
お
互
い
の
考
え
や
個
性
を
認
め
､

大
切
に
す
る
心
を
育
て
る
｡

④

良
書
や
通
番
を
選
択
す
る
力
を
養
う
｡

良
書
の
選
択
眼
は
､
読
替
能
力
の
総
合
的
な
も
の
で
あ
る
が
､

単
に
た
-
さ
ん
読
む
こ
と
だ
け
で
は
育
た
な
い
｡
｢読
み
聞
か
せ
｣

に
よ
る
良
書
と
の
出
会
い
や
感
動
の
ふ
れ
あ
い
が
大
切
で
あ
る
｡

蔵
元
氏
は

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
単
に

｢読
書
の
興
味
づ
け
｣
と
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し
て
で
は
な
く
､
読
み
の
力
を
育
て
る
た
め
の
指
導
方
法
と
し
て

各
学
年
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
が
､
民
の
l亨
っ
よ
う

に
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
に
よ
っ
て
様
々
な
力
が
先
の
仮
説
の
よ
う

に
ね
ら
え
る
と
す
れ
ば
､
こ
れ
ま
で
強
調
さ
れ
て
き
た

｢読
書
の

興
味
づ
け
｣
と
し
て
の
効
果
だ
け
で
な
-
'
｢読
み
聞
か
せ
｣
の

も
つ
効
果
は
､
実
に
広
い
範
囲
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
｡

国
語
教
育
と
い
う
総
合
的
な
視
野
に
立
つ
と
き
､
｢読
み
聞
か

せ
｣
の
効
果
は
､
読
む
こ
と
の
学
習
だ
け
で
は
な
-
､
聞
-
こ
と
､

書
く
こ
と
､
話
す
力
こ
と
の
学
習
に
も
及
ん
で
く
る
｡
な
ぜ
な
ら
､

｢読
み
聞
か
せ
｣
は
､
こ
と
ば
の
学
習
の
様
々
な
要
素
を
含
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
こ
で
蔵
元
氏
の
挙
げ
る

｢読
み
聞
か
せ
に

よ
っ
て
指
導
で
き
る
事
柄
｣
に
､
次
の
よ
う
な
こ
と
も
加
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
｡

○
聞
き
取
り
の
能
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
O

･
話
を
順
序
立
て
て
聞
き
取
り
､
耳
か
ら
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て

話
を
理
解
す
る
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

○
立皇
望
己
語
に
対
す
る
鋭
い
感
覚
を
育
て
､
話
す
と
き
の
間
の
取

り
方
や
､
正
し
い
こ
と
ば
の
ア
ク
セ
ン
ト
･
発
音
な
ど
､
話
し

こ
と
ば
に
関
す
る
基
本
的
な
事
柄
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
｡

○
豊

か
な
表
現
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
O

･
文
章
を
ま
と
め
る
力
､
筋
道
の
立
っ
た
文
を
書
く
力
､
豊
か

な
菰
唱
冥
力
な
ど
の
文
章
表
現
力
の
み
で
な
-
､
表
情
や
身
体

表
現
な
ど
も
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
よ
う
に

｢読
み
聞
か
せ
｣
に
は
工
夫
に
よ
っ
て
､
実
に
多

-
の
事
柄
の
指
導
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
｡
で
は
'
｢読
み
聞
か

せ
｣
を
よ
り
有
効
な
指
導
方
法
と
し
て
い
く
た
め
に
は
､
ど
の
よ

う
な
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
｡

六
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
工
夫

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
単
な
る

｢お
話
を
聞
く
こ
と
｣
に
終
わ
ら

せ
な
い
た
め
に
は
､
｢読
み
聞
か
せ
｣
に
よ
っ
て
つ
け
さ
せ
た
い

力
､
つ
ま
り
指
導
目
標
を
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
る
｡
今
後
は
筆

者
自
身
実
践
の
中
で
､
こ
れ
ま
で
､
お
話
を
聞
い
て
楽
し
む
､
読

書
に
興
味
を
持
た
せ
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
の
み
用
い
ら
れ
て

き
た
読
み
聞
か
せ
を
､
国
語
科
の
最
大
の
目
標
で
あ
る

｢
こ
と
ば

の
力
を
つ
け
る
｣
と
い
う
観
点
か
ら
､
見
直
し
て
み
よ
う
と
考
え

て
い
る
｡

筆
者
は
今
年
度
初
め
て
教
師
と
し
て
学
校
現
場
に
臨
み
､
小
学

校
の
特
殊
学
級
の
担
任
を
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
｡
四
年
生

か
ら
六
年
生
ま
で
の
児
童
三
人
を
受
け
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
'
知
恵
遅
れ
の
子
ど
も
た
ち
は
､
こ
と
ば
の
発
達
に
も
遅
れ
が

あ
る
こ
と
が
多
い
｡

｢読
み
聞
か
せ
｣
が
全
て
の
言
語
活
動
､
学

習
に
か
か
わ
っ
て
-
る
も
の
で
あ
れ
ば
､
こ
の
三
人
の
児
童
に
基

本
的
な
こ
と
ば
の
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
上
で
､
有
効
な
方
法
に

な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
｡

例
え
ば
､
簡
単
な
あ
ら
す
じ
の
絵
本
を
選
ん
で

｢読
み
聞
か
せ
｣
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を
し
た
後
､
次
の
よ
う
な
指
導
を
取
り
入
れ
て
み
よ
う
と
考
え
て

い
る
｡

｡
話
の
内
容
に
つ
い
て
の
質
問
を
す
る
｡
(｢誠
が
出
て
き
ま
し

た
か
｡｣
｢何
を
し
ま
し
た
か
｡｣
な
ど
)

･
難
し
い
単
語
に
つ
い
て
､
実
物
を
見
せ
た
り
実
際
に
動
作
し

て
み
せ
た
り
し
て
説
明
す
る
｡

･
話
の
途
中
ま
で
聞
か
せ
､
話
の
続
き
を
想
像
さ
せ
る
｡

･
話
の
内
容
に
あ
っ
た
い
く
つ
か
の
絵
を
用
意
し
て
お
き
､
話

の
展
開
に
そ
っ
て
並
び
替
え
さ
せ
､
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
つ

い
て
話
を
さ
せ
る
｡

･
そ
れ
を
文
章
に
書
か
せ
る
｡

･
子
ど
も
に
本
を
読
ま
せ
る
｡
(｢読
み
聞
か
せ
｣
の
読
み
手
を

さ
せ
る
｡)

･
紙
人
形
な
ど
で
､
劇
を
さ
せ
る
｡

こ
う
し
た
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
'
こ
と
ば
の
総
合
的
な

力
を
養
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
｡

｢読
み
聞
か
せ
｣

は

｢耳
か
ら
の
読
書
｣
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
､
児
童
は
聴
覚
か
ら

入
っ
た
音
声
言
語
に
よ
っ
て
'
話
の
内
容
を
理
解
す
る
｡
し
か
し
､

単
に
｢聞
く
｣
だ
け
で
は
､
集
中
力
に
欠
け
言
語
能
力
の
低
い
子

ど
も
は
､
話
の
内
容
を
本
当
に
理
解
し
た
の
か
'
ま
た
正
し
-
聞

き
取
れ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
り
に
く
い
｡
質
問
を
し
た
り
､
あ

ら
す
じ
を
話
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
'
聞
き
取
り
の
能
力
を
高
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

聴
覚
か
ら
の
音
声
音
義
Db萎
'
い
っ
た
ん
文
字
言義
和に
置
き
換
え
､

そ
れ
を
ま
た
出皇
戸
化
す
る
な
ど
､
聞
-
･
話
す

･
読
む

･
沓
く
の

四
つ
の
活
動
を
取
り
入
れ
､
有
機
的
に
関
連
づ
け
て
い
く
工
夫
を

し
て
み
よ
う
と
患
っ
て
い
る
｡

そ
の
際
重
要
な
こ
と
は
､
指
導
内
容
･
指
導
目
標
な
ど
は
､
あ

-
ま
で
も
学
習
者
の
風
味
､
関
心
､
能
力
等
に
応
じ
た
も
の
で
あ

る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
樽
に
特
殊
学
級
の
子
ど
も
た

ち
は
､
そ
れ
ぞ
れ
能
力
の
差
が
大
き
く
､
興
味
関
心
の
ば
ら
つ
き

も
大
き
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
む
ろ
ん
特
殊
教
育
の
場
に
限

ら
ず
､
一
人

1
人
の
言
残
HH発
達
の
程
度
を
把
捉
し
､
個
人
の
能
力

に
あ
っ
た
指
導
を
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
､
特
殊

学
級
に
お
い
て
は
､
そ
れ
が

1
層
増
幅
さ
れ
た
形
で
迫
っ
て
く
る

こ
と
は
明
白
で
あ
り
､
蚤
大
の
留
意
点
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
'
｢読
み
聞
か
せ
｣
に
よ
っ
て
こ
と
ば
の
力
を
つ
け
る
こ

と
の
ほ
か
に
'
豊
か
な
情
緒
を
養
っ
た
り
､
間
接
的
に
さ
ま
ざ
ま

な
経
験
を
味
わ
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
､

一
般
の
読

書
と
同
じ
事
柄
を
も
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
知
恵
遅
れ
の

子
ど
も
に
多
-
見
ら
れ
る
情
緒
面
の
不
安
定
を
､
｢読
み
聞
か
せ
｣

に
よ
っ
て
少
し
で
も
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
も
考
え
て

い
る
｡

｢読
み
聞
か
せ
｣
を

｢読
書
へ
の
興
味
付
け
｣
と
い
う
従
来
の

固
定
的
な
目
標
の
置
き
方
か
ら
脱
却
さ
せ
､
国
語
科
の
学
習
の
一

つ
の
方
法
と
し
て
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
先
に
述
べ
た

よ
う
な
工
夫
に
よ
っ
て
､
指
導
対
象
の
範
囲
を
よ
り
広
く
す
る
こ

-62-



と
が
で
き
､
総
合
的
な
こ
と
ば
の
学
習
と
し
て
国
語
科
教
育
の
中

に
取
り
入
れ
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
い
ず
れ
に

し
て
も
､
筆
者
自
身
､
今
後
特
殊
学
級
担
任
と
し
て
､
実
際
に

｢読
み
聞
か
せ
｣
を
実
践
す
る
中
で
､
よ
り
深
く
研
究
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
｡

付
記

こ
の
論
稿
は
､
卒
業
論
文
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ

る
｡

(ひ
ら
さ
わ

ま
み

木
曽
那
木
祖
村
立
木
祖
小
学
校
教
的
)


