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第
五
十
五
回
日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」
横
須
賀
大
会
報
告
号 

日
本
国
語
教
師
の
会
“
欅
の
会
”
で
は
、
毎
年
八
月
に
関
東
近
県
で
夏
季
合

宿
研
究
会
（
通
称
：
全
国
大
会
）
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
第
五
十
五
回
と
な

る
今
年
度
は
、
四
十
六
回
横
浜
大
会
以
来
九
年
ぶ
り
、
神
奈
川
県
で
は
四
回
目

の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。 

今
年
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
主
体
的
・
対
話
的
に
学
び
を
深
め
る
国
語
の
教
室
」

は
、
前
年
度
テ
ー
マ
「
学
び
続
け
る
主
体
を
育
て
る
国
語
の
教
室
」
を
受
け
て

設
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回
の
ゲ
ス
ト
の
話
に
は
、
立
教
大
学
名
誉
教
授

で
小
学
校
英
語
教
育
に
つ
い
て
の
論
考
の
多
い
鳥
飼
玖
美
子
さ
ん
を
お
招
き
し

た
こ
と
も
あ
り
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
「
こ
れ
か
ら
の
“
こ
と
ば
”

の
学
び
を
考
え
る
」
と
題
し
、
母
語
で
あ
る
国
語
の
学
習
と
小
学
校
英
語
教
育

に
つ
い
て
、
参
会
者
の
皆
様
と
と
も
に
、
考
え
る
機
会
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

第
五
十
五
回 

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」
横
須
賀
大
会 

 

 

一 

主 

題 

こ
と
ば
を
育
て
人
間
を
育
て
る 

 
 
 
 
 
 
―

主
体
的
・
対
話
的
に
学
び
を
深
め
る
国
語
の
教
室―

 

主
催 

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」 

後
援 

横
須
賀
市
教
育
委
員
会 

 
 

４ ８ 
 
 
 
 
 
 

日
本
国
語
教
師
の
会
「
欅
の
会
」 

２ 

 

二 

と 

き 

二
〇
一
九
年
八
月
三
日
（
土
）
～ 

四
日
（
日
） 

 

三 

と
こ
ろ 
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ェ
ル
ク
よ
こ
す
か 

 

〒2
3
8
-0

0
0
6
 

横
須
賀
市
日
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町
１―
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交
通
：
京
急
横
須
賀
中
央
駅
か
ら
徒
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５
分 

宿
泊
：
セ
ン
ト
ラ
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ホ
テ
ル
横
須
賀 
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交
通
：
京
急
線
横
須
賀
中
央
駅
徒
歩
１
分   

 

四 

日 

程 

【
第
一
日
】
八
月
三
日
（
土
）  

ヴ
ェ
ル
ク
よ
こ
す
か
に
て 

１ 

受 

付 
 
 

九
：
〇
〇
～
一
〇
：
〇
〇 

２ 

開
会
式 

 

一
〇
：
〇
〇
～
一
〇
：
一
五 

 

① 

開
会
の
こ
と
ば 

 
 

② 
挨
拶 

 
 
 
 
 

大
会
委
員
長 

 

濱
田 

芳
子
（
神
奈
川
） 

 
 
 
 
 
 

 

③ 

祝
辞 

 

横
須
賀
市
国
語
研
究
会
長 

米
持 

 

薫
（
神
奈
川
） 

④ 

大
会
運
営
の
連
絡 

大
会
事
務
局
長 

長
谷
川
泰
子
（
神
奈
川
） 

元 

 

９  

 

１ 
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３ 

は
じ
め
の
話 

一
〇
：
一
五
～
一
〇
：
四
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◇
こ
と
ば
を
育
て
人
間
を
育
て
る 

―

主
体
的
・
対
話
的
に
学
び
を
深
め
る
国
語
の
教
室―

 
 

松
木 

正
子 

（
東
京
） 

一
、
こ
と
ば
を
育
て
、
人
間
を
育
て
る 

〇
こ
と
ば
を
持
つ
と
い
う
こ
と 

 

こ
と
ば
を
使
う
こ
と
で
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
ば
を
話
せ
て
も
、

文
字
と
つ
な
が
ら
な
い
。
だ
か
ら
不
安
に
な
る
。
こ
と
ば
に
は
ど
ん
な
意
味
が

あ
り
、
ど
う
い
う
こ
と
ば
を
使
う
の
か
を
教
え
る
こ
と
は
教
師
の
役
割
。 

〇
読
書
の
量
と
学
力 

・
読
書
量
に
よ
っ
て
語
彙
に
差
が
で
き
る
。→

読
解
力
に
差 

た
く
さ
ん
読
む
こ
と
で
志
向
す
る
文
脈
を
知
る
。…
一
年
生
の
国
語
の
教
科
書
、

最
初
は
絵
を
読
み
と
り
、
口
頭
作
文
に
し
て
言
い
回
し
を
覚
え
、
文
字
を
起
こ

す
こ
と
で
、
こ
と
ば
を
学
ぶ
。 

〇
人
間
を
育
て
る
た
め
に
は 

・
獲
得
し
た
こ
と
ば
を
使
う
。…

話
す
・
書
く
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
そ
の
こ
と
ば
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
。 

・
通
じ
る
喜
び(

分
か
り
合
え
る
こ
と
・
自
己
表
現
す
る
こ
と) …

こ
れ
が
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
。 

二
、「
学
び
」
を
つ
く
る…

子
ど
も
と
と
も
に
。
教
師
も
具
体
的
姿
か
ら
学
ぶ
。 

〇
本
気
で
勉
強
し
た
い
と
き…

学
び
方
が
わ
か
り
、
自
分
で
課
題
を
見
つ
け
て

追
究
す
る
こ
と
。
子
ど
も
が
自
分
た
ち
で
創
意
工
夫
し
て
い
く
。 

〇
三
つ
の
「
や
」…

「
や
り
た
い
・
や
り
方
・
や
っ
た
あ
」
が
大
切
。 

【
記
録 

小
野
澤 

由
美
子
（
東
京
）】 

４ 

研
究
発
表 
 

一
〇
：
四
五
～
一
二
：
〇
〇 

 

① 

「
感
じ
る
」
た
め
の
、
こ
と
ば
の
学
習 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
東
学
院
小
学
校 

村
上 

博
之
（
神
奈
川
） 

〇
子
ど
も
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
「
こ
と
ば
」
を
獲
得
し
て
い
る
の
か
。 

言
葉
に
は
三
つ
の
働
き
が
あ
る
。(

感
じ
る
・
伝
え
る
・
考
え
る)  

習
熟
期
間
へ
の
働
き
か
け
と
し
て
学
習
を
行
う
。「
こ
と
ば
」
を
試
し
に
使
っ
て

み
よ
う
と
す
る
場
を
多
く
提
供
す
る
。（
日
記
、
連
絡
の
聞
き
取
り
、
コ
ン
ク
ー

ル
へ
の
応
募
、
新
聞
作
り
等
） 

〇
年
間
を
通
し
た
実
践
「
今
日
の
詩
」
小
二
（
東
京
書
籍
） 

授
業
の
始
め
、
五
分
程
度
を
使
い
、
年
間
を
通
し
て
二
百
近
い
詩
を
紹
介
。
発

達
段
階
に
合
わ
せ
た
配
列
。
実
感
を
伴
え
る
よ
う
に
、
ね
ら
い
を
も
っ
て
適
時

配
布
。内
容
が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
難
し
い
も
の
は
避
け
る
。様
々
な
理
解
、

感
覚
が
深
ま
っ
て
い
く
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
言
葉
を
耕
し
な
が
ら
、
子
ど

も
を
育
て
て
い
く
実
践
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。 

（
宿
題
）
週
三
回
詩
の
音
読
、
週
二
回
絵
日
記
。 

（
例
）「
春
か
ら
で
ん
わ
」 

→

し
め
し
め
、
そ
わ
そ
わ
等
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
る
文
章
の
雰
囲
気
の
違
い
を

味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
紹
介
し
た
。 

◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蓮
沼 

信
子
（
埼
玉
） 

感
性
を
い
か
に
広
げ
る
か
、
育
て
る
か
。
詩
を
読
み
、
感
性
を
育
ん
で
い
く
。

声
を
出
せ
る
学
習
と
い
う
の
は
か
な
り
の
成
果
が
あ
っ
た
の
で
は
。
単
に
詩
を

扱
う
だ
け
で
は
マ
ン
ネ
リ
化
す
る
の
で
、
ね
ら
い
を
も
っ
て
や
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
村
上
先
生
は
様
々
な
工
夫
を
し
て
い
る
。
ね
ら
い
を
緻
密
に
計
画
的
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に
行
う
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
力
が
育
ま
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。 

② 
問
題
作
り
学
習―

昭
和
・
平
成
・
令
和
に
受
け
継
が
れ
る
国
語
の
授
業―

 
 

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校 

廣
瀬 

修
也
（
東
京
） 

〇
問
題
作
り
学
習
の
概
念 

石
田
佐
久
馬
先
生
が
提
唱
し
た
「
問
題
作
り
学
習
」
は
、
数
十
年
経
っ
た
今

で
も
行
わ
れ
て
い
る
。「
問
題
作
り
学
習
」と
は
、子
ど
も
た
ち
が
物
語
を
読
み
、

疑
問
に
思
っ
た
こ
と
や
も
っ
と
読
み
深
め
て
み
た
い
こ
と
を
問
い
の
形
に
し
て

読
み
進
め
て
い
く
学
習
で
あ
る
。
子
ど
も
が
自
分
た
ち
で
考
え
、
追
求
し
て
い

く
と
決
め
た
問
い
を
授
業
で
扱
う
と
、
学
び
へ
の
意
欲
が
変
わ
っ
て
く
る
。
主

体
的
・
対
話
的
・
深
い
学
び
に
も
対
応
し
た
学
習
ス
タ
イ
ル
と
い
え
る
。 

〇
問
題
作
り
学
習
の
実
践
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
の
授
業
（
二
〇
一
七
年
度
、
四
年
） 

〇
今
後
の
展
望
と
所
感 

「
子
ど
も
に
主
体
的
な
学
習
を
期
待
す
る
場
合
、
問
題
作
り
は
そ
の
到
達
点
と

い
う
か
、
終
着
点
と
い
う
か
、
と
に
か
く
主
体
的
な
学
習
に
成
功
感
、
成
就
感

を
も
た
せ
る
最
上
の
学
習
で
あ
る
と
い
っ
て
い
よ
い
。」（
石
田
佐
久
馬
，19

8
6

）

今
後
は
、
問
い
の
精
選
、
教
師
の
関
り
等
を
追
求
し
て
い
き
た
い
。 

◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蓮
沼 

信
子
（
埼
玉
） 

廣
瀬
先
生
は
こ
こ
何
年
か
問
題
づ
く
り
学
習
に
挑
戦
し
て
き
た
。
積
み
重
ね

が
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
。
問
題
作
り
学
習
に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め

て
い
た
が
、
課
題
を
追
っ
て
い
く
こ
と
で
次
に
進
め
る
。
こ
の
資
料
を
じ
っ
く

り
と
読
ん
で
ほ
し
い
。
今
後
、
元
号
が
変
わ
ろ
う
が
、
教
師
が
変
わ
ろ
う
が
、

問
題
作
り
学
習
は
生
き
て
い
く
だ
ろ
う
。
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
ほ
し
い
。 

【
記
録 

下
脇 

陽
子
（
東
京
）】 

５ 

実
践
報
告
分
科
会 

一
三
：
〇
〇
～
一
六
：
〇
〇 

◇
低
学
年
分
科
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

司
会 

根
本 

晶
子
（
埼
玉
） 

①
教
材
文
の
読
み
を
広
げ
る
説
明
文
の
指
導 

～
教
材
文
の
図
鑑
を
つ
な
げ
る
手
立
て
の
工
夫
「
じ
ど
う
車
く
ら
べ
」
～ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

静
岡
県
下
田
市
立
浜
崎
小
学
校 

高
橋 

綾
子
（
静
岡
） 

・
言
葉
を
丁
寧
に
扱
っ
た
。「
に
だ
い
（
荷
台
／
二
台
）」、「
は
こ
ぶ
／
の
せ
る

の
違
い
」
な
ど
、
一
見
読
め
て
は
い
る
が
、
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。

そ
こ
に
教
師
が
気
付
き
、
児
童
に
話
し
合
い
の
場
を
持
た
せ
る
こ
と
が
必
要
。・

調
べ
学
習
に
入
る
前
に
、
図
鑑
の
拡
大
コ
ピ
ー
を
示
し
て
「
ど
れ
が
し
ご
と
？

ど
れ
が
つ
く
り
？
」
を
ク
ラ
ス
全
体
で
行
い
、「
図
鑑
を
読
む
」
と
い
う
経
験
を

さ
せ
た
。
こ
の
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
個
人
の
調
べ
学
習
へ
の
よ
き
手
立
て
と
な

っ
た
。 

〇
話
し
合
い
・
生
活
の
経
験
と
結
び
付
け
て
児
童
が
説
明
す
る
こ
と
で
、
具
体

と
文
の
言
葉
が
結
び
付
く
。
教
師
が
子
供
の
実
態
に
気
づ
く
こ
と
が
大
事
。 

・
与
え
る
図
鑑
に
つ
い
て
。
簡
単
な
図
鑑
、
少
し
難
し
い
図
鑑
な
ど
児
童
に
応

じ
て
与
え
る
こ
と
で
学
習
が
進
む
。 

◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 

秋
山 

誠
（
東
京
） 

加
藤 

智
子
（
埼
玉
） 

秋
山
：
大
変
丁
寧
な
指
導
。
こ
の
よ
う
な
丁
寧
さ
が
子
ど
も
を
伸
ば
す
。
低
学

年
は
特
に
楽
し
く
や
り
た
い
。
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
は
「
作
品
に
し
た
い
。」
と

い
う
児
童
の
気
持
ち
を
大
切
に
す
る
。教
師
の
側
に
そ
う
い
う
寛
容
さ
が
必
要
。

こ
こ
だ
け
お
さ
え
た
ら
、
あ
と
は
フ
リ
ー
み
た
い
な
も
の
も
必
要
。 

加
藤
：
言
葉
が
少
な
い
低
学
年
で
は
、
挿
絵
と
文
章
を
あ
わ
せ
て
読
ん
で
丁
度

よ
い
。
作
品
の
中
の
絵
に
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
以
前
一
〇
〇
円
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シ
ョ
ッ
プ
で
売
っ
て
い
る
シ
ン
プ
ル
な
自
動
車
の
塗
り
絵
を
使
っ
た
こ
と
が
あ

り
と
て
も
よ
か
っ
た
。
こ
の
単
元
で
「
ト
ミ
カ
」
は
最
高
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。 

② 

自
ら
学
び
続
け
る
児
童
を
育
成
す
る
指
導
の
工
夫
～
「
お
お
お
き
な
か
ぶ
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

埼
玉
大
学
附
属
小
学
校 

吉
野 

竜
一
（
埼
玉
） 

・「
自
ら
学
び
続
け
る
児
童
を
育
成
す
る
た
め
に
」
以
下
の
四
つ
の
手
立
て
を
た

て
授
業
を
行
っ
た
。
手
立
て
⑴
学
び
の
履
歴
の
提
示
、
手
立
て
⑵
読
み
の
履
歴

か
ら
の
言
葉
が
け
、
手
立
て
⑶
構
造
的
板
書
、
手
立
て
⑷
選
択
で
き
る
学
習
活

動
、
で
あ
る
。
本
単
元
で
は
お
話
の
「
お
も
し
ろ
さ
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
思

い
や
考
え
を
持
て
る
よ
う
に
し
た
。 

〇
話
し
合
い 

・
先
生
が
課
題
を
示
す
の
で
は
な
く
、
子
供
か
ら
課
題
が
出
て
く
る
よ
う
に
。

「
学
習
の
手
引
き
」
に
あ
る
「
音
読
劇
」
や
「
動
作
化
」
を
し
て
み
る
と
よ
い
。

こ
れ
ら
は
、
文
で
書
か
れ
た
も
の
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
可
視
化
さ
せ
、
楽
し

み
な
が
ら
や
っ
て
い
く
う
ち
に
わ
か
っ
て
い
く
手
法
で
、
外
せ
な
い
と
こ
ろ
。 

・
ニ
ー
ル
の
言
葉
「
教
師
は
教
師
で
あ
る
前
に
一
人
の
大
人
で
あ
る
。」
教
師
は
、

「
共
に
考
え
る
」
が
基
本
。
先
生
も
一
人
の
子
供
に
な
っ
て
共
に
考
え
て
い
か

な
い
と
文
学
の
本
当
の
楽
し
さ
が
出
て
こ
な
い
。 

◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 

秋
山 

誠
（
東
京
） 

加
藤 

智
子
（
埼
玉
） 

秋
山
：
大
変
勉
強
を
さ
れ
て
い
る
。「
学
び
続
け
る
児
童
を
育
成
す
る
」
に
は
、

先
生
自
身
が
学
び
続
け
る
こ
と
。
人
の
授
業
を
た
く
さ
ん
見
て
、
自
分
も
授
業

を
人
に
た
く
さ
ん
見
て
も
ら
う
こ
と
。 

加
藤
：
挿
絵
の
お
じ
い
さ
ん
の
種
の
撒
き
方
か
ら
、
気
付
き
を
得
て
、
想
像
を

広
げ
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
活
動
の
後
に
、
な
り
き
り
グ
ッ

ズ
を
使
っ
て
音
読
劇
な
ど
を
す
る
の
も
一
つ
の
方
法
。学
び
の
履
歴
に
は
、色
々

な
も
の
が
あ
る
の
で
、
選
択
で
き
る
と
よ
い
。 

【
記
録 

吉
田 

美
紀
子(

埼
玉)

】 

◆
中
学
年
分
科
会 

 
 
 
 
 
 
 

司
会 

久
保 

由
美
子
（
神
奈
川
） 

①
読
む
意
欲
を
引
き
出
し
、
自
分
の
読
み
へ 

～
世
界
の
物
語
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
に
な
ろ
う
～ 

教
材
：
東
京
書
籍
三
年
「
は
り
ね
ず
み
と
金
貨
」 

        
 
 
 

横
須
賀
市
立
久
里
浜
小
学
校 

筒
井 

由
紀
子
（
神
奈
川
） 

□
手
立
て 

①
意
欲
を
引
き
出
す
導
入
と
単
元
ゴ
ー
ル
設
定 

②
『
や
る
こ
と 

パ
ス
ポ
ー
ト
』③IC

T
.

活
用
「P

ow
er  

P
oin

t

」 

④
前
単
元
の
応
用  

後 

書

き 

⑤
一
人
一
冊
。『
読
書
メ
モ
』 

⑥
『
本
と
お
話
し
よ
う
！
ポ
イ
ン
ト
』 

 

⑦
「
言
葉
を
大
切
に
」
教
師
の
ゆ
さ
ぶ
り 

⑧
考
え
の
深
ま
り
を
実
感 

□
活
動
の
実
際 

①
原
作
の
読
み
聞
か
せ
と
感
想
交
流 

②
物
語
の
大
体
を
つ 

か
む 

③
お
も
し
ろ
さ
な
ど
を
見
付
け
る 

④
場
面
ご
と
の
ミ
ニ
あ
ら
す
じ
を

ま
と
め
る 

⑤
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
る 

□
「
世
界
の
物
語
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
特
集
」 

・ 

学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
特
集
を
完
成
さ
せ
、
交
流
。 

□
成
果
と
課
題
・
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
工
夫
し
て
、
付
け
た
い
力
を
明
確
に
示
し
た 

こ
と
で
「
考
え
な
が
ら
読
む
力
」
と
「
紹
介
す
る
た
め
に
書
く
力
」
が
付
い
た
。

子
ど
も
自
身
も
自
信
を
も
ち
、
本
を
通
し
て
友
達
と
の
対
話
が
増
え
、
物
語
の

世
界
を
広
げ
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た.

。
時
間
配
分
を
考
え
た
い
。 

◇
特
別
発
言       

 
 

佐
藤 

博
（
岩
手
）   

安
田 

恭
子
（
東
京
） 

佐
藤:

切
り
口
は
授
業
者
に
よ
っ
て
違
う
。
知
的
好
奇
心
を
高
め
る
手
立
て
に
よ
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っ
て
交
流
が
生
ま
れ
，
子
ど
も
た
ち
が
自
然
に
助
け
合
い
が
で
き
て
い
る
。
ネ

ー
ミ
ン
グ
も
う
ま
い
。
教
室
の
中
でG

L
O

C
A

L

（
グ
ロ
ー
バ
ル
＋
ロ
ー
カ
ル
）

な
活
動
が
で
き
た
。 

安
田
：
先
生
が
強
い
願
い
を
持
ち
、
き
め
細
か
に
準
備
を
し
、
し
か
け
を
工
夫

す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
も
楽
し
く
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
先
生
も
楽
し
ん

で
い
る
。
読
書
メ
モ
の
袋
は
、
他
の
人
の
感
想
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
記
録
も

残
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
て
は
ど
う
か
。 

 

② 

「
主
体
的
に
文
章
と
向
き
合
う
読
み
手
を
育
む
説
明
的
文
章
の
学
習
」 

 
 
 

教
材
：
東
京
書
籍
四
年
下
「
く
ら
し
の
中
の
和
と
洋
」 

       
 
 

   

お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校 

片
山 

守
道
（
東
京
）

□
教
師
の
願
い 

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
し
て
、
文
章
と
向
き
合
っ 

て
自
分
の
考
え
を
形
成
で
き
る
よ
う
な
学
習
を
組
み
立
て
る
。
子
ど
も
の
思 

い
に
寄
り
添
い
、「
言
葉
へ
の
感
度
」
を
高
め
る 

□
手
立
て
①
初
耳
度
・
ス
ッ
キ
リ
度
・
な
る
ほ
度
②
単
元
構
成
③
つ
っ
こ
み
所 

□
授
業
の
実
際
（
全
十
二
時
間
） 

①
導
入 

②
資
料
を
集
め
て
い
る
間
に
、 

文
章
を
読
も
う
！ 

③
「
和
室
」
と
「
洋
室
」
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と

を
、
自
分
な
り
に
ノ
ー
ト
に
整
理
す
る
。
④
衣
食
住
に
つ
い
て
、
調
べ
て
ま
と

め
る 

⑤
分
か
っ
た
こ
と
を
共
有
し
、
ク
ラ
ス
で
考
察
す
る
⑤
改
め
て
「
く
ら

し
の
中
の
和
と
洋
」
を
読
み
、
筆
者
に
対
す
る
意
見
を
話
し
合
う
。
⑥
「
日
本

の
く
ら
し
」
を
書
き
、
読
み
合
う
。 

□
本
時
の
授
業 

八
時
間
目
（
前
項
⑤
） 

・
話
し
合
い
は
、
①
肯
定
的
な
考
え
、
②
批
判
的
な
考
え
と
分
け
て
行
っ
た
。 

□
成
果
と
課
題 

・
時
間
を
お
い
て
読
み
返
し
た
こ
と
は
、
自
分
の
考
え
を
持
っ
て
客
観
的
に
文 

章
と
向
き
合
っ
て
読
む
の
に
有
効
で
あ
っ
た
。『
見
え
な
い
筆
者
』
が
残
念
。 

◇
特
別
発
言           

  

安
田 

恭
子
（
東
京
） 

佐
藤 

博
（
岩
手
） 

安
田
：
自
分
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
、
考
え
を
整
理
し
直
す
こ
と
は
大
事
。

教
材
分
析
の
仕
方
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
学
習
感
想
が
す
ば
ら
し
い
。
書
か

せ
っ
ぱ
な
し
に
せ
ず
、掲
示
す
る
な
ど
し
て
再
度
の
価
値
付
け
を
し
て
ほ
し
い
。 

佐
藤
：
子
ど
も
自
身
が
物
差
し
を
持
っ
て
や
り
、
思
考
が
生
ま
れ
る
過
程
が
あ

り
、
や
る
気
が
持
続
す
る
学
習
課
題
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
子
ど
も
達
が
考
え

ざ
る
を
得
な
い
し
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
文
章
の
見
方
が
増
え
て
い
く
授
業
。 

【
記
録 

前
原 

文
江
（
東
京
）】 

 

◆
高
学
年
分
科
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

司
会 

山
田 

浩
子
（
埼
玉
） 

①
学
び
を
楽
し
む
子
を
育
て
る
国
語
授
業 

～
学
び
方
を
学
ぶ
「
研
究
室
方
式
」
の
実
践
を
通
し
て
～ 

 
 
 
―

「
ぼ
く
」
の
窓
に
映
る
思
い
出
物
語
を
書
こ
う―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

静
岡
県
富
士
宮
市
立
東
小
学
校 

赤
堀
幸
一
（
静
岡
） 

○
研
究
室
方
式
の
概
要 

①
単
元
の
見
通
し
を
持
つ
学
習…

初
発
の
感
想
の
交
流
。学
習
テ
ー
マ
の
設
定
。

②
研
究
室
の
開
設
・
研
究
室
ご
と
の
学
習…

研
究
室
ご
と
に
学
習
課
題
を
設
定

し
、
追
及
を
進
め
る
。
③
研
究
所
（
学
級
全
体
）
に
お
け
る
学
習…

研
究
室
の

追
及
成
果
を
発
表→

学
級
全
体
で
新
し
い
学
習
課
題
を
設
定
し
考
え
合
う
。 

③ 

単
元
を
貫
く
学
習
活
動…

単
元
の
学
習
成
果
を
生
か
し
た
言
語
活
動
。 
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◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

濱
田 

芳
子
（
神
奈
川
） 

・
主
体
的
学
び
に
ぴ
っ
た
り
の
学
習
方
法
で
あ
る
。 

・
グ
ル
ー
プ
の
課
題
作
り
が
難
し
い
け
れ
ど
、稚
拙
な
研
究
所
で
も
構
わ
な
い
。 

・
ゴ
ー
ル
は
、
論
文
を
書
か
せ
る
と
よ
い
。
子
ど
も
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
自
分
が
他
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
書
か
せ
て
交
流
す

る
こ
と
で
、
自
分
の
し
た
こ
と
が
役
に
立
っ
た
と
い
う
喜
び
に
な
る
。 

◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
田 

博
元 

（
東
京
） 

・
授
業
を
す
る
に
あ
た
り
、
学
級
の
文
化
作
り
を
し
、
日
常
的
に
し
て
い
る
こ

と
が
礎
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
よ
い
。 

・
自
分
の
声
が
発
せ
ら
れ
、自
分
の
意
見
が
生
か
さ
れ
る
喜
び
が
意
欲
に
な
る
。 

・
ど
の
問
い
を
ど
う
い
う
順
番
で
、
ど
こ
を
追
及
さ
せ
る
の
か
と
い
う
構
造
が

有
機
的
に
な
る
よ
う
に
課
題
の
設
定
が
重
要
と
な
る
。 

・
家
庭
科
で
も
こ
の
方
式
を
取
り
入
れ
て
い
る
実
践
例
が
よ
か
っ
た
。 

②
「
読
む
」
を
生
か
し
て
「
書
く
」
へ
と
子
ど
も
が
繋
が
る
授
業 

 
 
 
 
 
 
―

随
筆
で
自
分
の
見
方
・
考
え
方
を
伝
え
よ
う
（
六
年
）―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
須
賀
市
立
公
郷
小
学
校 

村
越
慎
哉
（
神
奈
川
） 

●
指
導
計
画
と
指
導
の
実
際 

①
「
迷
う
」（
日
高
敏
隆
）
を
読
み
、
随
筆
の
特
徴
や
面
白
さ
を
見
つ
け
る
。 

②
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る
た
め
に
事
実
や
心
情
・
様
子
を
付
箋
に
書

き
出
す
。
③
付
箋
を
並
び
替
え
て
構
成
メ
モ
を
作
る
。
④
モ
デ
ル
文
「
腹
痛
の

恐
怖
」（
さ
く
ら
も
も
こ
）
を
提
示
し
、
見
方
や
考
え
方
を
見
直
し
、
書
き
出
し

や
終
わ
り
方
を
考
え
る
。
⑦
推
敲
す
る
。
⑧
作
品
を
読
み
合
い
感
想
を
伝
え
合

う
。
⑨
図
書
館
に
、
児
童
が
書
い
た
随
筆
を
置
く
。 

◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
田 

博
元 

（
埼
玉
） 

・
こ
の
授
業
の
行
程
が
９
時
間
で
は
短
い
の
で
は
。
ま
た
、
書
く
活
動
は
個
人

差
が
大
き
い
の
で
、
帯
で
や
っ
て
い
く
等
、
時
間
と
空
間
の
工
夫
が
必
要
。 

・
違
う
と
こ
ろ
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
作
品
を
交
流
し
て
相
互
評
価
の
場
を
作

る
と
技
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。 

◇
特
別
発
言 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

濱
田 

芳
子 

（
神
奈
川
） 

・
随
筆
と
は
一
つ
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
書
か
れ
た
散
文
。
日
記
で
も
よ
い
。 

例
え
る
と
、
論
理
的
文
章
は
政
治
家…

責
任
が
あ
る
。
説
明
文
は
専
門
家…

事

実
を
あ
り
の
ま
ま
。
随
筆
は
芸
能
人…

自
分
が
感
じ
た
こ
と
を
自
分
の
感
性
で

書
く
。
自
由
。
独
自
性
が
あ
る
。 

・
モ
デ
ル
文
の
影
響
は
強
い
の
で
教
師
の
ね
ら
い
に
合
わ
せ
て
選
ぶ
と
よ
い
。 

・
同
じ
ね
ら
い
で
勉
強
し
た
仲
間
の
感
想
が
評
価
に
な
る
。
評
価
シ
ー
ト
は
教

師
が
項
目
を
挙
げ
る
と
よ
い
。 

 
 
 

【
記
録 

水
垂 

弘
枝 

(

埼
玉)

】 
 
 
 

 

  

懇
親
会 

一
八
：
〇
〇
～
二
〇
：
〇
〇 

 

セ
ン
ト
ラ
ル
ホ
テ
ル
に
て 

司
会 

廣
瀬 

修
也 

(

東
京)  

 

横
内 

智
子
（
東
京
） 

◇
表
彰 

２
０
回 

蓮
沼 

信
子
（
埼
玉
） 

１
０
回 

岡
田 

由
佳
（
埼
玉
） 

 

【
第
二
日
】 

八
月
四
日
（
日
） 

ヴ
ェ
ル
ク
よ
こ
す
か
に
て 

１ 
受
付 

 

九
：
〇
〇
～
九
：
二
〇 

 

 

２ 

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン 

九
：
三
〇
～
一
二
：
〇
〇 

テ
ー
マ
「
こ
れ
か
ら
の
”
こ
と
ば
の
学
び
”
を
考
え
る
」） 
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パ
ネ
リ
ス
ト 

金 

琄
淑
（
千
葉
・
聖
徳
大
学
） 

 
 
 
 
 
 
 

塩
野
谷 

純
香
（
神
奈
川
・
横
須
賀
市
立
逸
見
小
学
校
） 

 
 
 
 
 
 
 

小
野
澤
由
美
子
（
東
京
・
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
小
学
校
） 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

若
林 

富
男
（
茨
城
・
江
戸
川
学
園
取
手
小
学
校
） 

 

 

新
し
い
時
代
に
求
め
ら
れ
る
言
語
教
育
を
考
え
る
パ
ネ
ル
と
し
て
、
言
語
教

育
を
専
門
と
す
る
大
学
の
先
生
、
英
語
教
育
や
国
語
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
る

小
学
校
教
員
の
方
々
に
ご
提
案
い
た
だ
き
、
英
語
・
国
語
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
の

中
で
行
わ
れ
る
学
び
を
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
て
、
子
ど
も
の
学
び
の
総
体
と

し
て
捉
え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
に
つ
い
て
、
フ
ロ
ア
の
方
々
と
と
も
に
考
え

て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

（
一
）
パ
ネ
リ
ス
ト
か
ら
の
提
案 

 

 

「
外
国
語
活
動
」
と
「
教
科
」
と
し
て
の
英
語 

日
韓
の
小
学
校
英
語
教
育
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と 

（
金 

琄
淑
） 

 

韓
国
の
小
学
校
英
語
教
育
は
、
一
八
九
一
年
よ
り
４
年
生
以
上
で
始
ま
り
、 

一
九
九
七
年
よ
り
３
年
生
か
ら
週
２
時
間
必
修
化
さ
れ
、
そ
の
後
二
〇
一
一
年 

よ
り
３
，
４
年
生
で
週
２
時
間
、
５
，
６
年
生
で
週
３
時
間
と
な
っ
た
。
教
科 

書
も
検
定
教
科
書
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
英
会
話
中
心
か
ら
リ
ー
デ
ィ 

ン
グ
中
心
へ
と
大
き
く
方
向
転
換
さ
せ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
で
は
、
外
国
語 

導
入
の
本
格
的
な
導
入
は
一
九
九
〇
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。 

 

日
韓
の
異
な
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
中
学
校
英
語
教
育
に
与
え
る
影
響
に
つ
い 

て
質
問
紙
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
日
本
の
中
学
生
は
外
国
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ 

ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
活
動
を
楽
し
ん
で
い
た
。
一
方
、
中
学
校
教
員
は
、
日
本 

で
は
「
教
員
の
英
語
力
、
子
ど
も
の
英
語
の
格
差
」、
韓
国
で
は
「
子
ど
も
の
英 

語
力
の
格
差
、
英
語
へ
の
興
味
」
を
課
題
と
し
て
い
た
。
両
国
の
カ
リ
キ
ュ
ラ 

ム
の
違
い
が
教
員
の
認
識
の
違
い
に
よ
く
表
れ
て
い
た
。
韓
国
で
は
小
学
校
段 

階
で
の
格
差
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
等
を
最
優
先
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
先 

日
、
全
国
学
力
テ
ス
ト
の
結
果
が
公
表
さ
れ
、
日
本
の
課
題
が
見
え
て
き
た
。 

小
学
校
英
語
教
科
化
に
あ
た
っ
て 

（
塩
野
谷 

純
香
） 

 

〈
小
学
校
で
の
英
語
教
育
の
利
点
〉
①
国
語
等
他
教
科
に
関
連
さ
せ
た
授
業 

を
組
み
立
て
や
す
い
②
子
ど
も
の
興
味
関
心
や
得
手
不
得
手
を
把
握
し
、
他
の 

児
童
と
関
わ
り
な
が
ら
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
③
表
現
す
る
こ
と
に
抵
抗
が 

少
な
い
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。〈
課
題
〉
①
Ａ
Ｌ
Ｔ
と
の
打
ち
合
わ
せ
時
間
が
十
分 

で
な
い
②
教
師
に
よ
っ
て
趣
旨
理
解
に
差
異
が
あ
る
③
英
語
力
に
自
信
が
な
い 

教
師
が
い
る
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。そ
こ
で
、大
学
と
の
連
携
や
市
教
委
の
研
修
、 

専
任
教
師
が
市
内
の
小
学
校
を
回
り
授
業
を
実
施
す
る
な
ど
英
語
指
導
力
向
上 

を
図
る
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
横
須
賀
市
で
は
標
準
カ
リ
キ
ュ
ラ 

ム
「
ハ
ッ
ピ
ー
タ
イ
ム
」
を
作
成
し
、
先
行
実
施
校
や
教
育
研
究
校
の
取
組
を 

モ
デ
ル
に
し
て
準
備
を
進
め
て
い
る
。 

 

国
語
教
育
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
国
語
教
育
育
成
を
め
ざ
す
資
質
・
能
力

は
英
語
教
育
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
と
多
く
が
重
な
り
、
国
語
で
身
に
付
け
た
力
が

外
国
語
学
習
で
必
要
と
な
る
。
語
順
、
発
音
、
ロ
ー
マ
字
等
、
国
語
と
英
語
を

比
較
し
な
が
ら
学
ぶ
こ
と
で
日
本
語
理
解
が
深
ま
り
英
語
へ
の
関
心
が
高
ま
る
。 

 
今
後
、
英
語
と
国
語
で
育
ま
れ
た
力
が
さ
ら
に
確
か
な
こ
と
ば
の
力
と
な
っ

て
い
く
こ
と
を
期
待
す
る
。 

帰
国
学
級
の
子
ど
も
達
の
英
語
と
国
語 

（
小
野
澤
由
美
子
） 

 

お
茶
小
の
帰
国
児
童
は
、
感
想
に
も
あ
る
よ
う
に
、
漢
字
や
言
葉
の
意
味
理
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解
以
外
に
も
、算
数
や
理
科
な
ど
で
学
習
用
語
を
覚
え
る
の
に
苦
労
し
て
い
る
。

こ
と
ば
を
使
い
こ
な
せ
な
い
、
語
彙
が
少
な
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と

れ
な
い
の
で
は
と
い
う
不
安
も
あ
る
た
め
、帰
国
単
独
学
級
が
存
在
し
て
い
る
。

英
語
を
保
持
し
な
け
れ
ば
海
外
に
い
た
意
味
が
な
い
と
い
う
親
の
願
い
も
あ
る
。 

そ
こ
で
、
国
語
の
授
業
で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。「
劇
化
」
は
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
動
作
化
を
通
し
て
一
つ
一
つ
語
句
の
意
味
と
使
い
方
を
知
り
、

表
現
を
通
し
て
心
情
を
探
っ
て
い
る
。「
白
い
ぼ
う
し
」
で
は
、
動
作
化
に
よ
り

こ
と
ば
の
意
味
を
確
か
め
、
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
と

実
感
し
、
劇
を
三
人
で
や
り
き
っ
た
と
い
う
達
成
感
、
家
の
人
に
見
て
も
ら
え

た
と
い
う
満
足
感
を
味
わ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
説
明
文
で
は
、
絵
カ
ー
ド
で
段

落
構
成
の
全
体
像
を
表
す
「
こ
と
ば
の
可
視
化
」
を
取
り
入
れ
、
音
読
も
行
っ 

て
い
る
。
自
分
や
友
達
の
音
読
で
内
容
を
理
解
し
、
そ
れ
が
わ
か
る
こ
と
を
喜

び
、
そ
れ
が
学
び
の
実
感
、
論
理
的
に
読
む
力
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。 

 

今
後
も
帰
国
生
の
こ
と
ば
の
学
び
で
は
、
自
信
を
も
っ
て
日
本
語
で
思
い
や

考
え
を
伝
え
あ
え
る
よ
う
に
、
確
か
な
こ
と
ば
・
豊
か
な
こ
と
ば
・
考
え
る
こ

と
ば
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
き
た
い
。 

（
二
）
パ
ネ
リ
ス
ト
相
互
・
フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
、
意
見
へ
の
応
答 

金
：
韓
国
で
は
母
音
が
十
個
あ
り
、
発
音
の
土
台
が
日
本
と
違
い
、
子
ど
も
た

ち
は
よ
く
聞
き
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、
学
校
外
で
も
学
ぶ
機
会
が
多
く
、
入
学

前
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
書
け
て
入
学
し
て
く
る
。
教
員
の
外
国
語
能
力
も
高

い
。 

・
ソ
ウ
ル
近
郊
の
小
学
校
で
、
創
造
的
な
活
動
と
し
て
演
劇
を
取
り
入
れ
、
学

力
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
実
践
報
告
が
あ
る
。 

・
韓
国
で
は
三
年
生
の
二
学
期
か
ら
文
字
指
導
を
し
て
い
る
。
文
字
を
中
心
と

し
た
開
発
が
必
要
。・
交
流
活
動
は
、
韓
国
で
は
今
は
あ
ま
り
や
っ
て
い
な
い
。 

・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ウ
ィ
ン
の
幼
稚
園
で
は
、
小
さ
い
時
か
ら
自
分
の
こ
と
ば

で
発
信
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
意
見
箱
が
設
置
さ
れ
、
自

分
の
主
張
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
る
と
い
う
取
組
が
あ
る
。
必
要
と
さ
れ
る
英
語

力
の
根
底
に
あ
る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
で
あ
る
。 

塩
野
谷
：
書
く
こ
と
に
つ
い
て
、ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
穴
埋
め
に
入
れ
て
い
く
、

英
語
の
絵
カ
ー
ド
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
記
載
す
る
な
ど
、
英
語
に
慣
れ
親
し

む
よ
う
に
し
て
い
る
。
高
学
年
で
は
書
き
写
す
、
な
ぞ
る
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
パ

タ
ー
ン
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
意
。・
外
国
人
の
保
護
者
に
授
業
参
観
で
協
力
し 

て
も
ら
う
な
ど
の
意
味
あ
る
や
り
と
り
を
工
夫
。
外
国
の
学
校
と
の
交
流
を
位

置
づ
け
て
い
る
学
校
も
。
外
国
人
観
光
客
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
な
ど
、
遠
足

や
校
外
行
事
と
の
関
連
の
実
践
も
。・
今
後
必
要
な
英
語
能
力
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
力
、
考
え
を
伝
え
る
力
、
人
間
関
係
調
整
力
。 

小
野
澤
：
母
語
を
大
事
に
、
日
本
語
を
大
事
に
し
た
い
。
思
っ
て
い
る
こ
と
、

考
え
た
こ
と
を
自
分
の
こ
と
ば
で
伝
え
る
力
や
相
手
を
理
解
す
る
力
が
大
切
。

日
本
語
と
外
国
語
と
を
う
ま
く
融
合
し
て
い
け
ば
い
い
の
で
は
。 

（
三
）
ま
と
め 

母
語
を
充
実
さ
せ
な
い
と
思
考
力
は
育
た
な
い
。
こ
と
ば
の
獲
得
の
た
め
に

は
、
英
語
、
日
本
語
と
も
に
発
達
段
階
に
応
じ
た
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
な
が

ら
地
道
に
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
事
。 

 

【
記
録 

久
保 

由
美
子
（
神
奈
川
）】 

３ 

記
念
撮
影 

 
一
三
：
〇
〇
～
一
三
：
一
五 
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４ 

ゲ
ス
ト
の
話
（
記
念
講
演
）
一
三
：
一
五
～
一
五
：
〇
〇 

演
題
『〈
国
語
と
英
語
〉
教
育
を
考
え
る
』 

講
師 

鳥
飼 

玖
美
子 

氏
（
立
教
大
学
名
誉
教
授
） 

●
政
府
主
導
に
よ
る
教
育
改
革
の
は
じ
ま
り 

①
臨
教
審
（1

9
8
4
~

1
9
8
7

） 

②
学
習
指
導
要
領
改
訂
（1

9
8
9

） 

以
降
、
政
府
の
慢
性
的
制
度
改
革
が
続
く
。 

●
「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
と
は 

（
１
）
語
学
力
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力 

（
２
）
主
体
性
・
積
極
性
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
、 

協
調
性
、
柔
軟
性
、
責
任
感
、
使
命
感 

（
３
）
異
文
化
に
対
す
る
理
解
と
日
本
人
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ 

「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
の
育
成
・
活
用
の
必
要
性

を
も
っ
と
も
痛
切
に
感
じ
て
い
る
の
も
、
経
済
社
会
が
中
長
期
的
に
活
性
化

す
る
こ
と
で
直
接
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
す
る
の
も
、
人
材
を
採
用
す
る
企
業

等
の
側
で
あ
る
。」 

●
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
国
語
教
育 

全
教
科
を
通
し
て
言
語
力
の
育
成
。
国
語
科
は
そ
の
中
核
。 

●
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
英
語
教
育 

・
週
３
コ
マ
の
運
用
、
検
定
教
科
書
の
扱
い
方
、
成
績
評
価
等
、
現
場
に
の
し

か
か
る
課
題
。 

・
教
員
免
許
制
度
に
つ
い
て
も
改
革
す
べ
き
。 

●
高
大
接
続
＝
大
学
入
試
改
革 

・
セ
ン
タ
ー
入
試
の
廃
止
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
へ 

・
英
語
は
四
技
能
を
標
榜→

「
話
す
力
」
重
視→

民
間
試
験
利
用 

・
英
語
力
が
上
が
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
政
策
は
賛
同
で
き
る
が
、
本

来
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
は
上
が
ら
な
い
。 

●
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
六
機
能 

①
表
出
的
機
能
②
能
動
的
機
能
③
交
話
的
機
能
、 

④
言
及
指
示
的
機
能
⑤
メ
タ
言
語
的
機
能
⑥
詩
的
機
能 

・
伝
統
的
な
四
技
能
の
枠
組
み
を
発
展
。 

●
外
国
語
教
育
の
新
た
な
潮
流
（
米
国
）
の
紹
介 

・
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成 

・
読
み
書
き
を
基
盤
と
す
る
能
力
の
育
成
が
大
切
。 

・
異
質
性
に
気
付
く
。
橋
を
架
け
る
前
に
差
異
を
知
る
。 

・
母
語
と
相
対
化
す
る
た
め
に
自
分
を
客
観
視
す
る
。
そ
の
た
め
に
外
国
語
を

学
ぶ
こ
と
は
よ
い
こ
と
。 

・
外
国
語
は
生
涯
学
習
。
自
己
効
力
感
と
自
立
性
が
学
び
を
継
続
さ
せ
る
。
日

本
の
子
ど
も
た
ち
に
は
甚
だ
し
く
欠
け
て
い
る
。 

●
国
語
教
育
と
外
国
語
教
育
の
関
係 

母
語
は
思
考
の
源
。外
国
語
学
習
の
基
盤
は
母
語
。母
語
で
語
れ
な
い
こ
と
は
、

外
国
語
で
も
語
れ
な
い
。
言
語
相
互
依
存
説
。
言
語
へ
の
感
性
を
育
て
る
。
小

学
校
で
は
、
ロ
ー
マ
字
と
英
語
、
音
声
の
違
い
等
を
扱
っ
た
ら
ど
う
か
。 

例
：「
ス
イ
ミ
ー
」と
〝swimmy

〟
の
違
い
▼
谷
川
俊
太
郎
訳
は
名
作
で
あ
る
が
、

原
作
と
の
ズ
レ
が
大
き
い
。
和
訳
：
協
力
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
教
え
ら
れ
て
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い
る
。
現
作
：
作
者→

ユ
ダ
ヤ
系
。「
一
体
自
分
は
何
者
か
。」
と
悩
む
が
、
色
々

な
人
に
出
会
い
、「
自
分
は
違
っ
て
い
て
よ
い
。」
と
気
付
き
、
描
い
た
作
品
。

個
人
と
し
て
の
自
分
の
人
生
の
大
切
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
日
本
語
訳
だ
け
で

な
く
、
英
語
、
イ
タ
リ
ア
語
の
原
作
を
読
ん
で
ほ
し
い
。 

●
Ａ
Ｉ
が
発
展
す
る
世
の
中
で
の
英
語
教
育
に
つ
い
て 

Ａ
Ｉ
は
簡
単
な
日
常
会
話
は
で
き
る
が
、
論
理
的
思
考
力
が
な
く
、
相
手
の
真

意
を
組
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
は
異
文
化
へ
の
窓
。
自
分

の
考
え
を
外
国
語
で
発
信
し
て
い
く
。 

【
記
録 

下
脇 

陽
子
（
東
京
）】 

 

５ 

ま
と
め
の
話 

 
 
 
 
 
 

「
学
び
続
け
る
子
を
育
て
る 

～
学
び
へ
の
自
信
を
ど
う
や
っ
て
育
て
る
か
～
」 

河
津
町
立
南
小
学
校 

黒
田 

英
津
子
（
静
岡
） 

粘
り
強
く
学
び
続
け
る
子
を
育
て
る
た
め
の
国
語
の

授
業
の
ポ
イ
ン
ト 

（
一
）
あ
た
た
か
い
対
話
的
な
学
び
が
で
き
る
学
習
集
団
づ
く
り 

・
先
生
の
話
だ
け
で
な
く
友
達
の
話
も
徹
底
的
に
聴
く
「
聴
き
合
う
」
集
団
に
。 

・
話
し
手
を
見
て
、
温
か
い
雰
囲
気
で
、
な
ど
反
応
し
な
が
ら
聴
か
せ
る
。 

・
分
か
っ
た
つ
も
り
の
「
い
い
で
す
」
で
な
く
、
言
葉
を
換
え
て
言
わ
せ
る
。 

・「
分
か
ら
な
い
」
と
言
っ
た
子
ど
も
を
大
切
に
。
言
え
る
よ
う
に
す
る
為
に
は 

学
級
全
体
が
罠
に
陥
る
よ
う
な
課
題
を
出
し
、
試
行
錯
誤
さ
せ
る
事
も
有
効
。 

（
二
）
充
実
感
の
あ
る
授
業 

・
子
ど
も
の
心
を
ど
う
ゆ
さ
ぶ
っ
て
い
く
か
。
様
々
な
子
の
考
え
を
コ
ー
デ
ィ 

ネ
ー
ト
し
て
い
く
の
が
教
師
の
役
割
。 

・
課
題
に
対
す
る
考
え
の
「
ず
れ
」
を
見
つ
け
て
交
流
さ
せ
考
え
を
深
め
る
。

「
比
較
す
る
」
と
い
う
考
え
を
使
う
と
、
話
し
合
い
が
焦
点
化
し
、
交
流
し
や 

 
 

す
く
な
る
。（「
注
文
の
多
い
料
理
店
」「
大
き
な
か
ぶ
」
の
例
） 

・
学
び
を
外
に
開
く
（「
実
の
場
」
を
求
め
る
）
と
い
う
視
点
も
大
切
。 

言
葉
は
抽
象
で
あ
る
。
そ
れ
を
低
学
年
で
は
動
作
化
や
劇
化
し
具
体
化
さ

せ
、
高
学
年
で
は
ま
た
抽
象
化
さ
せ
る
。
漢
字
の
習
得
同
様
、
深
い
学
び
に

は
意
味
理
解
が
必
要
。
そ
し
て
教
師
の
教
材
研
究
の
深
さ
が
大
き
く
関
係
し

て
く
る
。
子
ど
も
と
一
緒
に
学
ぶ
こ
と
を
楽
し
み
、
子
ど
も
の
言
葉
を
よ
く

聴
い
て
楽
し
め
る
教
師
で
あ
り
た
い
。 

 【
記
録 

山
田 

浩
子
（
埼
玉
）】 

 

６ 

閉
会
式 

 
 

一
五
：
四
五
～ 

 
 
 
 

 

① 

会
代
表
挨
拶 

 
 
 
 
 

山
﨑 

和
男 

（
千
葉
） 

② 

参
加
者
代
表
挨
拶 

 
 
 

帯
川 

理
加 

（
神
奈
川
） 

③ 

大
会
連
絡 

 
 
 
 
 
 

若
林 

富
男  

(

茨
城) 

④ 

閉
会
の
こ
と
ば 

 
 
 
 

濱
田 

芳
子 

（
神
奈
川
） 

７ 
交
流
の
集
い 

一
七
：
〇
〇
～ 

     
 

京
急
線
横
須
賀
中
央
駅
前 

居
酒
屋
「
北
海
道
」
に
て 

 

【
記
録
編
集 

小
野
澤 

由
美
子
（
東
京
） 

若
林 

富
男
（
茨
城
）】 


