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【
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
】

〈
指
導
事
項
に
つ
い
て
〉

・
共
通
語
と
方
言
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。

�

〔
知
識
及
び
技
能
〕
⑶
ウ

　

共
通
語
と
方
言
は
、
現
行
学
習
指
導
要
領
で
は
第
二
学
年
の
「
言
葉
の
特
徴

や
き
ま
り
に
関
す
る
事
項
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
新
し
い
学
習
指
導
要

領
で
は
第
一
学
年
の
〔
知
識
及
び
技
能
〕
の
中
の
「
⑶　

我
が
国
の
言
語
文
化

に
関
す
る
事
項
」
の
「
言
葉
の
由
来
や
変
化
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

共
通
語
は
地
域
を
越
え
て
通
じ
る
言
葉
で
あ
り
、
方
言
は
あ
る
地
域
に
限
っ

て
使
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
共
通
語
を
適
切
に
使
う
こ
と
は
、
人
々
が
相
互

に
理
解
し
合
う
た
め
に
不
可
欠
な
能
力
で
あ
る
。
一
方
、
方
言
は
、
地
域
の
風

土
や
文
化
と
と
も
に
歴
史
的
・
社
会
的
な
伝
統
に
裏
づ
け
ら
れ
た
言
語
で
あ
る
。

そ
の
表
現
の
豊
か
さ
と
魅
力
な
ど
、
方
言
が
担
っ
て
い
る
役
割
を
十
分
理
解
さ

せ
、
方
言
を
尊
重
す
る
気
持
ち
を
も
た
せ
な
が
ら
、
共
通
語
と
方
言
と
を
時
と

場
合
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

な
お
、
新
学
習
指
導
要
領
の
小
学
校
第
五
学
年
お
よ
び
第
六
学
年
に
お
い
て

示
さ
れ
た
〔
知
識
及
び
技
能
〕
の
「
⑴　

ウ　
（
略
）
時
間
の
経
過
に
よ
る
言
葉

の
変
化
や
世
代
に
よ
る
言
葉
の
違
い
に
気
付
き
、
共
通
語
と
方
言
と
の
違
い
を

理
解
す
る
こ
と
。（
略
）」
を
考
慮
し
た
指
導
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
ま
た
、「
共

通
語
と
方
言
の
果
た
す
役
割
」
に
つ
い
て
は
、
現
行
学
習
指
導
要
領
の
小
学
校

第
五
学
年
お
よ
び
第
六
学
年
に
お
い
て
も
「
Ａ　

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」　

⑴　
「
ウ　

共
通
語
と
方
言
と
の
違
い
を
理
解
し
、
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
共
通

語
で
話
す
こ
と
。」
を
指
導
し
て
い
る
。
こ
れ
も
踏
ま
え
て
理
解
さ
せ
る
よ
う
指

導
し
た
い
。

●
方
言
と
共
通
語
の
特
徴
に
つ
い
て
知
る
。

　

本
教
材
の
内
容
と
し
て
は
、
現
行
学
習
指
導
要
領
と
同
様
、「
共
通
語
と
方
言

の
果
た
す
役
割
」
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
方
言
と

共
通
語
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
、
そ
れ
に
伴
う
日
常
生
活
に
お
け
る
使
い
分
け

に
つ
い
て
理
解
す
る
。
学
習
者
が
日
常
生
活
で
何
気
な
く
ふ
れ
て
い
る
方
言
と

共
通
語
に
つ
い
て
見
直
し
、
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
る
べ
き
か
、
本
教
材
を
と

お
し
て
改
め
て
考
え
る
機
会
と
し
た
い
。

教
材
の
位
置
づ
け

指
導
の
研
究

目
標
と
評
価
の
解
説

１
目
標
に
つ
い
て

方
言
と
共
通
語�

時間
配当

言
葉

２
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方
言
と
共
通
語

　

先
の
目
標
か
ら
、
次
の
よ
う
な
評
価
例
を
設
定
し
た
の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
。

〈
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
〉

［
評
価
規
準
］

・
共
通
語
と
方
言
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
進
ん
で
課
題
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い

る
。

［
Ｂ
の
判
定
基
準
］

・
共
通
語
と
方
言
の
特
徴
を
踏
ま
え
、「
考
え
よ
う
」
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い

る
。

［
Ａ
の
具
体
的
な
姿
の
例
］

・「
考
え
よ
う
」
に
取
り
組
む
こ
と
を
と
お
し
て
、
身
の
ま
わ
り
の
方
言
や
、
共

通
語
と
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
考
え
、
自
ら
の
言
語
生
活
を
見
直
し
て
い
る
。

［
Ｃ
へ
の
支
援
］

・
社
会
方
言
な
ど
、
自
分
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
も
方
言
と
呼
べ
る
言
葉
の

差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。

〈
言
語
に
つ
い
て
の
知
識
・
理
解
・
技
能
〉

［
評
価
規
準
］

・
共
通
語
と
方
言
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。

［
Ｂ
の
判
定
基
準
］

・
共
通
語
と
方
言
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
ま
と
め
、
理
解
し
て
い
る
。

［
Ａ
の
具
体
的
な
姿
の
例
］

・
共
通
語
と
方
言
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
ま
と
め
、
理
解
し
た
う
え
で
、
自

ら
の
言
語
生
活
を
見
直
し
て
い
る
。

［
Ｃ
へ
の
支
援
］

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
さ
せ
、
方
言
を
聞
い
た
と
き
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
共
通

語
を
用
い
な
い
場
面
を
考
え
さ
せ
る
。

　

本
教
材
は
、
方
言
の
成
り
立
ち
や
そ
の
分
布
の
仕
方
に
つ
い
て
、
方
言
地
図

も
見
な
が
ら
理
解
す
る
機
会
と
な
る
。
方
言
そ
の
も
の
は
学
習
者
の
こ
れ
ま
で

の
体
験
の
中
で
も
ふ
れ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
成
り
立
ち
、
分
布

の
仕
方
に
関
し
て
は
新
た
な
発
見
と
な
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
地
理
的
な
要
因
に
よ
ら
な
い
「
社
会
方
言
」
に
つ
い
て
は
、
学
習

者
の
認
識
と
し
て
方
言
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
い
な
か
っ
た
者
も
多
く
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
新
た
な
発
見
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
特
に
普
段
（
地
理

的
な
意
味
合
い
で
）
共
通
語
を
使
っ
て
生
活
し
て
い
る
学
習
者
に
と
っ
て
も
、

ご
く
身
近
な
と
こ
ろ
に
方
言
と
呼
ば
れ
る
言
葉
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を

知
ら
ず
に
使
い
分
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
を
と
お
し
て
、
学
習
者
が
自
ら
の
言
語
生
活
を
振
り
返
り
、
時
と
場
合
に

応
じ
た
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
考
え
る
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
た
い
。

　

共
通
語
で
書
か
れ
た
あ
る
文
章
を
方
言
で
書
き
直
し
て
み
た
り
、
逆
に
方
言

を
共
通
語
に
書
き
直
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
印
象
の
違
い
を
考
え

さ
せ
る
と
い
う
活
動
も
考
え
ら
れ
る
。

評
価
に
つ
い
て

教
材
の
特
色

２
教
材
に
つ
い
て

他
領
域
と
の
関
連
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本
教
材
は
、
方
言
や
共
通
語
の
成
り
立
ち
、
ま
た
、
地
理
的
な
要
因
に
よ
ら

な
い
社
会
方
言
に
つ
い
て
示
し
、
方
言
と
共
通
語
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
見
直

せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

方
言
は
、
地
域
ご
と
の
言
葉
の
違
い
（
地
域
方
言
）
と
、
社
会
的
な
集
団
ご

と
の
言
葉
の
違
い
（
社
会
方
言
）
が
あ
る
。
学
習
者
に
と
っ
て
は
方
言
と
い
え

ば
「
地
域
方
言
」
を
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

　

地
域
方
言
は
、
政
治
や
文
化
の
中
心
で
あ
る
場
所
か
ら
周
辺
の
地
域
へ
と
言

葉
が
伝
わ
っ
て
い
っ
た
結
果
、
方
言
地
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
分
布
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
同
じ
方
言
形
式
が
九
州
と
東
北
に
分
布
し
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
こ
の
「
方
言
周
圏
論
」
は
、
民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
に
よ
っ
て

提
唱
さ
れ
た
。

　

共
通
語
は
、
異
な
る
言
語
を
話
す
人
ど
う
し
が
意
志
を
通
じ
合
う
た
め
に
用

い
る
共
通
の
言
語
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
方
言
の
違
い
を
超
え
て
互
い

に
通
じ
合
う
言
葉
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
場
面
に
よ
っ
て
は
、
共
通

語
だ
け
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
部
分
も
あ
り
、
そ
こ
に
方
言
と
共
通
語
の
使
い

分
け
る
意
識
や
ポ
イ
ン
ト
な
ど
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

一
般
的
に
、
方
言
は
公
的
な
場
に
は
な
じ
ま
な
い
と
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
う

し
た
場
に
お
い
て
は
共
通
語
を
使
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
地
域
方
言
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
方
言
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　

社
会
方
言
と
は
、
所
属
す
る
社
会
集
団
（
特
定
の
学
校
や
企
業
、
業
種
、
社

会
的
地
位
、
年
齢
、
性
別
、
教
養
な
ど
）
の
影
響
を
受
け
て
で
き
た
言
葉
づ
か

い
を
い
う
。
自
分
の
周
囲
に
は
通
じ
る
言
葉
で
あ
る
の
で
、
公
的
な
場
で
ど
こ

ま
で
通
用
す
る
の
か
、
学
習
者
は
自
ら
の
言
語
生
活
を
改
め
て
振
り
返
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
二
〇
〇
九
年
、
国
内
で
消
滅
の
危
機
に
あ
る
言
語
や
方
言
が
あ

る
こ
と
を
ユ
ネ
ス
コ
が
指
摘
し
た
。
前
述
の
と
お
り
、
方
言
に
は
共
通
語
で
は

表
現
し
き
れ
な
い
豊
か
な
表
現
も
あ
り
、
そ
こ
に
方
言
の
よ
さ
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
学
習
者
に
は
、
そ
う
し
た
現
状
も
伝
え
、
日
本
語
話
者
と
し
て
ど

の
よ
う
に
方
言
や
共
通
語
も
含
め
た
日
本
語
を
使
っ
て
い
く
の
か
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
し
た
い
。



第
１
時
　

小
学
校
の
学
習
か
ら
思
い
出
す
こ
と
な
ど
を
話
し
合
う
。
学

習
の
見
通
し
を
立
て
、
教
材
を
読
み
、
方
言
と
共
通
語
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
。

第
２
時
　

第
１
時
を
踏
ま
え
、
新
し
い
方
言
や
社
会
方
言
に
つ
い
て
知

る
。
方
言
と
共
通
語
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
考
え
、
自
分
た
ち

の
言
語
生
活
を
振
り
返
る
。

内
容
の
特
色

授
業
の
展
開

３

学
習
の
流
れ
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方
言
と
共
通
語

展
開
例

指
導
の
際
の
留
意
点
と
評
価

時

学
習
の
流
れ

１　

小
学
校
で
の
学
習
を
振
り
返
る
な
ど
し
て
、
方
言
に
関

心
を
も
つ
。

２　

学
習
の
見
通
し
を
立
て
る
。

３　

方
言
地
図
を
示
し
、
自
分
た
ち
が
普
段
使
う
言
葉
の
分

布
を
確
認
す
る
。

４　

教
材
Ｐ
１
～
３
を
読
ん
で
、
方
言
と
共
通
語
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
内
容
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
、
方
言
の

種
類
や
そ
の
成
り
立
ち
な
ど
を
理
解
す
る
。

１　

前
時
の
内
容
を
想
起
し
、
方
言
と
共
通
語
の
基
本
的
事

項
を
確
認
す
る
。

１２

・
学
校
図
書
館
な
ど
に
方
言
の
音
声
Ｃ
Ｄ
が
あ
れ
ば
聞
か
せ
た
い
。

・
小
学
校
第
五
、
六
学
年
で
扱
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
、「
方
言
」「
共
通
語
」
の
意
味
す
る
内
容
に

つ
い
て
確
認
す
る
。

・
身
の
ま
わ
り
で
聞
く
方
言
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
あ
げ
さ
せ
る
。

・
方
言
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
を
あ
げ
さ
せ
、
第
二
時
に
お
い
て
共
通
語
と
の
使
い
分
け
を
考
え
る
た
め

の
準
備
を
し
て
お
く
。

・
方
言
と
共
通
語
の
特
徴
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
知
ら

せ
る
。

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
や
拡
大
掲
示
、
配
布
プ
リ
ン
ト
な
ど
で
方
言
地
図
を
示
し
、
わ
か
る
よ
う
に
工

夫
す
る
。

・
方
言
と
共
通
語
の
基
本
的
事
項
を
確
認
し
た
う
え
で
、
方
言
地
図
を
再
度
確
認
し
、
自
分
た
ち
の

使
う
言
葉
や
歴
史
的
な
分
布
の
仕
方
を
確
認
す
る
。

・
方
言
地
図
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
載
せ
て
、
色
分
け
さ
せ
て
も
よ
い
。

・
時
間
が
あ
れ
ば
、
何
の
方
言
か
当
て
る
ク
イ
ズ
な
ど
を
行
っ
て
、
興
味
を
も
た
せ
て
も
よ
い
。

《
評
価
》�

・�

方
言
と
共
通
語
に
興
味
を
も
ち
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
ま
と
め
を
と
お
し
て
そ
の
特
徴
に

つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。

・
前
時
の
方
言
地
図
を
再
び
示
し
て
も
よ
い
。

・
前
時
で
扱
っ
た
方
言
は
、
全
て
地
理
的
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
方
言
は
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
本
時
へ
の
動
機
づ
け
と
す
る
。

２
時
間
扱
い
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２　

教
材
４
を
読
ん
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
社
会
方
言
」
が
あ

る
こ
と
を
理
解
す
る
。

３　

Ｐ
４
「
考
え
よ
う
」
に
取
り
組
み
、
自
分
た
ち
の
言
葉

に
つ
い
て
振
り
返
り
、
学
習
の
ま
と
め
を
す
る
。

・「
社
会
方
言
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
教
材
を
読
み
な
が
ら
確
認
す
る
。
そ
の
際
、
適
宜
、
業

界
用
語
や
若
者
言
葉
な
ど
、
身
近
な
言
葉
の
例
を
あ
げ
、
内
容
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
。

・
共
通
語
の
定
義
を
確
認
さ
せ
、
普
段
使
う
言
葉
で
共
通
語
で
は
な
い
も
の
を
あ
げ
さ
せ
る
。

・
相
手
や
場
面
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
方
言
と
共
通
語
の
使
い
分
け
を
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
適
切

に
で
き
て
い
る
か
振
り
返
ら
せ
、
学
習
の
ま
と
め
と
す
る
。

《
評
価
》�

・�

方
言
と
共
通
語
の
役
割
を
理
解
し
、
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
方
言
と
共
通
語
を
見
直
し
、

自
分
の
言
語
生
活
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
い
る
。

方
言
と
共
通
語

方
言
と
共
通
語
の
特
徴
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
役
割
を
理
解
し
よ
う
。

方
言　
　

地
域
に
よ
っ
て
違
う
言
葉
。

　
　
　
　



別
々
の
場
所
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
間
で
話
を
す
る
機
会
が
ず
っ
と

な
い
こ
と
で
つ
く
ら
れ
る
。

共
通
語　

異
な
っ
た
地
域
の
人
々
が
意
志
を
通
じ
合
え
る
言
葉
。

　
　
　
　



東
京
の
山
の
手
の
言
葉
（
も
と
は
近
畿
地
方
の
言
葉
）
を
も
と
に
つ

く
ら
れ
た
。

語
例

私

方
言

ハ
シ

行
こ
う

と
ん
ぼ

大
学
に
入
っ
た
ば
か

り
の
学
生（

方
言
地
図
を
拡
大
し
た
も
の
）

板
書
例
【
第
１
時
】

方
言
と
共
通
語

方
言
と
共
通
語
の
特
徴
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
役
割
を
理
解
し
よ
う
。

【
考
え
よ
う
】

⑴
　
〈
友
達
ど
う
し
〉

　
〈
家
族
〉

　
〈
そ
の
他
〉

⑵
　
〈
方
言
が
使
わ
れ
る
場
面
〉

　
〈
共
通
語
が
使
わ
れ
る
場
面
〉

板
書
例
【
第
２
時
】

授
業
の
ヒ
ン
ト

４

板
書
例
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方
言
と
共
通
語

方
言
と
共
通
語

方
言
と
共
通
語
の
特
徴
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
役
割
を
理
解
し
よ
う
。

方
言　
　

地
域
に
よ
っ
て
違
う
言
葉
。

　
　
　
　



別
々
の
場
所
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
間
で
話
を
す
る
機
会
が
ず
っ
と

な
い
こ
と
で
つ
く
ら
れ
る
。

共
通
語　

異
な
っ
た
地
域
の
人
々
が
意
志
を
通
じ
合
え
る
言
葉
。

　
　
　
　



東
京
の
山
の
手
の
言
葉
（
も
と
は
近
畿
地
方
の
言
葉
）
を
も
と
に
つ

く
ら
れ
た
。

語
例

私

方
言

ハ
シ

行
こ
う

と
ん
ぼ

大
学
に
入
っ
た
ば
か

り
の
学
生（

方
言
地
図
を
拡
大
し
た
も
の
）

板
書
例
【
第
１
時
】

方
言
と
共
通
語

方
言
と
共
通
語
の
特
徴
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
役
割
を
理
解
し
よ
う
。

【
考
え
よ
う
】

⑴
　
〈
友
達
ど
う
し
〉

　
〈
家
族
〉

　
〈
そ
の
他
〉

⑵
　
〈
方
言
が
使
わ
れ
る
場
面
〉

　
〈
共
通
語
が
使
わ
れ
る
場
面
〉

板
書
例
【
第
２
時
】

授
業
の
ヒ
ン
ト

４

板
書
例
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組

氏
名

★
方
言
と
共
通
語
の
特
徴
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
役
割
を
理
解
し
よ
う
。

１

教
材
を
読
み
、
方
言
と
共
通
語
の
成
り
立
ち
を
ま
と
め
よ
う
。

方

言

…
…
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
み
ら
れ
る
言
葉
。

別
々
の
場
所
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
間
で
、

（

）
が

ず
っ
と
な
い
こ
と
で
、
そ
の
場
所
の
言
葉
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
。

共
通
語

…
…
異
な
っ
た
地
方
の
人
々
ど
う
し
が
意
思
を
通
じ
合
う
こ
と
の
で
き
る
言
葉
。

（

）の
言
葉
を
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

も
と
も
と

（

）
地
方
の
言
葉
が
多
く
入
っ
て
い
た
。

２

教
材
を
読
み
、
私
た
ち
が
ふ
だ
ん
使
う
言
葉
と
他
の
地
域
の
言
葉
（
方
言
）
を
表
に
整
理
し
よ
う
。

言
葉

方
言
と
共
通
語

１

大
学
に
入
っ
た
ば
か
り
の
学
生

「
ト
ン
ボ
」
を
意
味
す
る
言
葉

「
行
こ
う
」
を
意
味
す
る
言
葉

「
ハ
シ
」
の
ア
ク
セ
ン
ト

（
「
ハ
」
を
高
く
言
う
場
合
）

〈
例
〉｢

梅
雨｣

を
意
味
す
る
言
葉

語

例

ツ
ユ

私
た
ち
が
ふ
だ
ん
使
う
言
葉

ツ
ユ
リ

ニ
ュ
ー
バ
イ

ナ
ガ
メ

ナ
ガ
セ

サ
ン
ズ
イ

他
の
地
域
の
言
葉
（
方
言
）

組

氏
名

１

自
分
た
ち
が
ふ
だ
ん
使
う
言
葉
で
共
通
語
と
違
う
の
は
、
ど
ん
な
言
葉
か
。
ま
た
、
発
音

や
言
葉
の
特
徴
（
接
続
詞
や
文
末
表
現
な
ど
）
に
つ
い
て
も
考
え
よ
う
。

２

方
言
と
共
通
語
の
使
い
分
け
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
調
べ
て
み
よ
う
。

◎
学
習
を
ふ
ま
え
、
自
分
の
ふ
だ
ん
の
言
葉
の
使
い
分
け
方
を
振
り
返
り
、
考
え
た
こ
と
を
書
こ
う
。

言
葉

方
言
と
共
通
語

２

〈
そ
の
他
〉

〈
家
族
〉

〈
友
達
ど
う
し
〉

自
分
た
ち
が
ふ
だ
ん
使
う
言
葉

共

通

語

〈
共
通
語
が
使
わ
れ
る
場
面
〉

〈
方
言
が
使
わ
れ
る
場
面
〉

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例

５
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方
言
と
共
通
語

⑴　

自
分
た
ち
の
言
葉
で
共
通
語
と
違
う
の
は
、
ど
ん
な
言
葉
か
。
ま
た
、

発
音
や
言
葉
の
特
徴
（
接
続
詞
や
文
末
表
現
な
ど
）
に
つ
い
て
も
考
え
ま

し
ょ
う
。

【
解
答
例
】

○
埼
玉
方
言

　

…
…
は
ぐ
る
（
…
…
し
そ
こ
な
う
）

　

朝
っ
ぱ
ら
（
朝
早
く
）

○
関
西
方
言

　

め
ち
ゃ
（
と
て
も
、
た
い
へ
ん
）

　

し
ん
ど
い
（
疲
れ
た
、
苦
し
い
）

○
若
者
語

　

逆
ギ
レ
（
注
意
さ
れ
て
い
る
人
が
注
意
し
た
人
に
怒
る
こ
と
）

　

チ
ク
る
（
告
げ
口
を
す
る
）

　

や
ば
い
（
危
険
で
あ
る
、
都
合
が
悪
い
、
す
ご
い
、
魅
力
的
で
あ
る
）

○
そ
の
他
、
家
庭
や
仲
間
内
だ
け
で
通
じ
る
語
な
ど

【
解
説
】

　

学
習
者
自
身
の
使
う
言
葉
を
見
直
し
て
、
自
由
に
発
言
さ
せ
た
い
。
な
お
、

こ
の
課
題
を
用
い
た
活
動
の
例
や
着
眼
点
と
し
て
以
下
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

１　
「
共
通
語
と
違
う
言
葉
」
を
あ
げ
さ
せ
て
み
る
。
自
分
自
身
が
使
う
言
葉
の

他
、
自
分
自
身
は
使
わ
な
い
が
親
や
祖
父
母
が
使
う
言
葉
を
含
め
て
も
よ
い
。

２　

共
通
語
の
短
い
会
話
文
を
自
分
た
ち
の
地
域
の
普
段
の
言
葉
に
か
え
る

（
翻
訳
）
作
業
を
行
い
、
両
者
の
違
い
に
着
目
す
る
。

※
参
考
文
献
『
調
べ
て
み
よ
う
暮
ら
し
の
こ
と
ば
』
井
上
史
雄
・
吉
岡
泰
夫
監

修
「
私
た
ち
の
会
話
を
記
録
し
て
み
よ
う
」（
ゆ
ま
に
書
房　

二
〇
〇
五
）

３　

自
発
的
に
例
が
あ
が
ら
な
い
場
合
、
小
型
の
方
言
辞
典
〔
例
『
最
新
ひ
と

目
で
わ
か
る
全
国
方
言
一
覧
辞
典
』
江
端
義
夫
他
編
（
学
研　

一
九
九
八
）、

『
都
道
府
県
別
全
国
方
言
辞
典
』
佐
藤
亮
一
編
（
三
省
堂　

二
〇
〇
九
）〕
な

ど
を
参
照
し
て
、
自
分
の
言
葉
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
よ
い
。
な
お
、
こ
れ

ら
の
辞
典
に
は
ア
ク
セ
ン
ト
表
示
が
あ
っ
た
り
、
Ｃ
Ｄ
が
付
属
し
て
い
た
り

す
る
の
で
、
方
言
の
音
声
に
目
を
向
け
る
う
え
で
も
参
考
に
な
る
。

⑵　

方
言
と
共
通
語
の
使
い
分
け
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
調
べ

て
み
ま
し
ょ
う
。

【
解
答
例
】

　

省
略

【
解
説
】

　

学
習
者
の
ふ
だ
ん
の
言
語
生
活
を
振
り
返
り
、
ま
た
、
今
後
の
言
語
生
活
に

関
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を
用
い
た
活
動
の
例
や

着
眼
点
と
し
て
は
以
下
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

１　

自
分
自
身
が
、
学
校
で
、
休
み
時
間
に
友
達
ど
う
し
で
遊
ん
で
い
る
と
き

と
、
授
業
中
に
発
言
す
る
と
き
、
校
内
放
送
で
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
と
き
、
校

長
先
生
と
話
す
と
き
、
な
ど
で
、
ど
の
よ
う
に
言
葉
を
使
い
分
け
て
い
る
か

考
え
て
み
る
。
で
き
れ
ば
、
同
じ
文
を
異
な
る
場
面
で
ど
の
よ
う
に
言
う
か
、

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
行
う
と
よ
い
。
場
面
間
の
言
葉
の
違
い
は
、
方
言
と
共
通

語
の
使
い
分
け
に
限
ら
な
い
。
そ
の
中
で
、
方
言
と
共
通
語
が
ど
の
よ
う
に

教
材
の
研
究

解
説
と
解
答
例

１
考
え
よ
う
（
Ｐ
235
）
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現
れ
て
い
る
か
観
察
で
き
る
と
よ
い
。

２　

身
の
ま
わ
り
に
み
ら
れ
る
、
方
言
と
共
通
語
の
使
い
分
け
の
例
を
報
告
す

る
。

３　

首
都
圏
等
で
地
域
の
方
言
が
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
例
え
ば
、

親
が
首
都
圏
以
外
の
出
身
で
あ
れ
ば
、
家
庭
内
で
話
す
と
き
と
、
出
身
地
の

親
戚
と
話
す
と
き
の
言
葉
の
違
い
を
取
り
上
げ
て
も
よ
い
。

４　

学
習
者
自
身
で
内
省
し
た
り
観
察
し
た
り
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

参
考
文
献
に
よ
っ
て
調
べ
る
こ
と
も
可
。〔
例
『
新
「
こ
と
ば
」
シ
リ
ー
ズ
16　

こ
と
ば
の
地
域
差　

方
言
は
今
』
国
立
国
語
研
究
所
（
財
務
省
印
刷
局　

二

〇
〇
三
）、『
方
言
学
入
門
』
木
部
暢
子
他
編
（
三
省
堂　

二
〇
一
三
）。〕
た

だ
し
そ
の
場
合
も
、
で
き
る
だ
け
自
分
自
身
の
言
葉
に
引
き
つ
け
て
捉
え
さ

せ
る
よ
う
に
す
る
。

・『
日
本
の
方
言
大
研
究
七　

き
き
く
ら
べ
よ
う
日
本
の
方
言
』



（
ポ
プ
ラ
社　

一
九
九
七
）

・『
ポ
プ
ラ
デ
ィ
ア
情
報
館　

方
言
』



佐
藤
亮
一

監
修
（
ポ
プ
ラ
社　

二
〇
〇
七
）

・『
シ
リ
ー
ズ
・
日
本
語
の
し
く
み
を
探
る
四　

日
本
語
学
の
し
く
み
』



町
田
健

編
・
加
藤
重
広

著
（
研
究
社　

二
〇
〇
一
）

・『
新
「
こ
と
ば
」
シ
リ
ー
ズ
16　

言
葉
の
地
域
差　

方
言
は
今
』



国
立
国
語
研
究
所
（
財
務
省
印
刷
局　

二
〇
〇
三
）

参
考
資
料

２
参
考
文
献

３



方
言
と
共
通
語


