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国
語
学
力
形
成
の
実
践
原
理
を
こ
そ
―
―
ま
え
が
き
に
代
え
て

小
学
校
の
十
教
科
の
中
で
、
最
も
大
切
と
思
わ
れ
る
一
つ
を
挙
げ
て
み
よ
、
と
言
う
と
、
九
割
強
の
人
が
「
国
語
」
を
選

ぶ
。
親
に
問
う
て
も
、
子
ど
も
に
問
う
て
も
、
教
師
に
問
う
て
も
、
こ
の
傾
向
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
教
科
が
、

国
語
で
書
か
れ
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
そ
れ
は
頷
け
る
。
私
も
ま
た
そ
う
思
う
。
そ
の
故
に
こ
そ
国
語
科
は
最
古
の
歴
史

を
持
ち
、
授
業
時
数
も
他
教
科
を
は
る
か
に
凌
い
で
多
く
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
体
育
と
並
ん
で
必
修
教
科
と
さ
れ
て
い

る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
重
大
か
つ
重
要
な
国
語
科
の
授
業
が
、
そ
の
本
来
の
使
命
や
期
待
に
応
え
て
い
る
か
、
と
問
わ
れ
る
と
、

胸
を
張
っ
て
そ
う
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
ど
か
し
さ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
教
え
る
側
の
教
師
に
問
題
が
あ
る
の

だ
。
何
の
た
め
に
教
え
る
の
か
、
何
を
教
え
れ
ば
良
い
の
か
、
ど
う
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な

事
柄
が
、
教
師
自
身
に
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。

い
ろ
い
ろ
の
授
業
を
し
、
ま
た
見
て
も
き
た
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
国
語
の
授
業
が
最
も
質
が
低
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て

な
ら
な
い
。
他
の
教
科
で
は
、「
こ
ん
な
力
を
つ
け
た
い
ん
だ
な
」
と
い
う
こ
と
が
、
指
導
案
を
見
な
く
て
も
だ
い
た
い

見
当
が
つ
く
し
、
指
導
案
を
読
め
ば
い
っ
そ
う
よ
く
分
か
る
。
だ
が
、
国
語
科
で
は
指
導
案
を
見
て
も
ど
ん
な
学
力
を
つ
け

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
な
の
だ
ろ
う
が
、
国
語
科
の
学
力
は
い
つ
で
も
低
く
、
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そ
の
向
上
が
常
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
脱
皮
し
、
本
物
の
国
語
学
力
を
形
成
す
る
国
語
科
授
業
の
あ
り
方
、
進
め
方
を
簡
潔
に
述
べ
た
の

が
本
書
で
あ
る
。
物
事
の
打
開
・
解
決
に
当
た
っ
て
は
、
常
に
「
根
本
・
本
質
・
原
点
」
を
問
い
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
私
の
信
条
で
あ
る
。
本
書
で
も
ま
た
こ
の
信
条
を
貫
き
、
流
行
や
新
し
さ
を
追
う
の
で
は
な
く
、

不
易
、
不
変
、
不
動
の
原
理
、
原
則
を
読
者
と
共
に
考
え
抜
く
よ
う
に
と
努
め
た
。
国
語
学
力
形
成
の
有
力
な
一
書
と
な
る

こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。
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7……序　授業の存在意義

授
業
の
存
在
意
義

序

教
師
は
具
体
的
な
理
想
を
持
ち
、
医
者
の
ご
と
く
子
ど

も
の
現
状
に
対
す
る
診
察
・
診
断
を
し
、
具
体
的
な
学

力
を
事
実
と
し
て
形
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

授
業
の
眼
目
、
授
業
の
存
在
意
義
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
学
力
形
成
」
そ
の
も
の
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
一
貫
し
た
考

え
で
あ
る
。

「
楽
し
く
な
け
れ
ば
授
業
で
は
な
い
」
と
か
、「
子
ど
も
が
自
主
的
に
進
ん
で
学
ぶ
の
が
授
業
の
望
ま
し
い
姿
だ
」
と
か
、「
面

白
く
な
け
れ
ば
子
ど
も
は
学
ぼ
う
と
は
し
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
い
ち
い
ち
そ
れ
ら
は
正
し
い
。
だ

が
、そ
れ
ら
は
「
学
力
形
成
」
と
い
う
本
質
、本
務
に
比
べ
れ
ば
二
の
次
、三
の
次
の
こ
と
で
あ
り
、は
っ
き
り
言
え
ば
、ど
っ

ち
で
も
い
い
こ
と
で
あ
る
。
一
に
も
、
二
に
も
授
業
で
は
明
確
な
学
力
の
形
成
こ
そ
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
体
そ
の
「
学
力
」
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
形
成
」
さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
努
め
て
単
純
に
考

え
て
み
よ
う
。
常
々
思
う
の
だ
が
、
学
力
の
形
成
を
目
に
見
え
る
形
で
最
も
分
か
り
や
す
く
見
せ
て
く
れ
る
の
は
音
楽
の
授

業
で
あ
る
。
あ
る
い
は
体
育
の
授
業
で
あ
る
。
共
に
、弾
け
な
か
っ
た
曲
、歌
え
な
か
っ
た
曲
、跳
び
越
せ
な
か
っ
た
跳
び
箱
、

泳
げ
な
か
っ
た
ク
ロ
ー
ル
と
い
っ
た「
指
導
前
の
状
態
」を
、指
導
に
よ
っ
て
明
確
に
望
ま
し
い
方
向
に
変
え
て
い
く
か
ら
だ
。
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私
は
、
よ
り
望
ま
し
い
方
向
に
子
ど
も
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
「
向
上
的
変
容
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
向
上
的
変

容
を
最
も
分
か
り
や
す
い
形
で
保
障
し
て
い
る
の
が
音
楽
と
体
育
の
授
業
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

さ
て
、
そ
の
学
力
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
見
る
と
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
原
理
は
意
外
に
単
純
で
あ
る
。

例
え
ば
、
私
は
し
ば
し
ば
コ
ー
ラ
ス
の
指
導
の
ベ
テ
ラ
ン
の
指
導
ぶ
り
を
見
に
行
っ
た
。
要
す
る
に
そ
の
過
程
は
、
①
歌

わ
せ
る
→
②
望
ま
し
く
な
い
点
に
気
付
か
せ
る
→
③
そ
こ
に
気
を
付
け
て
歌
う
―
―
と
い
う
こ
と
の
く
り
返
し
で
あ
る
。
そ

の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
望
ま
し
い
歌
い
方
の
モ
デ
ル
を
教
師
が
演
じ
て
見
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
は
自

分
た
ち
の
欠
点
、
短
所
を
い
っ
そ
う
具
体
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

こ
の
一
連
の
過
程
を
も
う
少
し
仔
細
に
観
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
②
の
「
望
ま
し
く
な
い
点
に
気
付
か
せ

る
」
と
い
う
こ
と
は
、子
ど
も
に
気
付
か
せ
る
そ
の
前
に
教
師
が
気
付
く
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、「
教
師
が
気
付
く
」

と
い
う
こ
と
は
、
教
師
の
理
想
と
し
て
い
る
歌
い
方
と
子
ど
も
の
実
際
の
歌
唱
と
の
間
に
あ
る
ず
れ
、
あ
る
い
は
隔
り
を
発

見
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
師
の
理
想
と
し
て
い
る
歌
い
方
の
レ
ベ
ル
が
低
く
て
子
ど
も
の
そ
れ
に
近
け
れ
ば
、
子
ど

も
の
歌
唱
の
問
題
点
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、ま
ず
指
導
者
が
望
ま
し
い
「
理
想
」
を
具
体
的
に
理
解
し
、

体
得
し
て
い
る
こ
と
が
大
前
提
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
学
力
形
成
の
第
一
の
要
件
だ
。

そ
の
「
理
想
」
が
子
ど
も
の
歌
唱
を
診
察
す
る
聴
診
器
で
あ
り
、
問
題
点
を
ふ
る
い
分
け
る
フ
ィ
ル
タ
ー
で
あ
る
。
聴
診

器
と
フ
ィ
ル
タ
ー
の
性
能
が
低
け
れ
ば
指
導
事
項
は
分
か
ら
な
い
。
医
師
が
患
者
の
異
常
点
を
見
つ
け
る
の
は
、
健
康
体
の

具
体
的
状
況
を
熟
知
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
。
こ
れ
は
、
医
師
の
み
に
通
ず
る
こ
と
で
は
な
く
、
お
よ

そ
人
を
よ
り
よ
く
変
え
て
い
く
場
合
に
は
不
可
決
の
原
理
で
あ
る
。

国語学力を
形成する

第一章



国語学力を
形成する

第一章
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学
力
形
成
が
曖
昧
な
国
語
科
授
業

一

国
語
科
の
授
業
で
は
、
何
を
置
い
て
も
「
国
語
学
力
」

の
形
成
を
第
一
義
に
目
指
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
授
業
の
根
本
的
な
存
在
意
義
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

１　

学
力
形
成
の
六
相

学
力
の
形
成
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
成
否
が
判
定
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
学
力
が
形
成
さ
れ
る
、
と
い
う

事
実
は
ず
ば
り
と
言
え
ば
次
の
六
つ
の
姿
で
分
か
る
。「
六
相
」
と
は
目
に
見
え
る
「
六
つ
の
姿
」
の
謂い
い

で
あ
る
。

①	

情
報
・
技
術
の
入
手
、
獲
得

�
�「

入
手
、
獲
得
」
が
多
い
ほ
ど
良
い
授
業
な
の
だ

�
�

今
ま
で
に
な
か
っ
た
新
た
な
も
の
を
手
に
入
れ
る
、
身
に
つ
け
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
が
多
い
ほ
ど
良
い
授
業
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
文
字
（
漢
字
）
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
ん
ど
ん
、
い
ろ
い

ろ
の
こ
と
を
教
え
、
知
ら
せ
よ
う
。

し
か
し
、
手
に
入
れ
た
も
の
を
ず
っ
と
持
っ
て
い
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
た
い
て
い
は
、
間
も
な
く
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落
と
し
て
し
ま
う
。
確
実
に
そ
の
手
に
摑
ん
で
い
な
い
段
階
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
。

さ
て
、「
頭
が
い
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
「
笊ざ
る

」
で
表
現
す
る
と
分
か
り
や
す
い
。

イ
ン
ゲ
ン
マ
メ
な
ど
を
入
れ
る
笊
は
目
が
粗
い
。
こ
れ
は
野
菜
や
果
実
な
ど
を
と
り
あ
え
ず
、
大
雑
把
に
入
れ
て
お
く
た

め
の
も
の
だ
。
一
方
で
餡あ
ん

漉こ

し
笊
。
こ
れ
は
、
目
が
詰
ん
で
い
な
い
と
困
る
。
細
か
く
、
詰
ん
だ
目
の
笊
を
通
し
て
よ
う
や

く
良
質
の
こ
し
あ
ん
が
で
き
る
。

「
頭
が
い
い
人
」
と
は
、
目
が
詰
ん
だ
餡
漉
し
笊
の
よ
う
な
も
の
だ
。
一
度
覚
え
た
こ
と
は
忘
れ
な
い
。
ざ
っ
く
り
と
編
ま

れ
た
笊
の
よ
う
な
頭
で
は
覚
え
た
そ
ば
か
ら
落
と
し
て
い
っ
て
し
ま
う
。

私
は
今
、
家
で
月
に
三
回
勉
強
会
を
し
て
い
る
。
一
つ
は
道
徳
の
勉
強
会
。
二
つ
め
は
俳
句
の
会
。
三
つ
め
は
地
域
の
若

い
教
師
が
集
ま
っ
て
す
る
勉
強
会
。
こ
の
よ
う
に
人
が
集
ま
っ
て
切
磋
琢
磨
す
る
機
会
が
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
た
め
の
勉
強

も
す
る
。

私
も
読
書
量
に
お
い
て
は
、
人
後
に
落
ち
な
い
が
、
笊
の
目
が
粗
い
の
で
、
読
ん
だ
内
容
が
、
す
ぐ
に
抜
け
落
ち
て
い
っ

て
し
ま
う
。
同
様
に
、
子
ど
も
の
笊
の
目
は
一
般
に
粗
い
の
で
す
ぐ
に
落
ち
て
し
ま
う
が
、
繰
り
返
し
、
反
復
し
て
教
え
る

こ
と
で
、
だ
ん
だ
ん
定
着
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
多
く
は
同
様
に
学
力
を
獲
得
し
て
き
て
い
る
は
ず
だ
が
、
落
ち
て
し
ま
っ
た
ら
な
く
な
る
。
入
試
は
、

そ
の
残
っ
て
い
る
獲
得
量
を
調
べ
る
も
の
だ
。
抜
け
落
ち
る
多
さ
が
分
か
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
反
復
の
数
を

こ
な
し
、
残
る
も
の
を
増
や
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

②	

情
報
・
技
術
の
訂
正
、
修
正

�
�「

訂
正
、
修
正
」
が
多
い
ほ
ど
良
い
授
業
な
の
だ

�
�

例
え
ば
「
秋
」
と
い
う
字
の
、
禾
（
の
ぎ
へ
ん
）
が
き
ち
ん
と
書
け
な
け
れ
ば
訂
正
す
る
。
ま
た
、
読
解
な
ど
で
あ
れ
ば
、
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発
問
に
答
え
さ
せ
て
誤
り
に
気
付
か
せ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
問
わ
れ
て
初
め
て
誤
り
に
気
付
く
こ
と
が
あ
る
、
と
い
っ

た
開
発
型
の
発
問
が
大
事
な
の
は
そ
の
故
だ
。
子
ど
も
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
事
柄
の
「
な
ぞ
り
と
確
認
」
だ
け
で
は
向
上

も
進
歩
も
な
い
。

し
か
し
、
実
際
に
教
室
で
、
と
く
に
国
語
科
授
業
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
な
ぞ
り
型
、
確
認
型
の
発
問
が
多
い
。

訂
正
、
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
ほ
ど
良
い
授
業
な
の
に
で
あ
る
。
成
績
の
悪
い
子
ほ
ど
た
く
さ
ん
訂
正
さ
れ
て
、
そ
れ

が
楽
し
く
な
る
。
間
違
っ
た
子
ど
も
を
直
し
て
教
え
、
そ
う
い
う
子
が
喜
ぶ
よ
う
な
訂
正
型
、
修
正
型
の
授
業
に
変
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
情
報
・
技
術
の
深
化
、
統
合

�
�「

深
化
、
統
合
」
が
多
く
あ
る
ほ
ど
良
い
授
業
な
の
だ

�
�

理
解
を
よ
り
深
め
る
。

例
え
ば
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
で
「
ご
ん
は
、ば
た
り
と
た
お
れ
ま
し
た
。
兵
十
は
か
け
よ
っ
て
き
ま
し
た
。（
こ
れ
は
間
違
い
だ
。

「
駆
け
寄
っ
て
行
き
ま
し
た
」
と
兵
十
の
視
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
く
り
が
、
か
た
め
て
置
い
て
あ
る
の
が
…
…
」
と
あ
る
。

栗
は
散
ら
ば
っ
て
い
な
い
。
ご
ん
は
こ
っ
そ
り
、
び
く
び
く
し
な
が
ら
、
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
家
に
入
っ
た
の
に
、
栗

を
固
め
て
置
い
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
…
…
そ
れ
は
兵
十
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
か
ら
だ
。
小
さ
な
手
で
心
を
込
め
て
固
め
た
の

だ
。
し
か
し
、
そ
の
直
後
、
ご
ん
は
兵
十
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
あ
る
「
か
た
め
て
」
な
ど
と
い
う
小
さ
な
言
葉
は

た
い
て
い
の
場
合
、
読
み
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
こ
を
「
な
ぜ
、
固
め
て
置
い
た
の
か
」
と
問
う
こ
と
で
、
内
容

理
解
の
「
深
化
」
が
な
さ
れ
る
。

ま
た
、「
ご
ん
、
お
ま
え
だ
っ
た
の
か
」
の
「
か
」
の
読
み
方
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

詠
嘆
調
に
下
げ
て
読
む
（
Ａ
）
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疑
問
調
に
上
げ
て
読
む
（
Ｂ
）

い
ず
れ
が
正
し
い
と
思
う
か
を
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
る
―
―
自
分
の
立
場
を
ま
ず
は
決
め
さ
せ
る
の
だ
。

子
ど
も
に
は
相
互
の
学
力
の
落
差
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
外
か
ら
は
簡
単
に
見
え
な
い
。
落
差
は
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
は
潜
在
し
て
い
る
。
そ
の
潜
っ
て
い
る
差
異
を
顕
在
化
さ
せ
る
の
が
、
発
問
で
あ
る
。
Ａ
か
Ｂ
か
を
決
め
さ
せ
る
こ
と
は

一
つ
の
顕
在
化
法
で
あ
る
。
そ
れ
を
す
ぐ
に
口
頭
で
発
表
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
書
け
た
人
？
」
な
ど
と
問
う
の
で

は
な
く
、「
ま
だ
書
か
な
い
人
は
い
る
か
」
と
問
う
。
こ
の
と
き
に
凄
み
を
き
か
せ
る
と
、「
全
員
参
加
」
型
の
授
業
に
な
る
。

そ
こ
で
教
え
た
と
お
り
に
や
っ
た
子
ど
も
は
う
ん
と
褒
め
て
や
る
。
こ
れ
が
、「
従
順
快
感
」
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
だ
。

間
違
っ
て
も
、「
反
抗
快
感
」
を
育
て
て
は
い
け
な
い
。

ど
の
子
も
み
ん
な
自
分
の
答
え
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
力
の
差
が
読
解
力
の
差
と
し
て

表
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
解
答
は
な
る
べ
く
相
互
の
差
異
が
分
か
り
や
す
く
見
え
る
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
他
者
の
考
え
方
や
解
答
に
よ
っ
て
自
分
の
意
見
を
変
え
る
の
は
素
直
な
人
で
あ
る
こ
と
も
教
え
る
。
そ
し
て
、
素

直
な
人
は
必
ず
伸
び
る
と
い
う
こ
と
も
教
え
よ
う
。

　
　

進
歩
と
向
上
の
本
質
は
現
状
の
否
定
と
破
壊
で
あ
る
。

現
状
を
破
壊
す
る
か
ら
、次
の
段
階
へ
行
け
る
の
だ
。
個
々
に
落
差
の
あ
る
読
解
と
い
う
現
状
を
正
し
て
や
る
た
め
に
は
、

最
終
的
に
教
師
が
正
し
い
解
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
か
「
ど
れ
も
正
し
い
答
え
だ
」
な
ど
と
は
言
え
ま
い
。

先
の
「
お
ま
え
だ
っ
た
の
か
」
の
読
み
方
の
答
え
は
、
疑
問
形
で
、
尻
上
が
り
に
読
む
べ
き
あ
る
。

「
お
や
」
と
い
う
驚
き
で
兵
十
は
ご
ん
に
気
付
い
て
い
る
。
し
か
も
、
ご
ん
は
重
傷
の
中
で
兵
十
の
問
い
に
頷
く
の
だ
―
―

指
導
を
し
な
く
て
も
「
詠
嘆
」
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
分
か
る
。
し
か
し
、
疑
問
形
の
「
か
」
は
指
導
さ
れ
て
初
め
て
分
か



14

る
、「
あ
ぁ
、
な
る
ほ
ど
な
」
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
分
か
り
方
の
ほ
う
が
ず
っ
と
面
白
い
。

そ
れ
で
も
納
得
し
な
い
子
ど
も
が
い
た
場
合
は
、
許
容
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
が
鑑
賞
に
お
け
る
「
自
由
」
と
い
う
も
の

だ
。
あ
る
程
度
個
人
的
な
鑑
賞
に
こ
だ
わ
る
の
は
仕
方
が
な
い
。
ま
た
、
未
成
熟
な
場
合
は
、「
や
が
て
分
か
る
」
と
し
て
、

そ
の
場
で
は
深
入
り
せ
ず
、
許
容
す
る
。
そ
の
く
ら
い
の
度
量
を
持
っ
て
授
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④	

情
報
・
技
術
の
反
復
、
定
着

�
�「

定
着
」
の
た
め
の
「
反
復
」
が
多
い
ほ
ど
良
い
授
業
な
の
だ

�
�

知
識
に
せ
よ
、
技
術
に
せ
よ
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
使
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
し
な
が
ら
、
体

に
そ
れ
を
覚
え
こ
ま
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、「
反
復
、

練
習
」
に
よ
る
「
向
上
、
定
着
」
は
、
そ
の
力
を
発
揮
す
る
に
至
る
前
段
階
と
し
て
必
須
の
事
柄
で
あ
る
。

学
力
の
形
成
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
掛
け
算
九
九
を
覚
え
た
り
、漢
字
の
読
み
書
き
の
力
を
身
に
つ
け
た
り
す
る
に
は「
反

復
」
に
よ
る
「
定
着
」
が
欠
か
せ
な
い
。
音
読
の
技
術
も
、
書
写
の
技
術
も
、
作
文
の
技
術
も
み
な
こ
の
原
理
が
当
て
は
ま

る
。
何
を
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
程
度
反
復
さ
せ
る
か
と
い
う
実
践
に
は
、
個
々
の
場
合
に
応
じ
た
工
夫
が
必
要
に
な
る
。

⑤	

技
術
の
上
達
、
向
上

�
�「

上
達
、
向
上
」
の
事
実
が
多
い
ほ
ど
良
い
授
業
な
の
だ

�
�

間
違
え
た
り
、
つ
か
え
た
り
し
な
い
で
音
読
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
文
脈
や
文
意
を
適
切
に
反
映
し
て
よ
り
美
し
く
、
上

手
に
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
大
切
だ
。
間
違
え
た
り
、
小
さ
す
ぎ
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
均
整
の
と
れ
た
文
字
の
連

な
り
と
し
て
よ
り
美
し
く
、
上
手
な
文
字
が
書
け
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
子
の
言
語
技
術
が
、

よ
り
高
度
に
高
ま
り
、
上
達
し
、
進
歩
し
て
い
く
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
学
力
の
形
成
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

技
術
は
、
高
く
、
巧
み
で
あ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
知
識
も
ま
た
、
よ
り
豊
か
で
、
多
く
、
確
か
で
あ
る
に
越
し
た
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こ
と
は
な
い
。
関
心
も
興
味
も
意
欲
も
、
い
っ
そ
う
強
く
、
広
範
囲
に
亘
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
国
語
学
力
の
各
分
野
・

領
域
に
つ
い
て
、
そ
の
子
の
持
て
る
力
を
よ
り
高
く
、
望
ま
し
く
上
達
さ
せ
、
進
歩
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
学
力
形
成
の
重
要

な
一
つ
の
姿
で
あ
る
。
授
業
も
、
指
導
も
、
結
局
は
そ
の
よ
う
に
子
ど
も
を
導
き
、
向
上
的
変
容
を
不
断
に
保
障
し
て
い
く

こ
と
だ
。

以
上
の
五
相
を
以
っ
て
学
力
形
成
の
指
標
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
学
力
調
査
で
、
日
本
の
子
ど
も
が
持
て
る

学
力
を
活
用
し
た
り
応
用
し
た
り
す
る
力
に
欠
け
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。
そ
の
結
果
、
上
記

五
相
に
活
用
力
、
応
用
力
を
加
え
て
六
相
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

⑥	

情
報
・
技
術
の
活
用
、
応
用

�
�「

活
用
、
応
用
」
の
場
が
多
く
あ
る
ほ
ど
良
い
授
業
な
の
だ

�
�

日
本
の
子
ど
も
の
学
力
が
、
持
て
る
知
識
の
量
や
理
解
の
適
切
さ
に
お
い
て
は
一
定
の
高
水
準
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
の
理
解
力
や
知
識
を
生
活
の
中
に
活
か
し
て
用
い
た
り
、
他
に
応
用
し
た
り
す
る
力
と
な
る
と
、
ど
う
も
十
分

と
は
言
え
な
い
と
い
う
。
卑
近
な
例
で
言
え
ば
、
敬
語
に
関
す
る
理
解
を
し
て
い
て
も
、
生
活
の
場
面
で
は
使
え
な
い
と
か
、

漢
字
の
読
み
書
き
は
で
き
る
の
に
作
文
の
中
に
活
か
し
て
使
え
な
い
、
あ
る
い
は
使
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

で
は
、生
き
た
学
力
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、学
力
と
は
、目
的
が
先
に
あ
っ
て
、そ
の
た
め
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

作
文
力
を
高
め
る
た
め
に
漢
字
を
覚
え
る
。
人
間
関
係
を
よ
り
望
ま
し
く
す
る
た
め
に
敬
語
を
習
う
。
こ
れ
ら
が
本
来
的

な
学
力
の
形
成
の
仕
方
、
あ
り
方
で
あ
る
。
日
常
生
活
の
「
実
の
場
」
に
お
け
る
言
語
活
動
の
充
実
を
こ
そ
目
指
し
て
学
習

指
導
を
改
善
し
て
い
く
べ
き
な
の
だ
。

こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
が
自
他
と
も
に
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
時
、
そ
こ
に
学
力
の
形
成
0

0

の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
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る
。
こ
れ
ら
の
何
一
つ
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
そ
の
授
業
に
学
力
の
形
成
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ

れ
ら
六
つ
の
ど
れ
で
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
、
私
は
昔
か
ら
「
向
上
的
変
容
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
き
た
。

そ
の
「
連
続
的
保
障
」
こ
そ
が
指
導
で
あ
り
、
教
育
で
あ
り
、
授
業
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　

２　

国
語
科
授
業
で
形
成
さ
れ
る
学
力
と
は

国
語
科
は
、
教
科
と
し
て
の
成
立
も
最
も
古
く
、
そ
の
授
業
時
数
も
最
も
多
い
。
ま
た
、
す
べ
て
の
教
科
学
習
の
基
礎
を

養
う
と
い
う
意
味
で
、
最
重
要
教
科
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
子
ど
も
に
問
う
て
も
、
親
に
尋
ね
て

も
、
教
師
に
訊
い
て
も
、
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
最
重
要
教
科
と
し
て
国
語
科
を
拳
げ
て
く
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
室
で
行
わ
れ
て
い
る
国
語
科
の
授
業
は
、
多
く
の
場
合
、
か
な
り
現
場
の
教
師
に
厄
介
が
ら
れ
て
い
る
。
子

ど
も
が
教
科
書
を
見
て
も
、
書
か
れ
て
い
る
そ
の
大
方
の
こ
と
を
分
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し
て
、
何
を
教
え
れ
ば
い

い
の
か
が
ど
う
も
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
と
言
う
。
何
を
教
え
れ
ば
い
い
の
か
が
分
か
ら
な
い
で
授
業
を
す
る
こ
と
ほ
ど
辛

い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
多
く
の
教
師
が
、
子
ど
も
に
分
か
っ
て
は
い
て
も
改
め
て
も
う
一
度
そ
れ
を
お
さ
ら
い
し
て
い
く
し
か
な
い
と

考
え
、
国
語
の
授
業
は
多
く
の
場
合
「
確
認
と
な
ぞ
り
」
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
る
。

あ
る
い
は
、
授
業
の
根
本
的
な
事
項
が
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
と
か
く
珍
し
い
授
業
方
式
に
と
び
つ
い
て
し
ま
い
、
子

ど
も
が
賑
や
か
に
話
し
合
い
、
夢
中
に
な
っ
て
討
論
を
し
合
い
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
は
き
っ
と
い
い
授
業
な
の
だ
と
勘
違
い
を

し
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

国
語
科
の
授
業
に
お
け
る
形
成
学
力
の
曖
昧
さ
は
依
然
と
し
て
解
決
し
て
い
な
い
。



17……第一章　国語学力を形成する

ど
ん
な
学
力
を
つ
け
た
の
か
、
と
い
う
教
師
の
意
識
も
希
薄
だ
し
、
ど
ん
な
学
力
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
か
と
い
う
子
ど
も

の
意
識
も
希
薄
な
の
だ
。
だ
か
ら
「
国
語
の
学
力
を
高
め
る
の
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
す
か
」
と
い
う
子
ど
も
や
親
の
問

い
に
対
し
て
教
師
は
、「
や
は
り
、
本
を
た
く
さ
ん
読
む
こ
と
で
す
ね
」
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
答
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ

が
多
く
の
国
語
授
業
者
に
共
通
し
た
答
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、そ
の
授
業
の
大
方
は
「
活
動
あ
っ
て
指
導
な
し
」「
授

業
は
し
て
い
る
が
学
力
の
形
成
が
な
い
」
と
い
う
「
活
動
主
義
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

最
も
基
本
的
な
こ
と
は
何
か
が
き
ち
ん
と
分
か
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
り
は
す
る
が
ど
う
も
基
礎
学

力
を
高
め
る
こ
と
に
は
役
立
っ
て
い
な
い
。
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
本
書
で
は
、
次
の
よ
う
な
思
い
を
込
め
て
、
国
語
科
の
授
業
の
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
実
践
方
法
を
述
べ

て
み
た
い
。

①	

ど
の
教
室
の
、
ど
ん
な
授
業
者
も
、
ま
ず
こ
れ
だ
け
は
き
ち
ん
と
分
か
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
「
基
本
」

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

②	

新
し
い
実
践
方
法
を
開
発
し
て
い
く
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ら
の
改
善
案
も
「
基
本
」
に
根
ざ
す
必
要

が
あ
る
。「
応
用
」
は
「
基
本
」
の
上
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
「
基
本
」
が
お
さ
え
ら
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

③	

そ
の
基
本
さ
え
お
さ
え
て
あ
れ
ば
、
多
様
な
展
開
を
工
夫
す
る
こ
と
は
や
さ
し
い
の
で
あ
る
。
基
本
を
ふ
ま
え

れ
ば
、
安
心
し
て
多
様
な
方
法
を
開
発
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
拠
り
所
を
明
示
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
か
ら
離
す
こ
と
な
く
、
多
く
の
実
践
者
に
安
心
し
て
実
践
で
き
る
拠
り
所
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
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ば
、
筆
者
と
し
て
は
ま
こ
と
に
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

３　

授
業
の
第
一義
は「
国
語
学
力
」の
形
成

国
語
科
の
授
業
は
何
の
た
め
に
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
き
ち
ん
と
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
国
語
科
の
授
業
の

根
本
的
な
目
的
は
、
子
ど
も
に

国
語
学
力
を
形
成
す
る
こ
と

の
一
事
で
あ
る
。「
国
語
学
力
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
ひ
と
ま
ず
今
は
立
ち
入
ら
ず
に
お
こ
う
。
そ
れ
は
次
章
に

譲
る
と
し
て
、
ま
ず
は
と
に
か
く
国
語
科
の
授
業
は
、
子
ど
も
に
「
国
語
学
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
行
う
も
の
な
の

だ
」
と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

実
は
、
こ
の
こ
と
は
何
も
国
語
科
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
算
数
の
授
業
を
す
る
時
に
は
、
子
ど
も
に
算
数
の
学
力
を

形
成
し
て
や
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
に
な
る
。
社
会
科
で
は
、
社
会
科
の
学
力
を
つ
け
て
や
る
こ
と
が
根
本
的
な
授
業
の
狙

い
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
至
極
当
然
の
狙
い
が
、
実
は
意
外
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
べ
き
だ
。
例
え
ば
、
授
業
研
究
会

の
折
の
協
議
会
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
欲
し
い
。

・
子
ど
も
が
生
き
生
き
と
活
躍
し
て
い
た
。

・
ど
の
子
も
熱
心
に
作
文
を
書
い
て
い
た
。

・
発
言
が
一
部
の
子
ど
も
に
偏
っ
て
い
た
。
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・
深
く
読
み
と
っ
て
い
る
様
子
が
感
じ
ら
れ
た
。

・
先
生
の
、
終
始
に
こ
や
か
な
表
情
が
よ
か
っ
た
。

・
ど
の
発
言
も
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
「
印
象
披
露
」
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
か
。「
学
力
形
成
」
に
つ
い
て
の
議
論
や
討
論
は
ど
の
協
議
会
で
も

ま
ず
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

少
し
極
端
な
言
い
方
を
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

授
業
で
は
、「
子
ど
も
が
生
き
生
き
と
活
躍
し
て
」
な
ん
か
い
な
く
た
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
ど
っ
ち
で

も
い
い
か
ら
、
本
時
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
所
期
の
国
語
学
力
が
身
に
つ
け
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
肝
腎
な
の

で
あ
る
。
く
だ
ら
な
い
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、子
ど
も
た
ち
が「
生
き
生
き
と
活
躍
」な
ん
か
し
た
っ
て
何
に
も
な
ら
な
い
の
だ
。

ま
た
、「
ど
の
子
も
熱
心
に
作
文
を
書
い
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
作
文
の
時
間
に
お
け
る
子
ど
も
の
状
態
と
し
て
は

望
ま
し
い
に
違
い
な
い
が
、
そ
う
い
う
「
活
動
の
様
子
」
は
、
い
わ
ば
ど
っ
ち
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、

そ
の
時
間
に
ど
ん
な
新
し
い
「
作
文
力
」
が
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

よ
く
問
題
に
な
る
こ
と
だ
が
「
発
言
が
一
部
の
子
ど
も
に
偏
る
」
こ
と
だ
っ
て
あ
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
活
躍
を
し
て
い

る
子
が
、
一
部
か
、
全
体
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ど
っ
ち
だ
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
国
語
学
力
の
形
成
が
一
部
の
子
ど
も

に
し
か
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
授
業
は
批
判
を
受
け
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
一
に
も
二
に
も
、
授
業
は
「
学
力
の
形
成
」
こ
そ
を
第
一
義
に
目
指
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
授
業

の
根
本
的
な
狙
い
だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、「
学
力
さ
え
形
成
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ひ
と
ま
ず
は
「
そ
れ
で
い
い
の
だ
」

と
答
え
て
お
こ
う
。
第
一
義
が
守
ら
れ
、
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。


