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「
受
け
止
め
る
と
い
う
こ
と
」

永
井

陽
寛

吉
永
先
生
と
は
、
平
成
３
０
年
度
大

阪
府
小
学
校
国
語
教
育
研
究
大
会
に

て
、
指
導
助
言
を
頂
い
た
こ
と
が
ご
縁

で
し
た
。
当
時
は
ま
だ
ま
だ
若
く
尖
っ

て
い
た
時
期
で
、
想
い
だ
け
は
強
く
、

授
業
力
は
…
。
思
い
返
せ
ば
お
恥
ず
か

し
い
限
り
で
す
。

先
日
、
ア
メ
リ
カ
に
旅
行
し
た
時
に

「
相
手
を
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
心
の

大
切
さ
」
に
改
め
て
気
づ
き
ま
し
た
。

言
葉
の
通
じ
な
い
国
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
の
難
し
さ
を
実
感

し
た
の
で
す
が
、
拙
い
英
語
と
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
で
、
な
ん
と
か
伝
え
よ
う
と
す

る
と
、
現
地
の
人
も
な
ん
と
か
受
け
止

め
よ
う
と
し
て
く
れ
ま
し
た
。
言
葉
を

通
じ
て
想
い
を
伝
え
る
こ
と
を
大
切
に

指
導
し
て
い
ま
す
が
、
言
葉
を
介
さ
な

く
て
も
、
通
じ
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
々
の
子
ど
も
た
ち
と
の
関
り
に
も
繋

が
る
と
こ
ろ
で
し
た
。

今
年
度
は
大
阪
府
の
「
国
語
の
授
業

づ
く
り
モ
デ
ル
小
学
校
」
の
指
定
を
受

け
、
国
語
専
科
と
し
て
、
学
校
全
体
の

国
語
の
授
業
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
、
自
分
自
身
が
培
っ
て

き
た
知
識
や
技
術
、
学
習
指
導
要
領
を

読
み
込
み
、
経
験
年
数
も
様
々
な
先
生

方
と
子
ど
も
た
ち
の
国
語
力
を
育
ん
で

い
く
た
め
に
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
研

究
を
進
め
て
い
ま
す
。
私
は
担
任
の
ク

ラ
ス
は
持
た
ず
、
様
々
な
学
年
に
一
単

元
ご
と
に
入
り
込
み
で
授
業
を
し
ま

す
。
授
業
だ
け
で
会
う
子
ど
も
た
ち
も

多
く
、

授
業
の
中
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
、
発
言
の
真
意

や
悩
み
ど
こ
ろ
を
汲
み
取
っ
て
進
め
て

い
く
、
楽
し
さ
と
難
し
さ
を
感
じ
て
い

ま
す
。
特
に
一
年
生
は
私
自
身
こ
れ
ま

で
担
当
し
た
こ
と
が
な
い
学
年
で
、
ま

だ
ま
だ
語
彙
の
少
な
い
子
ど
も
た
ち
と

ど
う
や
っ
て
や
り
と
り
を
し
な
が
ら
進

め
て
い
こ
う
か
悩
み
ま
し
た
が
、
「
し

っ
か
り
受
け
止
め
よ
う
」
と
意
識
し
た

こ
と
で
、
楽
し
く
話
し
な
が
ら
授
業
が

で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

授
業
に
お
け
る
単
元
構
成
や
発
問
が

「
攻
め
」
と
す
る
な
ら
ば
、
子
ど
も
た

ち
の
発
言
や
悩
み
を
繋
げ
広
げ
て
い
く

こ
と
は
「
受
け
」
だ
と
考
え
ま
す
。
私

の
中
で
「
攻
め
」
の
方
は
勉
強
や
経
験

に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
積
み
上
が
っ
て
き

て
は
い
ま
す
が
、
「
受
け
」
の
方
は
ま

だ
ま
だ
で
す
。
幸
い
今
年
は
、
た
く
さ

ん
の
子
ど
も
た
ち
と
授
業
で
出
会
え
る

機
会
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
、
し
っ
か

り
と
受
け
止
め
、
通
じ
合
え
る
よ
う
に
、

自
分
の
幅
を
広
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

最
後
に
、
毎
回
先
生
方
の
実
践
や
そ

こ
か
ら
浮
か
ぶ
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
想

像
し
て
楽
し
く
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
「
国
語
力
は
人

間
力
」
を
胸
に
、
日
々
授
業
づ
く
り
に

励
ん
で
い
き
ま
す
。

（
大
阪
府
八
尾
市
立
八
尾
小
学
校
教
諭
）

▼
滋
賀
県
の
国
語
教
育

の
推
進
に
力
を
注
ぎ
退

職
を
し
た
人
達
の
組
織

が
あ
り
ま
す
。

・
OB

OG

が
後
輩
の
皆
さ
ん
の
力

に
な
り
た
い
と
い
う
志

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

、
目
的
を
、
実
践
の
知
恵

を
次
世
代
に
引
き
継
い

で
い
く
と
い
う
も
の
で
す
。
令
和

年
5

総
会
に
参
加
し
ま
し
た
▼

・

の
会

OB

OG

と
は
い
え
、
話
題
は

チ
ャ
ッ
ト
の
こ

AI

と
な
ど
を
含
め
、
時
代
を
リ
ー
ド
す
る

勢
い
が
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、
滋
賀
県

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
の
研
修
指
導
員
の

三
上
昌
男
さ
ん
の
「
授
業
の
腕
を
あ
げ

る
『
国
語
』
」
は
興
味
深
い
も
の
で
し

た
。
校
長
時
代
に
授
業
を
さ
れ
た
時
の

記
録
や
若
い
先
生
に
役
立
つ
俳
句
や
語

彙
指
導
等
幅
広
い
内
容
で
し
た
。
▼
現

職
教
員
対
象
の
講
座
で
指
導
の
概
要
を

知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
▼
印
象
に
残

っ
た
の
は
「
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
っ
た
ら
、

言
葉
の
切
り
替
え
を
」
と
い
う
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
と
そ
の
内
容
。
「
（
場
面
）
が

変
わ
れ
ば
、
（
こ
と
ば
）
も
変
わ
る
の

が
社
会
生
活
の
基
本
。
切
り
替
え
の
習

慣
は
、
先
ず
、
教
室
で
身
に
付
け
る
こ

と
」
さ
ら
に
、
具
体
的
に
は
次
の
三
つ
。

①
「
「
う
ん
」
か
ら
「
は
い
」
へ
。
②

「
だ
よ
」
か
ら
「
で
す
」
へ
。
③
「
友

達
こ
と
ば
」
か
ら
「
学
習
の
こ
と
ば
」

へ
。
子
ど
も
へ
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、

教
師
も
習
慣
に
し
た
い
基
本
で
あ
る
と

い
う
思
い
を
強
く
持
ち
ま
し
た
。

（
吉
永
幸
司
）
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文
学×

シ
ン
キ
ン
グ
ツ
ー
ル
＝
？

髙
木

富
也

十
一
月
二
十
三
日
（
木
）
の
近
江
の

国
語
実
践
研
究
会
で
は
、
『
シ
ン
キ
ン

グ
ツ
ー
ル
を
用
い
た
文
学
の
授
業
づ
く

り
』
と
題
し
て
、
実
践
提
案
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。
貴
重
な
発
表
機
会
を
い

た
だ
い
た
こ
と
、
改
め
て
感
謝
を
述
べ

た
い
。
今
回
の
機
関
誌
で
は
、
提
案
を

ふ
り
か
え
り
、
参
会
者
と
の
質
疑
応
答

な
ど
を
通
し
て
見
え
て
き
た
今
後
の
課

題
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

発
表
は
、
①
文
学×

シ
ン
キ
ン
グ
ツ

ー
ル
＝
？

②
「
モ
チ
モ
チ
の
木
」（
三

年
）×

ウ
ェ
ビ
ン
グ
マ
ッ
プ

③
「
ご

ん
ぎ
つ
ね
」
（
四
年
）×

ウ
ェ
ビ
ン
グ

マ
ッ
プ
・
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト

④
二

つ
の
実
践
を
通
し
た
成
果
と
課
題

と

い
う
構
成
で
提
案
し
た
。
文
学
や
シ
ン

キ
ン
グ
ツ
ー
ル
の
理
論
的
な
面
や
先
行

研
究
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
参

会
者
も
納
得
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
実
践
場
面
で
は
、
「
モ
チ

モ
チ
の
木
」
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
と
い
う

中
学
年
の
重
要
教
材
を
取
り
扱
っ
た
こ

と
も
、
イ
メ
ー
ジ
の
し
や
す
さ
に
繋
が

っ
た
と
思
う
。
板
書
写
真
、
シ
ン
キ
ン

グ
ツ
ー
ル
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
、
児
童
の

発
話
記
録
、
成
果
物
等
を
視
覚
的
に
示

し
な
が
ら
、
授
業
の
流
れ
を
示
し
て
い

っ
た
。
最
後
に
は
成
果
と
課
題
と
し
て
、

文
学
に
シ
ン
キ
ン
グ
ツ
ー
ル
を
活
用
す

る
こ
と
で
、
児
童
の
主
体
的
な
学
び
を

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
主
張
し

た
。
短
い
時
間
で
の
実
践
発
表
で
あ
っ

た
が
、
参
会
者
は
概
ね
好
感
触
な
雰
囲

気
で
は
な
か
っ
た
か
と
感
じ
て
い
る
。

一
方
、
質
疑
応
答
や
、
発
表
後
の
交

流
等
で
、
課
題
も
見
え
て
き
た
。
シ
ン

キ
ン
グ
ツ
ー
ル
の
具
体
的
な
活
用
方

法
、I

C
T

と
ア
ナ
ロ
グ
の
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
補
足

説
明
を
す
る
こ
と
で
回
答
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
最
も
課
題
と
感
じ
た
の
は
、

「
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー
ト
の
読
後
感
の
主

語
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
」
と
い
う
点
で

あ
る
。
『
も
や
も
や
』
と
い
う
読
後
感

が
、
ご
ん
な
の
か
、
兵
十
な
の
か
、
読

み
手
な
の
か
、
入
り
混
じ
っ
て
い
る
こ

と
が
、
児
童
に
と
っ
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
か
？
と
い
う
疑
問
が
残
っ

た
。
本
来
読
後
感
と
は
読
者
側
か
ら
見

た
視
点
で
あ
る
。
今
回
児
童
は
「
ご
ん

は
、
も
や
も
や
度
が
３
。
兵
十
は
、
も

や
も
や
度
が
５
。
な
ぜ
な
ら
～
…
」
と

い
う
よ
う
に
発
表
し
て
い
る
が
、
き
っ

と
児
童
の
中
に
は
、
「
私
の
も
や
も
や

度
が
５
。
」
と
い
う
児
童
も
い
た
だ
ろ

う
。
文
学
で
数
値
化
を
厳
密
に
す
る
必

要
は
な
い
と
は
考
え
る
が
、
「
誰
の
立

場
で
考
え
て
い
る
の
か
」
と
い
う
点
は

明
確
に
し
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
課
題
を
、
発
問
指
示
に
よ
っ

て
克
服
す
る
の
か
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の

構
造
等
で
克
服
す
る
の
か
、
ま
た
は
別

の
方
法
を
採
用
す
る
の
か
、
今
後
考
え

て
い
き
た
い
。

【
文
学×

シ
ン
キ
ン
グ
ツ
ー
ル
＝
？
】

こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
各
学
級

に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
回
は
、

「
主
体
的
」「
学
習
参
加
」「
読
み
の
変

容
」
と
い
う
点
で
の
成
果
が
大
き
か
っ

た
。
き
っ
と
次
の
実
践
で
は
違
う
感
触

も
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
「
授
業
は
生
き

物
」
で
あ
る
と
捉
え
、
目
の
前
の
児
童

の
姿
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
今
後
も
研

究
し
て
い
き
た
い
。

（
東
近
江
市
立
能
登
川
南
小
学
校
）

さ
ん
の
学
び
の
調
整

Y

少
徳

信

「
学
び
に
向
か
う
力
」
に
つ
い
て
考

え
る
と
き
、
よ
く
耳
に
す
る
の
が
「
学

び
の
調
整
」
で
あ
る
。
自
分
自
身
、
な

か
な
か
理
解
で
き
な
い
で
い
た
中
、
Y

さ
ん
の
と
あ
る
学
ぶ
姿
が
こ
の
「
学
び

の
調
整
」
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
ぜ
ひ
紹

介
し
た
い
。

「
世
界
に
ほ
こ
る
和
紙
」
「
伝
統
工

芸
の
良
さ
を
伝
え
よ
う
」
の
書
く
単
元

の
学
習
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ

る
。
自
学
級
で
は
、
彦
根
・
高
宮
の
人

が
も
っ
と
信
楽
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ

る
よ
う
な
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
る
こ
と

を
目
的
に
学
習
を
進
め
て
い
た
。

さ
Y

ん
の
姿
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
「
中
」

に
書
く
内
容
を
決
め
る
時
間
に
見
ら
れ

た
。
そ
の
時
間
は
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
副

題
を
つ
け
る
こ
と
を
通
し
て
「
中
」
に

書
く
内
容
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
ね
ら

い
と
し
て
い
た
。

さ
ん
は
、
書
き
た

Y

い
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
副
題
と
内
容

と
が
ぴ
っ
た
り
合
わ
ず
に
苦
労
し
て
い

た
。
具
体
的
に
は
、「
秘
密
の
窯
の
中
」

と
い
う
副
題
の
も
と
、
中
①
に
、
「
ね

ん
ど
で
た
ぬ
き
が
作
れ
る
」
、
中
②
で

「
タ
ヌ
キ
を
作
る
体
験
が
で
き
る
」
と

し
て
い
た
。
そ
ん
な
と
き
、
あ
る
友
達

が
「
①
と
②
で
言
っ
て
る
こ
と
同
じ
じ

ゃ
な
い
？
」
と
声
を
か
け
た
。

さ
ん
「
う
ん
、
で
も
わ
か
ら
へ
ん
」

Y友
達
「
副
題
で
『
窯
の
中
』
っ
て
書
い

て
る
か
ら
、
窯
の
こ
と
も
書
き
た
い
ん

じ
ゃ
な
い
ん
？
」

さ
ん
「
ほ
ん
ま
や
、
た
し
か
に
そ
う
。

Yじ
ゃ
あ
、
中
②
を
『
自
分
が
作
っ
た
た

ぬ
き
が
焼
け
る
』
に
す
る
わ
」

友
達
「
あ
、
そ
れ
や
っ
た
ら
め
っ
ち
ゃ

わ
か
り
や
す
く
て
良
い
と
思
う
」

時
間
に
し
て
そ
れ
ほ
ど
長
い
会
話
で

は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、

さ
ん
に
と

Y

っ
て
も
や
も
や
し
て
い
た
こ
と
が
す
っ

き
り
解
決
し
た
心
地
が
し
た
の
だ
ろ

う
。こ

の

さ
ん
の
姿
か
ら
、
子
ど
も
が

Y

学
び
の
調
整
を
す
る
に
は
、
以
下
の
こ

と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。

①

言
語
活
動
が
具
体
的
で
あ
り
、
試

行
錯
誤
す
る
必
要
性
を
持
っ
て
い
る
こ

と
。

②

学
習
者
が
目
的
意
識
と
見
通
し
を

明
確
に
持
っ
て
い
る
こ
と
。

も
う
少
し
詳
細
に
分
析
で
き
れ
ば
よ
り

具
体
的
な
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う

が
、

さ
ん
の
姿
か
ら
こ
れ
ら
の
こ
と

Y

が
必
要
で
あ
る
と
率
直
に
感
じ
た
。

こ
の
２
つ
の
こ
と
は
言
わ
ば
当
た
り

前
で
あ
る
。
た
だ
、
自
分
自
身
の
今
ま

で
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
具

体
的
な
言
語
活
動
が
仕
組
め
て
い
た
の

か
、
学
級
全
員
が
目
的
と
見
通
し
を
も

っ
て
学
習
に
向
き
合
え
て
い
た
だ
ろ
う

か
な
ど
、
そ
の
当
た
り
前
が
で
き
て
い

な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
。
そ
の

「
当
た
り
前
」
を
大
切
に
、
こ
れ
か
ら

も
授
業
に
臨
み
た
い
。

（
彦
根
市
立
高
宮
小
学
校
）
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財
産弓

削

裕
之

六
年
「
大
切
に
し
た
い
言
葉
」
（
光

村
六
年
『
創
造
』
）
の
学
習
で
、
元
プ

ロ
野
球
選
手
の
松
井
秀
喜
氏
の
言
葉
を

き
っ
か
け
に
し
て
、
「
物
や
お
金
よ
り

も
、
自
分
に
と
っ
て
は
出
会
っ
た
友
達

が
財
産
だ
」
と
６
年
間
の
作
文
を
締
め

く
く
っ
た
児
童
が
い
た
。
一
年
生
の
頃

か
ら
、
誰
と
で
も
分
け
隔
て
な
く
接
す

る
こ
と
が
で
き
る
優
し
い
子
だ
っ
た
。

作
文
の
題
名
に
も
な
っ
て
い
た
「
財
産
」

と
い
う
言
葉
を
目
に
し
た
時
、
私
は
、

先
日
の
「
第
九
回
近
江
国
語
実
践
研
究

会
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

研
究
会
で
は
、
鼎
談
と
い
う
経
験
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
先
輩
の
先
生
方

と
三
人
で
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
話
を
す

る
と
い
う
も
の
だ
。
お
役
を
も
ら
っ
た

際
、
（
果
た
し
て
自
分
に
務
ま
る
だ
ろ

う
か
）
と
不
安
が
過
っ
た
。
テ
ー
マ
は

「
言
葉
へ
の
自
覚
が
高
ま
る
学
習
づ
く

り
」
、
と
て
も
大
き
な
題
材
だ
っ
た
。

咄
嗟
の
話
題
に
対
応
で
き
る
自
信
は
な

く
、
入
念
に
準
備
を
し
な
け
れ
ば
と
思

っ
た
が
、
何
に
手
を
つ
け
て
良
い
の
か

わ
か
ら
な
い
。
筋
の
通
っ
た
確
か
な
実

践
の
足
跡
が
見
つ
か
ら
ず
、
十
数
年
間

何
を
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
途
方
に
暮

れ
た
。

藁
に
も
す
が
る
思
い
で
始
め
た
の

が
、
パ
ソ
コ
ン
上
の
デ
ー
タ
整
理
だ
っ

た
。
整
理
整
頓
が
苦
手
で
、
こ
れ
ま
で

の
実
践
記
録
が
い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
点

在
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
一
つ
の
フ
ォ

ル
ダ
に
収
め
、
更
に
種
類
ご
と
に
分
類

し
た
。
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
り
が
で
き

た
中
で
、
ふ
と
、
「
さ
ざ
な
み
原
稿
」

の
フ
ォ
ル
ダ
に
目
が
留
ま
っ
た
。
ど
の

フ
ォ
ル
ダ
よ
り
も
、
保
存
さ
れ
て
い
る

フ
ァ
イ
ル
の
数
が
多
か
っ
た
。

初
め
て
書
い
た
原
稿
を
読
み
返
し
た

時
、
さ
ざ
な
み
例
会
で
の
あ
る
言
葉
が

思
い
出
さ
れ
た
。

「
子
ど
も
の
姿
が
見
え
る
原
稿
に
し
て

く
だ
さ
い
。」

そ
の
言
葉
を
聞
い
て
は
っ
と
し
た
覚

え
が
あ
っ
た
。
自
分
が
書
い
た
原
稿
に

は
、
子
ど
も
が
い
る
よ
う
で
い
な
い
感

じ
が
し
た
。
「
さ
ざ
な
み
」
の
バ
ッ
ク

ナ
ン
バ
ー
を
読
み
返
し
、
先
輩
方
の
原

稿
の
書
き
振
り
か
ら
「
子
ど
も
の
姿
が

見
え
る
原
稿
」
の
書
き
方
を
学
ん
だ
。

そ
こ
に
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
子
ど
も
の

姿
、
あ
り
の
ま
ま
の
教
師
の
姿
、
あ
り

の
ま
ま
の
教
室
の
姿
が
あ
っ
た
。
こ
ん

な
風
に
、
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
こ

と
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
と

思
っ
た
。

研
究
会
に
向
け
て
、
私
は
「
言
葉
へ

の
自
覚
が
高
ま
る
学
習
づ
く
り
」
の
テ

ー
マ
に
合
っ
た
自
分
の
原
稿
を
探
し

た
。
原
稿
を
読
ん
で
い
る
と
、
こ
れ
は

あ
の
ク
ラ
ス
の
こ
と
だ
な
、
こ
れ
は
あ

の
子
の
こ
と
だ
な
と
、
そ
の
時
々
の
子

ど
も
た
ち
の
様
子
が
よ
み
が
え
っ
て
き

た
。
自
分
の
実
践
に
つ
い
て
話
す
自
信

は
な
い
け
れ
ど
、
子
ど
も
た
ち
の
姿
な

ら
紹
介
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

思
い
、
原
稿
に
付
箋
紙
を
貼
っ
て
い
っ

た
。
そ
れ
は
と
て
も
幸
せ
な
時
間
だ
っ

た
。鼎

談
で
は
、
先
輩
方
の
よ
う
に
上
手

く
話
す
こ
と
が
で
き
ず
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
た
。
よ
り
自
分
の
実
践
に
磨
き
を

か
け
な
け
れ
ば
と
強
く
感
じ
た
。
し
か

し
、
今
回
の
経
験
を
通
し
て
、
「
さ
ざ

な
み
国
語
教
室
」
で
の
十
五
年
の
学
び

の
足
跡
が
見
つ
か
っ
た
気
が
し
た
。
そ

れ
は
紛
れ
も
な
く
出
会
っ
た
子
ど
も
た

ち
で
あ
り
、
保
護
者
の
方
々
で
あ
り
、

同
僚
の
先
生
方
で
あ
り
、
同
人
の
先
生

方
で
あ
っ
た
。

（
京
都
女
子
大
学
附
属
小
学
校
）

「読
後
感
」か
ら
始
ま
る
学
習

谷
口

映
介

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」（
東
京
書
籍
四
年
上
）

の
実
践
を
報
告
す
る
。
本
教
材
は
、
新

美
南
吉
一
八
歳
の
時
の
作
品
で
あ
る
。

昭
和
五
五
年
度
か
ら
現
在
に
至
る
ま

で
、
第
四
学
年
が
使
用
し
て
い
る
教
科

書
の
全
て
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
せ
っ

か
く
の
善
意
も
通
じ
合
わ
な
い
運
命
の

皮
肉
（
ご
ん
の
死
）
と
い
う
悲
劇
的
な

結
末
を
迎
え
る
物
語
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
人
物
の
会
話
や
行
動
、
出
来
事
等

か
ら
様
々
な
「
問
い
」
が
児
童
か
ら
生

ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
話
し
合
う
中
で
、

考
え
の
ズ
レ
も
生
み
出
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。

一
．
「読
後
感
」か
ら
の
単
元
構
想

単
元
の
導
入
に
あ
た
っ
て
今
回
大
切

に
し
た
の
が
、
「
読
後
感
」
と
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
る
「
問
い
」
で
あ
る
。
読
後

感
は
、
次
の
言
葉
か
け
で
引
き
出
し
た
。

ア
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
を
読
む
と
〇
〇

（
な
）
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

イ
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
〇
〇
（
な
）
話
だ

と

思
い
ま
し
た
。

書
く
際
に
は
、
気
持
ち
を
表
す
語
彙
も

提
示
し
、
拡
充
を
図
っ
た
。
学
習
者
か

ら
は
、「
悲
し
い
」「
も
の
悲
し
い
」「
切

な
い
」
「
つ
ら
い
」
な
ど
、
結
末
か
ら

の
読
後
感
が
数
多
く
出
さ
れ
た
。
一
方

で
、
「
良
い
話
」
で
あ
る
と
い
う
感
想

も
一
部
あ
っ
た
。
理
由
を
問
う
と
、
中

心
人
物
「
ご
ん
」
の
気
持
ち
の
変
化
に

引
き
付
け
ら
れ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
単
元
の
中
で
、
読

後
感
が
何
か
ら
来
る
の
か
、
人
物
の
気

持
ち
の
変
化
を
追
う
こ
と
を
目
的
に
、

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
物
語
た
ん
て
い
団
」
を

結
成
し
て
、
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と

に
な
っ
た
。
以
後
は
、
多
く
の
「
問
い
」

の
中
か
ら
、
人
物
の
気
持
ち
の
変
化
を

考
え
る
上
で
重
要
だ
と
考
え
る
「
問
い
」

を
学
習
者
自
身
が
グ
ル
ー
プ
や
全
体
で

分
類
・
整
理
し
た
。
選
択
さ
れ
た
「
問

い
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
割
愛
す

る
が
、
「
ご
ん
」
や
「
兵
十
」
の
気
持

ち
の
変
化
に
焦
点
化
し
、
選
び
出
さ
れ

た
「
問
い
」
を
軸
に
し
な
が
ら
話
し
合

い
（
物
語
た
ん
て
い
報
告
会
）
を
重
ね

た
。

二
．
「
読
後
感
」
の
根
拠
を
話
し
合
う

「
物
語
た
ん
て
い
報
告
会
」
で
は
、
気

持
ち
の
変
化
を
考
え
た
後
に
、
最
初
の

読
後
感
の
根
拠
を
話
し
合
っ
た
。
一
部

を
抜
粋
す
る
。【
こ
の
物
語
は
、「
悲
し

い
」
結
末
（
物
語
）
？
そ
れ
と
も
「
よ

い
」
結
末
（
物
語
）
？
）
】（
注
：
二
者

択
一
で
は
な
く
、
両
方
も
可
）

Ｃ
：
ぼ
く
は
、
悲
し
い
け
れ
ど
、
良
い

結
末
だ
と
思
い
ま
す
。
「
火
縄
じ
ゅ
う

を
ば
た
り
と
、
取
り
落
し
た
」
と
い
う

こ
と
は
、
大
き
な
後
悔
を
表
し
て
い
る

し
、
少
し
は
「
ご
ん
」
の
思
い
が
伝
わ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で

す
。

Ｃ
：
で
も
、
「
ご
ん
」
が
持
っ
て
来
て

く
れ
た
ま
で
は
分
か
る
け
れ
ど
、
な
ぜ

な
の
か
は
分
か
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま

す
。
努
力
が
報
わ
れ
て
い
な
い
…
（
後

略
）最

後
は
、
冒
頭
の
一
文
の
意
味
を
考

え
た
。
今
ま
で
の
学
び
を
振
り
返
り
な

が
ら
話
し
合
う
姿
が
見
ら
れ
た
報
告
会

で
あ
っ
た
。（

竜
王
町
立
竜
王
小
学
校
）
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紅
葉
か
ら
言
葉
を
広
げ
る

好
光
幹
雄

晩
秋
。
２
年
生
の
国
語
の
授
業
の
一

幕
で
す
。

「
先
生
、
こ
ん
な
葉
っ
ぱ
、
見
つ
け
ま

し
た
。」

「
う
ん
、
い
い
ね
。」

「
先
生
、
秋
に
な
る
と
、
も
み
じ
が
き

れ
い
で
す
ね
。」

「
き
れ
い
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
、
今
日
は
、

も
み
じ
の
お
話
を
し
ま
し
ょ
う
か
。」

「
は
い
。」

「
み
ん
な
が
も
み
じ
っ
て
言
っ
て
る
の

は
、
ふ
つ
う
こ
の
葉
っ
ぱ
の
こ
と
で

す
ね
。」

「
は
い
。」

「
で
も
ね
、
実
は
も
み
じ
と
い
う
の
は
、

赤
く
な
っ
た
葉
っ
ぱ
の
こ
と
を
も
み

じ
と
言
い
ま
す
。
漢
字
で
書
く
と
紅

葉
と
書
き
ま
す
。
紅
は
赤
い
と
い
う

意
味
で
す
よ
。」

「
え
、
そ
う
な
ん
や
。」

「
み
ん
な
が
言
っ
て
る
も
み
じ
に
は
、

実
は
木
の
名
前
が
あ
っ
て
、
楓
（
か

え
で
）
の
葉
っ
ぱ
で
す
。
で
す
か
ら
、

楓
の
葉
っ
ぱ
が
赤
く
な
る
と
楓
紅
葉

（
か
え
で
も
み
じ
）
と
言
い
ま
す
。
」

「
え
ー
、
知
ら
ん
か
っ
た
。」

「
で
は
、
他
に
も
赤
く
な
る
葉
っ
ぱ
が

あ
る
で
し
ょ
。
こ
の
葉
っ
ぱ
は
何
の

葉
っ
ぱ
か
知
っ
て
い
ま
す
か
？
春
に

な
る
と
、
咲
く
花
だ
よ
。」

「
さ
く
ら
？
」

「
は
い
、
桜
で
す
。
で
す
か
ら
、
秋
に

な
っ
て
桜
の
葉
っ
ぱ
が
赤
く
な
る
と

桜
紅
葉
（
さ
く
ら
も
み
じ
）
と
言
い

ま
す
。」

「
え
ー
、
そ
う
な
ん
や
。」

「
そ
う
す
る
と
、
赤
く
な
る
葉
っ
ぱ
、

い
っ
ぱ
い
あ
る
で
し
ょ
。
こ
の
実
、

何
で
す
か
？
」

「
柿
で
す
。」

「
ほ
ら
、
こ
れ
、
先
生
が
と
っ
て
き
た

柿
の
葉
っ
ぱ
で
す
。
き
れ
い
で
し

ょ
。」

「
あ
、
ほ
ん
ま
や
、
赤
く
な
っ
て
る
。
」

「
す
る
と
、
柿
の
葉
っ
ぱ
が
赤
く
な
っ

て
い
る
の
で
、
柿
紅
葉
（
か
き
も
み

じ
）と
言
い
ま
す
。」

「
先
生
、
い
ち
ょ
う
の
葉
っ
ぱ
は
黄
色

く
な
り
ま
す
よ
。」

「
そ
う
で
す
ね
。
銀
杏
（
い
ち
ょ
う
）

の
葉
っ
ぱ
は
黄
色
く
な
り
ま
す
ね
。

だ
か
ら
漢
字
で
は
黄
葉
と
書
き
ま

す
。
そ
し
て
黄
葉
と
書
い
て
、
こ
れ

も
、
も
み
じ
と
読
み
ま
す
。
草
の
葉

っ
ぱ
も
赤
く
な
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら

草
紅
葉
（
く
さ
も
み
じ
）
、
つ
た
も

赤
く
な
る
か
ら
蔦
紅
葉
（
つ
た
も
み

じ
）
、
そ
し
て
山
全
体
が
赤
く
な
っ

た
ら
山
紅
葉
（
や
ま
も
み
じ
）
と
か

紅
葉
山
（
も
み
じ
や
ま
）
、
そ
れ
か

ら
き
れ
い
な

織
物
に
喩
え
て
山
の

錦
（
や
ま
の
に
し
き
）
と
言
い
ま
す
。」

「
え
、
に
し
き
っ
て
、
京
阪
電
車
の
駅

の
名
前
の
あ
の
錦
で
す
か
？
」

「
は
い
、
そ
う
で
す
よ
。
あ
の
漢
字
の

錦
で
す
よ
。」

「
も
み
じ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
言
い
方
が

あ
る
ん
で
す
ね
。」

「
は
い
、
ま
た
お
家
の
人
と
い
ろ
ん
な

紅
葉
を
見
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。」

こ
う
や
っ
て
、
一
つ
の
言
葉
「
紅
葉
」

を
中
心
に
言
葉
を
広
げ
、
イ
メ
ー
ジ
を

広
げ
、
感
性
を
広
げ
ま
し
た
。

話
題
は
食
べ
物
な
ど
に
も
広
が
り
、
秋

刀
魚
も
人
気
の
言
葉
と
な
り
ま
し
た
。

☆
い
ろ
い
ろ
な

も
み
じ
の
は
っ
ぱ

き
れ
い
だ
な

心
椛

☆
も
う
あ
き
だ

み
ん
な
で
た
べ
る

お

に
ぎ
り
を

陽
斗

☆
た
く
さ
ん
の

桜(

さ
く
ら)

紅
葉

(

も
み
じ)

が

お
ち
て

い
るま

ど
か

☆
か
き
も
み
じ

オ
レ
ン
ジ
色
で

き

れ
い
だ
な

優
奈

☆
コ
ス
モ
ス
さ
ん

く
り
も
お
ち
ば
も

あ
た
た
か
い

隼
翔

☆
友
だ
ち
と

秋
刀
魚
一
し
ょ
に

食

べ
た
い
な

揺
明

☆
秋
の
木
は

は
の
色
ど
ん
ど
ん

か

わ
っ
て
く

篤
弥

☆
か
え
で
が

半
年
た
っ
て

も
え
て

い
る

歩

☆
紅
葉
踏
む
石
山
寺
の
石
畳

幹
雄

私
は
国
語
の
授
業
と
は
、
「
言
葉
に

つ
い
て
普
段
意
識
し
な
い
こ
と
を
意
識

化
さ
せ
る
こ
と
」
で
も
あ
る
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
葉
っ
ぱ
に
よ
っ
て
名
前
が

異
な
る
紅
葉
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

を
知
る
こ
と
は
、
実
は
も
の
ご
と
を
見

る
視
点
を
多
様
に
持
つ
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
人
生
を
生
き
る
上
で
も
多

様
な
視
点
と
柔
軟
な
発
想
を
持
つ
こ
と

を
可
能
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
思
う
の

で
す
。

「
紅
葉
」
と
い
う
一
つ
の
言
葉
か
ら
、

子
ど
も
た
ち
は
言
葉
の
大
海
へ
と
冒
険

に
出
て
、
新
た
な
経
験
を
積
む
こ
と
に

な
る
の
で
す
。
私
は
、
そ
の
水
先
案
内

の
一
人
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

（
大
津
市
立
膳
所
小
学
校
臨
時
講
師

近
江
の
子
ど
も
俳
句
教
室
実
行
委
員

長
）

▼

月
例
会
（
五

11〇
〇
回
）
は
「
第

９
回

近
江
の
国

語
実
践
研
究
会
」
と
共
催
で
行
い
ま
し

た
。
（
会
場
は
明
日
都
浜
大
津
）
研
究

主
題
「
言
葉
へ
の
自
覚
が
高
ま
る
学
習

づ
く
り
の
工
夫
」
▼
実
践
発
表
①
叙
述

を
も
と
に
考
え
を
深
め
る
授
業
づ
く
り

「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
提
案
者

井
上

滉
斗

さ
ん
（
日
栄
小
）
実
践
協
力
者

北
川

雅
士
さ
ん
（
河
瀬
小
）
。
教
材
の
全
文

視
写
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
学

習
意
欲
が
高
ま
り
、
深
い
読
み
を
交
流

す
る
授
業
に
な
っ
た
と
授
業
実
践
記
録

が
魅
力
で
し
た
。
②
実
践
提
案
シ
ン
ン

グ
・
ツ
ー
ル
を
用
い
た
文
学
の
授
業
づ

く
り
「
モ
チ
モ
チ
の
木
」
・
「
ご
ん
ぎ
つ

ね
」

高
木

富
也
さ
ん
（
能
登
川
南
小
）

実
践
協
力
者

海
東

貴
利
さ
ん
（
安
曇

小
学
校
）
思
考
力
・
表
現
力
を
育
て
る

研
究
の
視
点
と
教
材
研
究
の
成
果
を
生

か
し
た
授
業
づ
く
り
を
中
心
に
し
た
多

彩
で
充
実
し
た
提
案
で
し
た
。
▼
鼎
談

は
蜂
屋

正
雄
さ
ん
（
北
野
小
）
は
テ

ー
マ
に
関
わ
る
概
要
と
実
践
、
谷
口

映
介
さ
ん
（
竜
王
小
）
は
実
践
理
論
も

と
に
提
案
し
、
弓
削

裕
之
さ
ん
（
京

都
女
子
大
学
附
属
小
）
は
、
子
ど
も
の

側
か
ら
授
業
の
面
か
ら
「
言
葉
へ
の
自

覚
が
高
ま
る
学
習
指
導
」
に
つ
い
て
を

発
表
し
ま
し
た
▼

総
括
「
研
究
会
に

学
ぶ
」
は
吉
永
が
受
け
持
ち
ま
し
た
。

ま
ず
、
成
果
と
し
て
、
実
践
提
案
お
よ

び
鼎
談
の
内
容
に
つ
い
て
、
学
習
者
視

点
か
ら
み
る
と
新
し
さ
が
見
え
て
く
る

に
つ
い
て
。
次
に
、
国
語
教
室
に
端
末

タ
ブ
レ
ッ
ト
が
学
習
道
具
と
し
て
活
用

や
基
礎
的
な
汎
用
的
読
解
力(

R
S

）
等

の
実
践
の
課
題
を
か
か
え
る
国
語
科
教

室
の
背
景
に
は
「
国
語
力
は
人
間
力
」

を
持
つ
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
提
案
し

ま
し
た
。

▼
巻
頭
に
は
、
永
井
陽
寛
先
生
か
ら
、

玉
稿
を
頂
き
ま
し
た
。
深
謝
。

（
吉
永
幸
司
）


