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あ
る
日
の
日
本
語
の
授
業
の
こ
と
で
あ
る
。

文
章
読
解
の
時
間
で
、「
～
や
い
な
や
」
と
か

「
～
に
せ
よ
」
な
ど
の
日
本
語
の
文
型
を
教
え

た
後
、
私
は
個
々
の
単
語
の
説
明
に
入
っ
た
。

「
拘
泥
」
と
い
う
語
を
解
説
し
て
い
る
と
学
生

た
ち
が
な
ぜ
か
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
て
い
る
。
聞
い
て

み
る
と
こ
の
言
葉
、
中
国
語
で
も
ま
っ
た
く
同

じ
意
味
だ
と
い
う
の
だ
。「
こ
の
言
葉
は
『
こ

う
で
い
』
と
読
み
ま
す
」
と
い
っ
て
先
に
進
ん

で
い
い
と
こ
ろ
を
、
懸
命
に
解
説
し
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。「
躊
躇
」
だ
の
「
黄
疸
」
だ
の
、

日
本
語
と
し
て
難
し
そ
う
な
語
ほ
ど
、そ
の
実
、

日
中
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
。
教

師
の
悪
い
く
せ
で
、
日
本
語
と
し
て
難
し
そ
う

な
単
語
を
見
る
と
、
つ
い
詳
し
く
説
明
し
て
し

ま
う
の
だ
。

　

こ
の
場
合
、
単
に
私
が
事
前
に
き
ち
ん
と
辞

書
を
調
べ
て
確
か
め
て
お
か
な
か
っ
た
と
い

う
、
日
本
語
教
師
と
し
て
は
い
さ
さ
か
恥
ず
か

し
い
話
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
よ
く
考
え
て

み
る
と
、こ
と
は
そ
う
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
。

　

も
う
一
つ
例
を
あ
げ
よ
う
。
こ
れ
は
日
本
語

作
文
の
時
間
で
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
学
生
が

卒
業
後
の
自
分
の
人
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

書
い
た
。「
私
は
現
在
大
学
四
年
生
で
す
が
、

未
来
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
ま
だ
深
く
考
え
て

い
ま
せ
ん
」。
普
通
の
日
本
人
な
ら
、
こ
の
文

章
の
「
未
来
」
は
間
違
い
で
「
将
来
」
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
私
も「
将
来
」

に
訂
正
し
た
の
だ
が
、
く
だ
ん
の
学
生
、
ど
う

し
て
「
未
来
」
で
は
い
け
ま
せ
ん
か
、
と
聞
い

て
く
る
。
私
も
一
瞬
あ
せ
っ
た
。「
な
ぜ
っ
て

…
…
」。
し
ば
ら
く
考
え
、日
本
語
で
は「
未
来
」

は
人
類
な
ど
の
相
当
遠
い
先
の
こ
と
を
い
う
こ

と
が
多
く
、「
将
来
」
は
自
分
の
人
生
な
ど
割

合
近
い
時
間
の
こ
と
を
い
う
、さ
ら
に
「
未
来
」

「
将
来
」
と
も
に
名
詞
で
あ
る
が
、「
将
来
」
は

副
詞
と
し
て
も
使
え
、「
未
来
」
は
副
詞
的
に

は
使
え
な
い
と
答
え
た
の
だ
が
、
ど
う
も
納
得

で
き
な
い
風
で
あ
っ
た
。
私
も
何
か
後
味
の
悪

い
思
い
が
し
て
調
べ
て
み
る
と
、
中
国
語
で
は

「
未
来
二
十
四
小
時
内
（
こ
れ
か
ら
二
十
四
時
間

の
間
に
）」
な
ど
と
、
二
十
四
時
間
先
の
こ
と

も
指
す
し
、
ま
た
副
詞
的
に
も
使
え
る
と
い
う

こ
と
が
分
か
っ
た
。
彼
が
け
げ
ん
な
顔
を
し
た

理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

よ
く
日
本
語
の
教
師
と
し
て
、
学
生
の
側
の

言
語
の
特
徴
を
押
さ
え
て
い
れ
ば
、
母
語
干
渉

な
ど
誤
用
を
分
析
す
る
際
に
役
に
た
つ
、
と
い

30

新
た
な
日
中
比
較
語
彙
論
の
誕
生
を
促
す
辞
典森

田 

六
朗

王
永
全
・
小
玉
新
次
郎
・
許
昌
福
編
著

日
中
同
形
異
義
語
辞
典

四六判　368頁
東方書店［2520円］



31

わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
多
少
で
も
中
国
語
を
か

じ
っ
た
教
師
な
ら
ば
、
文
法
や
発
音
な
ど
い
か

に
も
中
国
人
ら
し
い
間
違
い
が
あ
る
の
に
気
が

つ
く
だ
ろ
う
。
が
、
文
法
や
発
音
ど
こ
ろ
か
、

上
記
の
よ
う
に
個
々
の
単
語
レ
ベ
ル
に
お
い
て

非
常
に
多
く
の
異
同
が
あ
る
こ
と
が
、
日
本
語

と
中
国
語
の
間
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
色
で
、
英

語
や
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
と
の
間
で
は
考
え
ら
れ

な
い
大
き
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
語
教
師
と
し
て
は
、「
中
国
語
で
は
こ

う
い
う
意
味
だ
け
ど
、
日
本
語
で
は
こ
う
で
す

か
ら
、
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
さ
ら
り
と
言
え
れ
ば
い
い
の
だ
が
、「
手

紙
」「
愛
人
」「
大
丈
夫
」
な
ど
初
歩
的
な
も
の

は
と
も
か
く
、
そ
う
と
う
中
国
語
を
勉
強
し
た

人
で
も
す
べ
て
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
は
大
変

な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
語
の
漢
字

語
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
中
国
に
も
あ

る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
な
ら
ば
ま
っ
た
く
同
じ

意
味
と
用
法
を
も
つ
か
、
ち
が
う
と
す
れ
ば
ど

こ
が
ど
う
ち
が
う
か
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
ん
ど
東
方
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
日
中

同
形
異
義
語
辞
典
』
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
い

て
、
ま
ず
私
が
感
じ
た
こ
と
は
、
中
国
人
に
日

本
語
を
教
え
る
教
師
に
と
っ
て
、
と
て
も
便

利
な
本
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い

や
、
誰
よ
り
も
こ
の
私
が
ま
ず
重
宝
す
る
で
あ

ろ
う
。
日
本
語
の
語
感
に
つ
い
て
は
、
ま
あ
か

な
り
理
解
で
き
る
方
だ
と
言
え
て
も
、
中
国
語

の
方
は
や
は
り
自
信
が
な
い
。
な
い
だ
け
で
な

く
、
毎
回
単
語
に
つ
い
て
す
べ
て
辞
書
を
引
い

て
い
る
時
間
も
な
く
、
日
本
語
の
意
味
を
説
明

す
る
だ
け
で
す
ま
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
先
ほ

ど
の
よ
う
な
ザ
マ
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

言
い
訳
だ
が
日
本
語
教
師
は
、
授
業
準
備
に
い

く
ら
時
間
を
か
け
て
も
か
け
過
ぎ
る
こ
と
は
な

い
、
と
い
う
の
が
実
情
で
、
そ
の
分
、
こ
の
よ

う
な
日
中
比
較
語
彙
の
詰
ま
っ
た
本
は
貴
重
な

の
で
あ
る
。

　

一
方
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
中
国
語
を
勉

強
し
て
い
る
日
本
人
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
・

用
法
が
こ
れ
だ
け
丁
寧
に
記
述
さ
れ
、
多
く
の

用
例
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
い
に
役
に

た
つ
。

　

ざ
っ
と
眺
め
て
い
る
だ
け
で
も
、
例
え
ば
日

『
人
民
中
国
』
は
中
国
で
編
集
・
発
行
さ
れ
る
日
本

語
雑
誌
で
す
。
政
治
、
社
会
、
考
古
、
歴
史
、
美
術

な
ど
幅
広
い
分
野
の
最
新
情
報
を
満
載
。

ご
希
望
の
方
に
見
本
誌
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
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本
語
の
「
心
得
（
こ
こ
ろ
え
）」、「
下
手
（
し
た
て
・

し
も
て
・
へ
た
）」、「
邪
魔
（
じ
ゃ
ま
）」
な
ど
、

訓
読
系
・
宛
て
字
系
の
漢
字
語
は
明
ら
か
に
中

国
語
と
大
き
く
意
味
が
離
れ
て
い
る
が
、「
説
法
」

と
か
「
出
頭
」
な
ど
、
純
粋
な
漢
語
系
は
意
味

が
重
な
る
こ
と
が
多
く
、
古
代
か
ら
の
日
中
そ

れ
ぞ
れ
の
意
味
の
派
生
の
経
緯
な
ど
が
偲
ば
れ

て
お
も
し
ろ
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
異
同
が
ま

と
め
て
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
分
か
っ

て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　

日
中
の
同
形
異
義
語
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し

ば
言
及
さ
れ
、
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
な
が

ら
、
今
ま
で
こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
形
の
類

書
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
？　

初
心
者

に
は
あ
ま
り
役
に
た
ち
そ
う
に
な
い
か
ら
な
の

だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
中
国
語
の
専
門
家
と
し

て
は
、
当
然
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
な
の
だ

ろ
う
か
？　

私
の
思
う
と
こ
ろ
、
日
中
の
異
同

を
比
較
し
つ
つ
記
述
し
て
い
く
こ
と
は
、
実
は

そ
う
と
う
大
変
な
、
あ
る
意
味
で
は
勇
気
の
い

る
仕
事
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
人
と
し
て
あ
る
単
語
の
意

味
分
類
を
す
る
場
合
、
こ
う
い
う
意
味
が
「
あ

る
」
こ
と
は
い
え
る
と
し
て
も
、
こ
う
い
う
意

味
・
用
法
は
「
な
い
」
と
明
言
す
る
の
は
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
。
世
の
中
に
は
自
分
の
知
ら

な
い
用
法
や
意
味
が
あ
り
得
る
。
こ
れ
は
中
国

人
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
微

妙
な
意
味
の
重
な
り
合
い
を
ど
う
判
断
し
、
処

理
し
て
い
く
か
。
こ
れ
は
相
当
に「
知
」と「
勇
」

の
い
る
仕
事
の
は
ず
で
、日
中
の
学
者
を
集
め
、

日
中
の
辞
書
を
な
ら
べ
て
、
そ
の
異
同
を
書
き

連
ね
て
す
む
、と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

中
国
語
は
お
く
と
し
て
、
日
本
語
の
語
義
分
類

な
ど
、
す
こ
し
疑
問
を
感
じ
る
部
分
も
な
い
で

は
な
い
が
、
著
者
た
ち
の
労
を
多
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

実
を
い
う
と
、
中
国
語
学
習
者
の
一
人
と
し

て
、
ま
た
中
国
で
の
日
本
語
教
師
と
い
う
立
場

か
ら
、
私
自
身
、
こ
の
種
の
本
の
必
要
を
感

じ
、
企
画
を
立
て
た
こ
と
が
あ
る
。
日
中
の
専

門
家
と
出
版
社
で
二
、
三
度
企
画
会
議
も
も
っ

た
。
出
版
社
側
か
ら
、
日
本
語
を
学
習
す
る
中

国
人
、
中
国
語
を
学
習
す
る
日
本
人
の
両
方
を

マ
ー
ケ
ッ
ト
に
、
と
い
う
営
業
的
に
も
っ
と
も
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な
要
求
が
出
て
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
進
め
た
の

だ
が
、
話
の
焦
点
が
定
ま
ら
な
い
。
中
国
語
を

メ
イ
ン
に
し
た
視
点
と
日
本
語
を
メ
イ
ン
に
し

た
視
点
と
で
話
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
り
、
ど
う
に

も
前
に
進
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。

　

同
形
語
と
い
っ
て
も
日
本
語
と
中
国
語
で
あ

る
。
古
代
、
日
本
が
中
国
か
ら
文
字
・
言
葉
・
概

念
を
借
り
た
時
点
で
は
、
か
な
り
意
味
が
近

か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
後
の
長
い
期

間
、多
少
の
交
流
は
あ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
別
に
育
っ

て
き
た
も
の
を
同
じ
土
俵
に
お
い
て
論
議
し
、

日
中
両
方
の
読
者
に
同
時
に
供
す
る
と
い
う
こ

と
自
体
、
話
を
複
雑
に
す
る
だ
け
だ
っ
た
の
で

あ
る
。「
コ
イ
ン
の
裏
側
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

コ
イ
ン
を
一
方
だ
け
で
な
く
、
反
対
側
の
視
点

か
ら
も
見
る
べ
し
、と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
が
、

日
本
と
中
国
の
漢
字
語
は
、
決
し
て
一
つ
の
コ

イ
ン
の
両
側
で
は
な
く
、
一
見
似
て
は
い
る
が

全
く
別
の
コ
イ
ン
な
の
だ
と
い
う
、
当
た
り
前

の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
は
大
分
後
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
経
験
が
あ
る
た
め
に
、私
は
、

こ
の
『
日
中
同
形
異
義
語
辞
典
』
が
安
易
に
日

中
両
方
を
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
と
い
っ
た
営
業
的
な

方
向
に
流
れ
ず
、
日
本
の
中
国
語
学
習
者
を
主

眼
に
お
い
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
た
い
。

編
集
者
お
よ
び
出
版
社
の
慧
眼
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

　

か
つ
て
「
同
文
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ

れ
た
。
我
々
は
「
日
本
語
と
中
国
語
が
同
じ
文

字
を
使
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
、
お
よ
び
近

隣
で
文
化
的
な
交
流
が
長
い
こ
と
か
ら
、
う
っ

か
り
、
同
根
の
も
の
と
考
え
て
し
ま
う
危
険
に

陥
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
く
ら
い
日
本
語
の
中

の
漢
字
語
と
中
国
語
の
単
語
に
は
形
は
も
ち
ろ

ん
、
意
味
の
共
通
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
れ
が

逆
に
中
国
語
学
習
者
、
日
本
語
学
習
者
の
大
き

な
落
と
し
穴
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書

の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に

あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
「
同
文
」
と
い
う
観
念
と
、
改

め
て
決
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
？　

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、

本
格
的
な
日
中
比
較
語
学
が
成
立
す
る
よ
う
な

気
が
し
て
な
ら
な
い
。
過
去
に
中
国
か
ら
言
葉

を
借
り
た
、
ま
た
近
代
に
な
っ
て
新
し
い
こ
と

ば
を
貸
し
た
と
い
う
よ
う
な
歴
史
的
文
化
的
事

実
は
、
そ
れ
と
し
て
き
ち
ん
と
評
価
を
し
た
上

で
、
双
方
、
実
は
歴
史
も
文
化
も
人
の
感
じ
方

も
、
相
当
に
違
う
と
い
う
こ
と
を
再
認
識
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　

辞
典
と
し
て
は
形
態
も
内
容
も
小
振
り
で
は

あ
る
が
、
こ
の
『
日
中
同
形
異
義
語
辞
典
』
と

い
う
貴
重
な
書
籍
の
発
行
を
機
に
、
新
た
な
日

中
比
較
語
彙
論
が
う
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

や
ま
な
い
。

（
も
り
た
・
ろ
く
ろ
う　

北
京
・
対
外
経
済
貿
易
大
学

日
本
語
教
師
）

■
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点

　
（
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
第
2
回
研
究
集
会

内
藤
湖
南
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ

─
─
文
化
交
渉
学
の
視
点
か
ら

▼
6
月
28
日
㈯
午
前
10
時
よ
り
▼
関
西
大
学
千
里
山

キ
ャ
ン
パ
ス
以
文
館
4
階
セ
ミ
ナ
ー
ス
ペ
ー
ス

【
基
調
講
演
】
内
藤
湖
南
の
西
洋
文
明
観
（
陶
徳
民
・

関
西
大
学
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
拠
点
リ
ー
ダ
ー
）
ほ
か

▼
参
加
無
料
▼
申
込
：
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育

研
究
拠
点
（
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）（
大
阪
府
吹
田
市
山
手
町
３-

３-

35
／coekyoten@

jm
.kansai-u.ac.jp

／
☎
06-

6
3
6
8-

0
2
3
5
／http://w

w
w
.icis.kansai-u.ac.jp/

）


