
あ
る
地
区
へ
行

っ
た
と
き
の
語
で
す
。
研
究

会
の
テ
ー
マ
の
話
が
終
わ

っ
て
、
少
し
時
間
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、
教
育
漢
字
問
題
に
ふ
れ
ま

し
た
。
ふ
れ
て
み
ま
す
と
、
は
じ
め
の
う
ち
は

教
育
漢
字
の
過
多
に
問
題
が
あ
る
話
を
す
る
人

は
、　
一
人
も
い
ま
せ
ん
。

研
究
会
も
回
を
重
ね
ま
し
た
。
時
々
、
教
育

漠
字
の
過
多
に
ふ
れ
て
み
ま
し
た
。
数
回
ふ
れ

て
い
る
う
ち

に
だ

れ
か
ら
と
も
な
く

教
育
漢
字
が
過
多

で
困

っ
て
い
る
と

い
う
語
が
出

て
く

る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

こ
の
変
化
は
ど
う
し
て
な
の
か
と
考
え
ま
し

た
。一

つ
は
、
文
部
省
の
配
当
し
た
教
育
漢
字
だ

か
ら
、
何
の
疑
間
を
持

つ
こ
と
は
な
い
と
い
う

先
入
観
で
漠
字
教
育
を
し
て
い
た
が
、
そ
の
先

入
観
が
話
の
な
か
で
く
ず
れ
た
こ
と
。

二
つ
目
は
、
会
で
漢
字
教
育
の
話
を
す
る
た

何
度
か
、
話を
し
て
い
ると び

に
漢
字
教
育
は
、
読
ん
で
書
き
順
を
教
え
る

だ
け
で
は
な
く
、
音
読
み

・
訓
読
み
、
漢
字
の

成
り
立
ち

・
構
成
、
筆
順
、
使
い
方
な
ど
を
指

導
し
、
こ
と
ば
の
教
育
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
な
ど
を
話
し
あ

っ
て
き
た
こ
と
が
も
と
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

漢
字
教
育
の
過
多
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
日

本
中
の
だ
い
た
い
の
教
師
が
こ
う
い
う
実
態
だ

と
み
て
よ
い
の
で
は
な

い
で
し

ょ
う
か
。

1991年 春季号 1991年 4月 1日 発行  題字 見城喧和

教
育
漢
字
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要
が
あ
り
ま
す
ｏ

村
　
利
　
樹
　
　
　
　
　
　
　
教
育
漢
字
の
過
多
が

学
校
教
育
を
荒
廃
さ
せ
て
い
る
大
き
な
原
因
に

な

っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

国
字
研
は
、
故
大
久
保
忠
利
先
生
を
先
頭
に

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
発
言
し
て
き
ま
し
た
。
会

員
を
ふ
や
し
、
も

っ
と
も
っ
と
、
こ
う
い
う
発

言
を
す
る
教
師
が
多
く
な
る
こ
と
が
、
望
ま
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（た
む
ら

，
と
し
じ
ゅ
）
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■
・２年
生
に
いち
ば
ん
き
ら
わ
れ
て
いる
国
語

国
語
科
が
、　
一
■

一年
生
に
い

ち
ば
ん
き
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、　
一
号
で
、
少
し
ふ
れ

た
。児

童

・
生
徒
に
と

っ
て
、
き
ら

い
な
教
科
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は

教
育
の
原
理
か
ら
い
っ
て
あ

っ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
現
在
の
学
習
指
導
要
領
の
下

の
過
密
な
教
育
課
程
で
は
、
き
ら

い
が
出
て
き
て
当
然
で
あ
る
。

そ
の
上
、
そ
れ
が
、
国
語
が

一

ば
ん
き
ら
い
と
な

っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
だ
か
ら
な
お
、
困

っ
て
し

ま
う
。
国
語
科
は
、
全
教
科
学
習

上
の
基
礎
教
科
で
も
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
他
教
科
学
習
上
の
支
障
を

田

村

利

樹

き
た
す
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

な
ぜ
き
ら
わ
れ
る
か

「ひ
ら
が
な
」

「カ
タ
カ
ナ
」

「漢
字
」
の
つ
め
込
み
が
、　
一
ば

ん
大
き
な
原
因
で
あ
る
。

一
年
生
の

「ひ
ら
が
な
」
指
導

は
、

「あ

ｏ
い
・
う

・
え

・
お
」

の
五
又
字
を

一
時
間
で
指
導
す
る

よ
う
に
教
師
用
指
導
書
で
は
、
指

導
計
画
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ

ん
な
ム
チ
ャ
な
指
導
を
す
る
教
師

は
、
め

っ
た
に
い
な
い
が
、
そ
れ

は
、
文
字
指
導
の
過
密
化
を
象
徴

し
て
い
る
か
ら
、
い
く
ら
教
師
が

配
慮
を
し
て
も
影
響
を
受
け
ざ
る

を
得
な
い
。

文
字
指
導
の
過
密
化
と
は
、　
一

年
生
で

「
ひ
ら
が
な
」
の
読
み

・

書
き
の
す
べ
て
を
指
導
し
、

「カ

タ
カ
ナ
」
の
だ
い
た
い
を
読
み

・

書
く
こ
と
、

「八
十
字
の
漠
字
の

読
み

・
書
き
」
が
、
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

「
ひ
ら
が
な
」
指

導
を
か
け
足
で
終
わ
し
た
直
後
、

「カ
タ
カ
ナ
」
と

「漢
字
」
が
ど

っ
と
出
て
く
る
。
し
か
も
、
こ
の

時
期
に
な
る
と
、
教
科
書
の
文
も

長
文
に
な
り
複
雑
に
な

っ
て
く
る
。

複
雑
な
文
の
読
み
に

「カ
タ
カ
ナ
」

「漠
字
」
の
学
習
で
あ
る
か
ら
、

「ひ
ら
が
な
学
習
」
時
よ
り
、
児

童
は
国
語
科
学
習
の
抵
抗
が
大
き

く
な

っ
て
く
る
。
教
師
も
、
ど
う

消
化
し
た
ら
よ
い
か
と
考
え
る
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が

「カ
タ

カ
ナ
指
導
」
を
、
読
ん
で
ふ
れ
る

程
度
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「カ

一
タ
カ
ナ
」
の
書
き
ま
で
徹
底
で
き

な
い
の
で
あ
る
。　
一
年
生
の
漢
字

は
、
二
年
生
以
上
の
学
習
で
、
ど

う
し
て
も
必
要
な
の
で
、
徹
底
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る

と
時
間
を
つ
く
る
に
は
、
カ
タ
カ

ナ
指
導
に
お
い
て
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
本
来
は
、

「
カ
タ
カ
ナ
」

も
、
き
ち
ん
と
指
導
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し

て
い
た
の
で
は
、　
一
年
生
は

「
ひ

ら
が
な
」

「カ
タ
カ
ナ
」

『漠
字
」

の
文
字
指
導
の
み
と
な

っ
て
し
ま

う
。
い
く
ら

「指
導
要
領
」
に

「ひ
ら
が
な
」

「カ
タ
カ
ナ
」

凛
保
字
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て

も
、
教
師
は
、
そ
の
と
お
り
に
し

な
い
。
国
語
科
で
重
要
な
、
読
み

・

書
き

（作
文
）
な
ど
を
し
な
け
れ

ば
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ

ど
、
い
く
ら
、
教
師
が
配
慮
し
て

も

「カ
タ
カ
ナ
」
に
ひ
と
と
お
り



ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

教
師
は
ふ
れ
る
。
ふ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
児
童
は
、
読
み

・
書
き

ま
で
学
習
し
た
こ
と
に
結
果
的
に

な

っ
て
し
ま
ぅ
か
ら
、
児
童
は
消

化
不
良
の
ま
ま
で
ぁ
る
。
こ
れ
が

国
語
学
習
ぎ
ら
い
の
気
分
を
つ
く

る
こ
と
に
な
る
。
気
分
だ
け
な
ら

ま
だ
よ
い
が
、

「カ
タ
ヵ
ナ
」
は

漠
字
学
習
の
基
本
で
あ
る
か
ら
、

「カ
タ
カ
ナ
」
未
消
化
は
漢
字
学

習
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば

「
ツ
」
と

「シ
」
の
区

別
が
で
き
な
い
児
童
は
、

「図
」

を

「国
」
と
言
い
た
り
す
る
こ
と

に
な
る
。
お
と
な
で
も

「
ソ
」
と

「
ン
」
、
　
「
マ
」
し
こ

「
ァ
」
、

「ク
」
と

「ワ
」
な
ど
の
区
別
を

し
て
表
記
で
き
な
い
場
合
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
現
在
の
指
導
要
領

の
過
密
化
の
も
た
ら
し
た
も
の
で

あ
る
。

二
年
で
は
漢
字
の
つ
め
込
み

新
指
導
要
領
で
は
、
百
六
十
字

の
漠
字
と
な
る
。
こ
れ
ま
で
は
、

百
四
十
五
字
だ

っ
た
。
百
四
十
五

字
の
漢
字
で
さ
え
、
教
師
は
ふ
う

ふ
う
し
て
い
た
。
児
童
に
は
漢
字

の
洪
水
で
あ

っ
た
。
そ
の
大
変
さ

を
教
師
は
惑
い
な
が
ら
も
戸
に
出

し
て
、
文
部
省
に
い
わ
な
か
っ
た

だ
け
の
こ
と
で
ぁ
る
。

二
年
生
で
漢
字

一
字
を
て
い
ね

い
に
指
導
す
る
と
、　
一
文
字
で
二

十
分
は
か
か
る
。　
一
時
間
で
二
文

字
で
あ
る
。
今
ま
で
の
百
四
十
五

十基
子
だ
と
七
十
時
間
は
必
要
だ

っ

た
。
こ
れ
は
、
二
年
生
の
国
語
科

の
時
間
数
の
約
二
十
％
と
な
る
。

そ
の
上
、　
一
年
生
の
残
り
の

「
カ

タ
カ
ナ
」
指
導
が
ぁ
る
。　
一
年
生

と
同
じ
よ
う
に
文
字
学
習
が
、
ウ

エ
イ
ト
を
占
め
る
。
文
字
学
習
も

ゆ
と
り
が
あ
る
中
で
す
る
な
ら
楽

し
い
が
、
か
け
足
で
の
学
習
は
、

つ
め
込
み
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
う
し
て
、
一
三
，生
で
も
、
国
語

科
が
い
ち
ば
ん
き
ら
い
と
い
う
現

象
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か

「
一
〇
〇
六
字
」
の
配
当
漠
字

を

「六
〇
〇
字

，一
程
度
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
　
Ｅ

Ｏ
Ｏ
六
字
」
を

指
導
す
る
た
め
に
、
そ
の
配
当
が

各
学
年
に
さ
れ
る
。
三
年
生
以
上

の
漢
字
を
こ
れ
以
上
ふ
や
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
す
る
と
、　
一
■

一

年
生
に
も
、
そ
れ
な
り
の
配
当
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
Ｅ

Ｏ
Ｏ
六

字
」
で
は
な
く

「六
〇
〇
字
」
程

度
だ

っ
た
ら
、　
一
■

一年
生
に
配

当
す
る
漢
字
も
、
現
在
よ
り
も

っ

と
少
な
く
て
す
む
「
じ

っ
さ
ぃ
、

過
去
に
お
い
て

一
年
生
が
、
四
六

字
だ

っ
た
時
も
あ
る
。
そ
う
す
れ

ば
、

「ひ
ら
が
な
」

「カ
タ
ヵ
ナ
」

の
学
習
を
、
現
在
ほ
ど
は
し
ょ
ら

な
く
て
す
む
こ
と
に
な
る
。
は
じ

よ
ら
な
く
て
よ
く
な
れ
ば
、
教
師

は
、
ゆ
っ
た
り
し
た
気
持
ち
で
授

業
が
で
き
、
児
童
は
、
楽
し
く
学

習
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

授
業
が
楽
し
い
、
こ
れ
が
学
校
教

育
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
こ
と
で
ぁ

る
。
そ
れ
が
、
現
在
は
、
お
か
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
登
校
拒
否

の
こ
と
が
、
い
ろ
い
ろ
い
わ
れ
て

い
る
が
、
授
業
が
楽
し
く
な
い
こ

と
も
、
お
お
き
な
原
因
の
ひ
と
つ

だ
と
見
て
い
る
。
も

っ
と
も

っ
と

教
育
課
題
の
過
密
さ
に
目
を
向
け

て
い
く
時
に
来
て
い
る
と
思
う
の

だ
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

（元

，
日
野
市
立
平
山
小
学
校
）



漢
字
指
導
の
意
義

漠
字
を
指
導
す
る
の
か

漠
字
で
指
導
す
る
の
か

教
科
書
を
教
え
る
の
か
、
教
科

書
で
教
え
る
の
か
、
と
同
種
の
問

題
で
あ
る
。
そ
こ
に
漢
字
が
あ
る

か
ら
」俣
字
を
教
え
る
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
有
効
な
指
導
法
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
子
ど

も
に
と

っ
て
も
学
習
す
る
喜
び
が

感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

漢
字
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、

単
に
日
常
的
に
読
ん
だ
り
、
書
い

た
す
る
機
会
が
多
く
、
知
ら
な
い

と
不
便
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
改
め
て
そ
の
意
味
を
考
え
て

み
た
い
。

紺
　
屋
　
曰
露　
夫

私
は
漠
字
指
導
の
意
義
を
以
下

の
よ
う
に
か
ん
が
え
て
い
る
。

①
　
一百
葉
の
意
味
を
確
定
す
る

Ｔ

「
『同
』
は
、
ド
ウ
と
も
読
み

ま
す
。
お
な
じ
と
い
う
意
味

で
の
ド
ウ
で
す
。
ド
ウ
を
使

っ
た
こ
と
ば
を
言
っ
て
く
だ

さ
い
。
」

Ｐ

「同

（点
）
で
す
。
」

Ｐ

「同

（級
生
）
で
す
。
」

Ｐ

「同

（時
）
で
す
。
」

Ｔ

「
『同
時
』
と
書
き
ま
す
ね
。
」

板
書
し
て
ま
す
。

Ｐ

「あ

っ
、
そ
う
か
。
同
時

っ
て

よ
く
言
う
け
ど
、
同
じ
時
と

い
う
こ
と
か
。
わ
か

っ
た
。
」

②
こ
と
ば
の
網
を
ひ
ろ
げ
る

（造
語
性
）

「野
は
、
里

（土
地
）
と
、
予

（
の
び
る
）
と
を
合
わ
せ
た

字
で
、
ゆ
っ
た
り
と
の
び
た

い
な
か
の
大
地
を
あ
ら
わ
し

ま
す
。
野
を
使

っ
た
こ
と
ば

を
言
っ
て
く
だ
さ
い
。
」

「野
山
」

「野
大
」

「Ａ
君
、
野
犬
の
反
対
の
こ
と

ば
は
何
で
す
か
。
」

「飼
大
で
す
。
」

「野
草
」

「Ｂ
君
、
野
草

っ
て
何
で
す
か
。

漢
字
の
意
味
か
ら
そ
れ
が
何

で
あ
る
か
言
っ
て
く
だ
さ
Ｌ
」

「山
や
野
原
に
生
え
て
い
る
草

で
す
。
」

③
む
か
し
の
人
の
物
の
考
え
方

を
知
る

Ｔ

「命
が
、

〔メ
イ
レ
イ
す
る
〕

と
、

〔ィ
ノ
チ
〕
の
意
味
に

な

っ
た
わ
け
を
説
明
し
ま
す
。

命
は
、
本

（
あ
つ
め
る
じ
る

し
）
と
□

（
く
ち
）
と
　
，

（
ひ
ざ
ま
ず
い
た
人
）
と
を

合
わ
せ
た
字
で
す
。
人
び
と

を
集
め
て
、
王
さ
ま
が
神
の

お
ぼ
し
め
し
と
、
自
分
の
い

い
つ
け
を
み
ん
な
に
つ
げ
る

と
き
、
そ
れ
を

『命

（
メ
イ
）

や

『命
令

（
メ
イ
レ
イ
）
』

と
い
い
ま
し
た
。
の
ち
、
主

人
や
え
ら
い
人
が
、
下
の
も

の
に
自
分
の
心
を
伝
え
る
こ

と
も
、

『命
じ
る
』
と
い
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

人
は
だ
れ
で
も
神
さ
ま
の
心

T P P T P P



に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
だ
、

と
む
か
し
の
人
は
考
え
ま
し

た
。
神
の
お
ぼ
じ
め
し
だ
か

ら
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
だ

い
じ
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
神
の
お
ぼ
し
め
じ

で
あ
る

一命
』
が

『
イ
ノ
チ
』

と
い
う
意
味
に
も
な

っ
た
の

で
す
。
」

『漠
字
な
り
た
ち
辞
典
』

（教
育
社
）
に
よ
る

④
概
念
の
枠
組
み
を
作
る

そ
の

一
例
　
上
位
語

，
下
位
語

「筆
の
字
を
使

っ
た
毛
筆

・
万

年
筆

・
鉛
筆
の
三
語
は
ど
ん

な
関
係
に
あ
る
で
し
ょ
う
。
」

「ど
れ
も
書
く
た
め
の
用
具
で

す
。
」

「書
く
た
め
の
用
具
は
、
筆
記

用
具
と
も
い
い
ま
す
ね
。
」

Ｐ

「毛
筆

・
万
年
筆

・
鉛
筆
は
ど

れ
も
筆
記
用
具
で
す
。
」

⑤
意
味
の
す
り
か
え
を
許
さ
な
い

Ｔ

「公
教
育
と
は
何
か
。
」

Ｐ

「政
府
や
自
治
体
が
責
任
を
も

っ
て
行
う
教
育
の
こ
と
で
ま

Ｔ

「さ
て
、
新
し
い
市
長
の
方
針

で
、
男
子
は
全
員
丸
刈
り
に

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
は
公
教
育
を
受
け

て
い
る
の
だ
か
ら
、
市
長
の

方
針
に
従
い
な
さ
い
。
」

Ｐ

「公
教
育
と
い
う
の
は
行
政
機

関
が
決
め
た
教
育
を
い
う
の

で
す
か
。
」

Ｔ

「市
議
会
で
も
半
数
以
上
の
賛

成
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
」

Ｐ

「丸
刈
り
の
強
制
に
反
対
で
魂

『公
』
は
、
も
と
も
と
世
の

中
の
人
々
み
ん
な
と
い
う
意

味
で
す
。
公
衆
電
話
、
公
衆

便
所
、
公
園
、
公
認
、
公
害
、

公
表
、
公
開
な
ど
の

『公
』

は
、
い
ず
れ
も

『
み
ん
な
の

た
め
の
。
み
ん
な
の
も
の
。
』

と
い
う
意
味
で
す
。
特
に
思

想
や
人
権
に
か
か
わ
る
こ
と

で
は
、　
一
人
ひ
と
り
の
意
思
、

気
も
ち
を
尊
重
す
る
べ
き
で

す
。
行
政
機
関
に
よ
る
教
育

が

『
公
教
育
』
す
べ
て
な
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

⑥
こ
と
ば
に
こ
め
た
お
も
い
を

知
る

（○
）
英
霊
を
祀
る

（
×
）
英
霊
を
祭
る

あ
る
団
体
の
人
は
、
右
の
よ
う

な
文
字

（
祀
）
を
用
い
る
。

祭
は

「秋
祭
り
」

「祖
先
を
祭

る
」
の
よ
う
に
、
神
や
仏
を
慰
め

る
た
め
に
、
儀
式
を
行
う
こ
と
。

祀
は

「神
と
し
て
祀
る
」
の
よ

う
に
、
神
と
し
て
神
社
に
と
ど
ま

っ
て
も
ら
う
こ
と
。

※

『漠
字
の
用
法
』

（角
川
書

店
）

だ
か
ら
、
戦
没
者
を
英
霊
と
考

え
る
人
々
は

「祭
」
で
は
な
く
、

「祀
」
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
だ
。

漠
字
の
学
習
が
、
単
に
字
を
覚

え
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
日

常
使
う
こ
と
ば
を
、
①
豊
か
に
、

②
確
か
に
し
、
学
ぶ
喜
び
を
伴
う

も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
こ
ど
も

た
ち
に
拒
否
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。

（町
田
市
立
小
山
小
学
校
）



☆
日
本
語
の
文
字
と

表
記
を
め
ぐ
る
諸

問
題
の
参
考
資
料
★

★

『
言
語
』

一
九
九

一
年
二
月
号

特
集

「ど
う
な
る
か
。
日
本
の
漢

学
“
―
―
ハ
イ
テ
ク
時
代
の
情
報

伝
達
と
デ
ー
タ
蓄
積
に
向
け
て
」

Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
の
意
義
と
評
価
―
高

度
技
術
へ
の
対
応
と
国
際
化
時
代

の
要
請

（樺
島
忠
夫
）
、
情
報
化

時
代
の
漢
字
と
正
書
法

（野
村
雅

昭
）
、
日
本
に
お
け
る
文
字
政
策

の
歴
史

（小
泉
保
）
、
漠
字
の
解

放
と
文
字
教
育

（林
巨
樹
）
、
漢

字
の
運
命

（高
田
時
雄
）
、
異
体

字
の
概
念
と
実
態

〔資
料
〕
Ｊ
Ｉ

Ｓ
漢
字
異
体
字
表

（中
原
尚
道
）

戸
籍
と
文
字

（石
綿
敏
雄
）
、
ヮ

ー
プ
ロ
と
補
助
漢
字

（佐
竹
秀
夫

現
代
表
記
に
必
要
な
漢
字
数

（田

中
章
夫
）
、
国
字
を
め
ぐ
っ
て

（飛
田
良
文
）

一
九
九

一
年
二
月
大
修
館
書
店

【解
題
】
昨
年
は
日
本
の
漢
字
政

策
の
大
き
な
転
換
を
な
す
年
で
あ

っ
た
。
①
小
学
校
学
習
指
導
要
領

の
改
定
に
と
も
な
う
移
行
措
置
が

四
月
よ
り
開
始
さ
れ
、
小
学
生
は

六
年
間
で

一
〇
〇
六
字
も
の
漢
字

を
学
習
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
②

一
月
の
法
制
審
議
会
の
答
申
に
そ

っ
て
、
法
務
省
は
四
月
に
人
名
用

漠
字
を

二

八
字
追
加
し
た
。
こ

れ
で
人
名
に
使
え
る
漢
字
は
三
二

二
九
字
に
な

っ
た
。
さ
ら
に
法
務

省
は
十

一
月
に
戸
籍
氏
名
の
異
体

字
の
整
理
案
を
発
表
し
、
こ
と
し

一
月
か
ら
実
施
に
う
つ
っ
て
い
る
「

③
通
産
省
は
昨
年
秋
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢

字
の
改
定
と
補
助
漢
字
の
制
定
を

お
こ
な
い
あ
わ
せ
て

一
万
字
以
上

の
漠
字
の
コ
ー
ド
を
規
定
し
た
。

一
九
八

一
年
に

「常
用
漠
字
表
」

が
制
定
さ
れ
て
か
ら
十
年
た
つ
が

制
定
の
意
図

（
＝
漢
字
拡
大
政
策
）

が
明
確
に
具
体
化
さ
れ
て
き
て
い

る
。
文
部
省

・
法
務
省

・
通
産
省

と

一
見
、
ば
ら
ば
ら
の
行
政
施
策

に
見
え
る
が
、
底
流
で
の
拡
大
政

策
で
の

一
致
と
い
う
点
は
み
す
ご

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た

転
換
期
に
照
応
し
て
、
漢
字
問
題

の
ゆ
く
す
え
に
つ
い
て
の
社
会
的

関
心
が
非
常
に
た
か
ま

っ
て
も
き

て
い
る
。
月
刊

『言
語
』
が
漢
字

問
題
で
特
集
を
く
む
の
は
き
わ
め

て
異
例
の
こ
と
だ
が
、
漢
字
に
た

い
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
の

関
心
の
た
か
ま
り
を
し
め
す
も
の

と
い
え
よ
う
。
収
録
論
文
の
う
ち

野
村
雅
昭
は
漢
字
制
限
の
意
義
と

正
書
法
に
つ
い
て
ふ
れ
、
正
書
法

の
確
立
は
教
育
の
た
め
だ
け
で
な

く
、
情
報
処
理
技
術
の
進
歩
の
た

め
に
も
必
要
で
あ
る
と
具
体
的
に

の
べ
る
。
小
泉
保
は
戦
前
戦
後
を

つ
う
じ
た
文
字
政
策
を
概
説
し
、

「
『漢
字
の
貴
族
化
』

（漠
字
拡

摯動鎌があ罐錫に錮仲磁発を．

過
去
の
に
が
い
経
験
を
と
お
し
て

警
告
し
て
お
き
た
い
。
補
助
漢
字

の
追
加
と
政
府
に
お
け
る
自
衛
隊

の
海
外
派
遣
の
発
想
は
け

っ
し
て

無
縁
の
も
の
で
は
な
い
。
」
と
指

摘
す
る
。
田
中
章
夫
は
各
種
調
査

の
デ
ー
タ
を
も
と
に
ワ
ー
プ
ロ
に

収
容
す
る
漢
字
の
数
は
三
千
字
程

で
充
分
有
効
で
あ
る
こ
と
を
証
明

し
て
い
る
。
中
原
尚
道
は
漢
和
辞

典
編
集
者
の
立
場
か
ら
異
体
字
の

あ
つ
か
い
に
焦
点
を
あ
て
、
今
回

の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
の
改
定
と
補
助
漢

字
の
制
定
を
検
討
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
、
参
考
に
な
る
論
文
が
か

か
げ
ら
れ
て
い
る
反
面
、
商
業
雑

誌
と
し
て
の
限
界
か
ら
か
、
疑
問

に
の
こ
る
も
の
も
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
林
巨
樹

（聖
徳
学
園
大
学
）

は
こ
れ
か
ら
の
漢
字
教
育
と
し
て

石
井
方
式

（後
述
）
を
ひ
き
あ
い

に
だ
し
、
①
戦
前
と
お
な
じ
カ
タ

カ
ナ
先
習
と
す
る
②
読
み
書
き
別

習
と
し
、
低
学
年
か
ら
教
科
書
は

漢
字
か
な
ま
じ
り
文
で
く
む
③
表

意

・
表
語
文
字
と
し
て
の
漢
字
の

し
く
み
を
理
解
で
き
る
よ
う
教
育

課
程
を
か
ん
が
え
る
等
を
提
唱
し

て
い
る
。

「漢
字
は
優
秀
な
文
字

で
あ
る
。
」
こ
の
優
秀
な
文
字
を

幼
児
期
よ
り
お
ぼ
え
さ
せ
よ
う
と

い
う
こ
の
発
想
は
、
文
字
拡
大
政

策
を
さ
さ
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で

も
あ
る
。
日
本
の
戦
争
国
家
化
の

攻
撃
と
た
た
か
う
意
味
か
ら
も
、

具
体
的
な
批
判
が
必
要
で
あ
る
。

▼
雑
誌
特
集
▲



▼
雑
誌
論
文

・
記
事
▲

★
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
漢
字
―
―

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
時
代
の
新
た
な

役
割

（神
田
泰
典
）

『
言
語
』

一
九
九

一
年
二
月
号
、

大
修
館
書
店

【
解
題
】
筆
者
は
富
士
通
常
務
理

事
。
コ
ン
ピ

ュ
タ
ー
技
師
と
し
て

な
が
く
ワ
ー
プ
ロ
の
開
発
に
た
ず

さ
わ
る
。
日
本
語
の
音
と
文
字
表

記

（と
く
に
漢
字
）
の
関
係
を
し

ら
べ
あ
げ
、
日
本
語
の
入
力
に
て

き
し
た
親
指
シ
フ
ト
キ
ー
ボ
ー
ド

を
考
案
し
た
。　
一
九
二
〇
年
代
に

カ
ナ
モ
ジ
カ
イ
が
考
案
し
た
カ
ナ

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
も
と
に
し
て

い
る
現
在
の
Ｊ
Ｉ
Ｓ
キ
ー
ボ
ー
ド

の
限
界
を
こ
え
る
入
力
方
法
と
し

て
注
目
を
あ
つ
め
て
い
る
。

☆
漢
字
が
子
ど
も
の
思
考
を
活
性

化
す
る

（石
井
勲
）

『
児
童
心
理
』

一
九
九

一
年
四
月

号
、
金
子
書
房

【解
題
】
幼
児
期
か
ら
漢
字
教
育

を
し
よ
う
と
い
う

「石
井
方
式
」

の
提
唱
者
。
最
近
は
公
文
公
と
共

同
で
幼
児
向
け
漠
字
カ
ー
ド
を
発

売
し
て
い
る
。

「生
後
十
か
月
の

Ｏ
才
児
で
も
、
漢
字
カ
ー
ド
を
見

せ
る
と
関
心
を
示
し
、
じ

っ
と
凝

視
し
つ
づ
け
る
。
目
を
指
さ
し
て

『め
』
と
い
い
、

『目
』
と
い
う

カ
ー
ド
を
み
せ
て
ま
た

『め
』
と

い
う
。
こ
う
い
う
こ
と
を
毎
曰
く

り
か
え
し
て
や
っ
て
い
る
と
、

「日

・
耳

・
鼻

・
手

・
足
…
…
』

な
ど
の
漢
字
を
識
別
で
き
る
よ
う

に
な
る
。

「め
」

「は
な
」
と
い

え
な
い
乳
児
で
も
漠
字
は
お
ぼ
え

る
」

「日
本
の
子
ど
も
の
知
能
は

世
界

一
だ
が
、
そ
れ
は
漢
字
の
お

か
げ
」
と
い
い
、
漢
字
の
早
期
教

育
を
主
張
す
る
。
学
習
指
導
要
領

の
改
定
で
漢
字
が
低
学
年
に
直
撃

し
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に

「石

井
方
式
」
を
支
持
す
る
教
科
調
査

官
や
研
究
者
が
い
る
こ
と
も
み
の

が
せ
な
い
。

★

「
〔時
代
の
目
〕
表
記
の
合
理

化
に
逆
行
す
る
な
／
多
い
ほ
ど
い

い
の
か
ワ
ー
プ
ロ
用
の
漢
字
」

（野
村
雅
昭

・
早
稲
田
大
学
）

『毎
日
新
聞
』
１１
月
３
日

★

Ｆ

方
言
は
控
え
な
さ
い
“
校

則
で
指
導
／
福
島
の
五
公
立
中
学

校
／

『行
き
過
ぎ
』
と
批
判
も
」

『読
売
新
聞
』
Ｈ
月
２‐
日
夕
刊

★

「
〔９０
こ
と
ば
の
風
景
〕
生
ま

れ
て
消
え
る
／
人
々
の
生
き
て
い

る
さ
ま
を
映
し
…
…
／
新
聞
も
や

が
て
横
組
み
に
？
／
富
廷
用
語
が

正
面
舞
台
に
／
地
域
の
こ
と
ば
の

復
権
」

（川
崎
洋

・
詩
人
）

『毎
日
新
聞
』
１２
月
７
日

★

「
〔時
代
の
目
〕
プ

ロ
グ
ラ
ム

は
日
本
語
で
書
こ
う
／
小
説
書
く

よ
う
に
つ
く
り
／
世
界
に
誇
れ
ソ

フ
ト
を
」

（神
田
泰
典

・
富
士
通
）

『毎
日
新
聞
』
１２
月
８
日

関
　
　
正
昭
様

三
宅
研
太
郎
様

二 五
万 千
円 円

…
…
そ
　
の
　
他
…
…

★
２
月
７
日
、
国
語
審
議
会
は
外

来
語
に
か
ん
す
る
答
申
を
お
こ
な

い
ま
し
た
。
ま
た
、
２
月
２７
日
に

は
文
部
省
の
調
査
協
力
者
会
議
が

音
訓
の
と
り
あ
つ
か
い
と
外
来
語

の
指
導
に
つ
い
て
の
ま
と
め
を
報

告
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
今
後

の
文
字

・
表
記
の
教
育
に
か
か
わ

る
重
要
な
こ
と
で
す
。
今
後
の
動

向
も
ふ
く
め
て
、
注
視
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
　

（乗
木
　
養

一
）

▼
新
聞
記
事
▲

★

「俗
字
、
略
字
を
職
権
訂
正
／

戸
籍
電
算
化
で
来
年
か
ら
、
法
務

省
」
　

『東
京
新
聞
』
Ｈ
月
１
日

国
字
研
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

漢
字
教
育
の
基
本
提
案

好
評
発
売
中
！

頒
価

一
〇
〇
〇
円



一　

★
事
務
局
だ
よ
り
★

　

　

一

日
ご
と
に
暖
か
く
な

っ
て
き
ま

し
た
が

、
国
宇
研

ニ
ュ
ー

ス
第
二

号
を
お
と
ど
け
し
ま
す

．

二
月

一
四
日
に
文
部
省

の
指
導

要
録
に
か
ん
す
る
調
査
研
究
協
力

者
会
議
が
報
告
書
を
発
表
し
ま
し

た

，
内
容
は

つ
ざ
め
と
お
り
で
す
「

ｕ
絶
対
評
価
と
し
て
の
「観
点
別

学
習
状
況
」
を
重
視
す
る
　
０
相

対
評
価
は
小
学
校
１
　
２
年
で
全

廃
す
る
。
小
学
校
中
　
高
学
年
で

３
段
階
に
す
る
。
中
学
校
で
は
必

修
教
科
は
今
ま
で
ど
お
り
の
５
段

階
と
す
る
。

私
は
中
学
の
教
師
を
し

て
い
ま

す
が
　
相
対
評
価
の
非
教
育
性
は

学
期
末
の
評
価
を

つ
け
る
た
び
に

痛
感
し
て

い
ま
す
　
学
力
を
具
体

的
に
評
価
す
る
の
で
は
な
く
　
集

団

の
序
列

の
な
か
で
ど
の
に
置
に

い
る
か
を
示
す
の
に
す
ぎ
な

い
の

で
す

．
国
語
で
い
う
と
作
丈

，，

読
書
力

、
漢
宇
力
な
ど
の
具
休
的

学
力
は
ま

っ
た
く
評
価
で
き
て
な

い
の
で
す

。
こ
れ

で
は
子
ど
も
を

励
ま
し
意
欲
を
も
た
せ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
、

今
回
の
報
告
は
今
ま
で
の
状
態

を
考
え
る
と

一
歩
前
進
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
　
小
学
校
中
　
高
学
年

と
中
学
で
相
対
評
価
を
残
す
な
ど

不
十
分
な
点
が
多
く
あ
り
ま
す

．

し
か
し
　
今
日
ま

で
こ
の
よ
う
な

非
教
育
的
な
相
対
評
価
が
大
手
を

ふ

ぅ
て
適
用
し
て

い
た
こ
と
が
聞

題
で
す

漢
宇
教
育
も
お
な
し
で
す
。
過

大
量

の
漢
字

の
押
し
付
け
と

い
う

非
教
育
性
が
ま
か
り
と
お

っ
て
い

ま
す
　
上
か

‐―，
の
改
革
を
待

つ
の

で
は
な
く
　
現
場
か
ら
改
革

の
声

を
お
こ
し
ま
し

ょ
う

（
■
宅
研
太
郎

）

邦

´

入
会
の
お
願
い

国
宇
研
に
参
加
し
　
共
に
研
究

を
し
て
く
だ
さ

い

国
字
研

の
方
針

１
　
漢
宇

の
長
所
と
短
所
を
正
し

く
認
識
し
　
国
字
に

つ
い
て
の

理
論
を
深
め
る

２
　
小
　
中
　
高
の
教
育
漢
字
を

精
選
す
る

３
　
漠
年
の
適
切
な
教
授
法
を
練

り
上
げ

、
生
徒
に
し

っ
か
り
し

た
漢
字
力
を

つ
け
る

国
宇
研
例
会
のご
案
内
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国
宇
研
夏
季
ア
カ
デ
ミ
‐
に
ご
参

加
を

小
日
時
　
八
月
九
日

（
全

）

りＬ
時
半

ヽ
四
時
半

＊
場
所
　
神
楽
坂

エ
ミ
ー
■

＊
内
容
　
中
訓
演

●
分
科
会
　
小
学
校
低
学
年

小
学
校
中
学
年

小
学
校
高
学
年

中
学
校
　
高
校

今
年
も
充
実
し
た
集
会
に
し
た

い
と
思

い
ま
す
　
発
表
者
も
募
集

し
て
い
ま
す
　
さ
そ
い
あ

っ
て
参

加
１
）て
く
だ
さ

い


