
エ
︑
オ
﹀
を
着
実
に
実
行
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
だ
と

言
え
る
︒

『
言
語
文
化
』
最
初
の
授
業

　
﹁
言
語
文
化
﹂
の
最
初
の
授
業
は
︑
国
語
の
変
遷
の

説
明
か
ら
始
ま
っ
た
︒
教
科
書
は
︑﹁
日
本
人
が
残
し

た
最
初
の
記
録
は
︑
中
国
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
文
字

︵
漢
字
︶
を
そ
の
ま
ま
漢
文
︵
中
国
語
︶
で
記
載
し
て

い
た
︒﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
そ
れ
か
ら
万
葉
仮
名
︑

ひ
ら
が
な
︑
カ
タ
カ
ナ
の
成
り
立
ち
の
説
明
に
な
り
︑

公
の
文
書
は
全
て
漢
文
で
書
か
れ
て
い
た
な
ど
の
説
明

と
︑
男
文
字
︑
女
文
字
の
説
明
に
移
っ
て
い
る
︒
そ
し

て
︑﹁
変
体
仮
名
は
近
代
に
な
っ
て
学
校
教
育
の
場
か

ら
姿
を
消
し
た
が
︑
昭
和
の
戦
前
期
ま
で
は
一
般
に
使

わ
れ
つ
づ
け
て
い
た
︒﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒

戦
前
期
の
国
語
教
科
書

　

そ
こ
で
生
徒
に
は
︑﹁
こ
れ
が
戦
前
期
︑
九
十
年
前

の
小
学
校
一
年
生
の
教
科
書
で
す
よ
︒﹂
と
言
っ
て
︑

現
物
を
見
せ
る
︵
図
１

︶︒
授
業
の
最
初
か
ら
ず
っ
と

下
を
向
い
て
い
た
生
徒
も
︑
興
味
津
々
で
あ
る
︒
最
初

に
﹁
サ
イ
タ  

サ
イ
タ  

サ
ク
ラ  

ガ  

サ
イ
タ
﹂
で

始
ま
っ
て
い
る
こ
と
︑
途
中
に
﹁
ス
ス
メ  

ス
ス
メ  

マ
シ
タ
︒  

テ
キ  

ノ  

タ
マ  

ニ  

ア
タ
リ
マ
シ
タ

ガ
︑  

シ
ン
デ  

モ
︑  

ラ
ッ
パ  

ヲ  

ク
チ
カ
ラ  

ハ
ナ

シ
マ
セ
ン
デ
シ
タ
︒﹂
あ
の
有
名
な
一
節
が
載
っ
て
い
る
︒

　

見
つ
け
た
修
身
教
科
書
の
下
に
も
う
一
冊
の
本
を
見

つ
け
た
︒
昭⁂

　

和
七
年
発
行
﹃
尋
常
科
用 

小
學
國
語
讀

本 

巻
一 

文
部
省
﹄︒﹁
サ
イ
タ  

サ
イ
タ  

サ
ク
ラ  

ガ  

サ
イ
タ
﹂
で
始
ま
っ
て
い
る
︑
あ
の
有
名
な
教
科

書
だ
︒
分
か
ち
書
き
で
は
あ
る
が
︑
文
節
で
区
切
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
﹁
ス
ス
メ  

ス
ス
メ  

ヘ
イ
タ
イ  

ス
ス
メ
﹂
こ
れ

も
有
名
な
一
節
︒
ど
ん
ど
ん
読
み
進
め
︑
あ
る
ペ
ー
ジ

で
目
が
と
ま
る
︒
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
登
場
だ
︒
授
業

で
使
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒修
身
教
科
書
と
共
に
︑購
入

を
即
決
し
た
︒
う
れ
し
い
こ
と
に
歌
川
国
芳
の
弟
子
・

芳
虎
の
浮
世
絵﹁
稲
本
楼 
小
稲
﹂も
廉
価
で
見
つ
け
た
︒

教
科
書
『
言
語
文
化
』

　
﹁
言
語
文
化
﹂
の
教
科
書
で
は
︑
私
た
ち
が
日
常
使

用
す
る
﹁
日
本
語
﹂
と
い
う
言
語
の
成
立
背
景
や
そ
の

成
立
経
緯
を
繙
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
︑
そ
れ

は
︑
漢
文
教
材
に
も
あ
て
は
ま
る
︒
ま
さ
に
新
学
習
指

導
要
領
の
︿
２  

内
容  

﹇
知
識
及
び
技
能
﹈︵
２

︶
ウ
︑

は
じ
め
に

　

本
年
度
よ
り
実
施
さ
れ
た
﹁
言
語
文
化
﹂
に
お
い
て
︑

授
業
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
私
が
実
践
し
た
こ
と
を
︑

六
十
歳
の
定
年
退
職
を
前
に
若
い
方
々
に
反
面
教
師
と

い
う
意
味
も
含
め
て
ご
呈
示
で
き
れ
ば
と
思
い
︑
執
筆

を
決
意
し
た
︒
な
お
︑執
筆
に
あ
た
り
︑数
研
出
版
﹃
言

語
文
化
﹄及
び
︑
数
研
出
版﹃
九
訂
版 

読
解
を
た
い
せ

つ
に
す
る 

体
系
古
典
文
法
﹄を
参
考
テ
キ
ス
ト
と
し
た
︒

あ
る
日

　

三
年
前
に
体
調
を
崩
し
て
救
急
搬
送
さ
れ
て
以
来
︑

身
体
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
必
要
に
な
り
︑
週
に
一
度
鍼

灸
院
に
通
っ
て
い
る
︒
た
い
て
い
は
平
日
の
夜
だ
が
︑

そ
の
週
は
仕
事
が
長
引
い
て
閉
院
時
間
に
間
に
合
わ
な

か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
土
曜
日
に
鍼
灸
院
に
出
か
け
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が
︑
そ
れ
が
﹁
言
語
文
化
﹂
の
授
業
に

反
映
し
よ
う
と
は
︑
神
の
み
ぞ
知
る
で
あ
っ
た
︒

　

施
術
後
に
繁
華
街
に
出
か
け
た
︒
日
中
に
施
術
が
終

わ
る
土
曜
日
な
ら
で
は
で
あ
る
︒
あ
る
古
書
店
の
入
口

近
く
の
︑
未
整
理
か
と
思
わ
せ
る
︑
紐
で
括
ら
れ
た
古

書
の
中
に
︑
戦
前
の
修
身
の
教
科
書
を
見
つ
け
た
︒

﹁
キ
グ
チ
コ
ヘ
イ
ハ
︑
イ
サ
マ
シ
ク  

イ
ク
サ  

ニ  

デ

戦
前
の
小
学
校
国
語
教
科
書
を
用
い
た
「
言
語
文
化
」
授
業
の
実
践

兵
庫
県
立
三
木
北
高
等
学
校　

名
生
　
修
子
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カ
ウ
﹀︒﹂﹁
そ
う
︑
そ
の
通
り
！
﹂
と
先
ほ
ど
の
板
書

︿
RAU
﹀︑︿
RO｜

﹀
の
左
隣
に
︿

KAU
﹀︑︿
KO｜

﹀
と
並
べ
る
︒

　
﹁
こ
の
二
つ
の
読
み
方
に
共
通
し
て
い
る
点
は
な
ん

で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
ぞ
れ
最
初
の
ロ
ー
マ
字
︵
＝
子
音
︶

を
抜
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒﹂﹁︿
ア
ウ
﹀
と
書
い

て
︿
オ
ー
﹀
と
読
む
︒﹂﹁
そ
う
！
こ
れ
で
歴
史
的
仮
名

遣
い
の
読
み
方
の
法
則
が
︑
一
つ
わ
か
り
ま
し
た
ね
︒﹂

「
桃
太
郎
」

　

次
に
配
布
し
た
の
は
︑
戦
前
の
教
科
書
の
最
後
を
飾

る
﹁
桃
太
郎
﹂︵
図
３

︶︒
雰
囲
気
を
味
わ
っ
て
も
ら
う

た
め
に
︑
表
紙
も
一
緒
に
印
刷
し
て
冊
子
に
し
た
︒

　

ま
ず
︑
一
ペ
ー
ジ
目
の
一
行
目
︒﹁
ム
カ
シ  

ム
カ

シ
︑  

オ
ヂ
イ
サ
ン  

ト  

オ
バ
ア
サ
ン  

ガ  

ア
リ
マ

に
堂
々
と
答
え
る
︒﹁
全
部
カ
タ
カ
ナ
︒﹂﹁
そ
う
で
す

ね
︒
九
十
年
前
の
教
科
書
は
︑
全
て
カ
タ
カ
ナ
で
表
記

さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
今
と
は
違
い
ま
す
ね
︒﹂

　
﹁
次
に
︑
一
行
目
を
読
ん
で
︑
何
か
気
づ
い
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒﹂﹁
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
︿
い
﹀

が
変
︒﹂
そ
の
通
り
！

　
﹁
他
に
気
づ
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒﹂﹁︿
太
郎

さ
ん
﹀
が
︿
タ
ラ
ウ
サ
ン
﹀︒﹂﹁
そ
う
で
す
ね
︒
つ
ま

り
︑︿
RO｜

﹀
と
読
む
の
に
︿
RAU
﹀
と
書
い
て
あ
る
の
で

す
ね
︒﹂
と
︑
こ
こ
で
︿
RAU
﹀
と
書
い
て
︿
RO｜

﹀
と
読

む
︑
と
板
書
す
る
︒

　
﹁
で
は
︑
次
の
ペ
ー
ジ
︒
同
じ
よ
う
に
何
か
気
が
つ

い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
﹂﹁︿
学
校
﹀
が
︿
ガ
ッ

ヘ
イ
タ
イ  

ス
ス
メ
﹂
な
ど
戦
時
色
の
強
い
ペ
ー
ジ
も

あ
る
こ
と
︑
一
方
で
︑
舌
切
り
雀
や
ウ
サ
ギ
と
カ
メ
な

ど
の
御
伽
話
も
載
っ
て
い
る
こ
と
等
々
︑
ペ
ー
ジ
を
開

い
て
生
徒
に
中
を
見
せ
な
が
ら
説
明
す
る
︒

　

そ
し
て
本
題
の
ペ
ー
ジ
︒
最
初
に
配
っ
た
の
は
︑
十

六
ペ
ー
ジ
か
ら
十
七
ペ
ー
ジ
の
コ
ピ
ー
︒
十
六
ペ
ー
ジ

の
下
半
分
は
︑
子
ど
も
が
正
座
で
両
親
に
挨
拶
を
し
て

い
る
挿
絵
に
な
っ
て
い
る
︵
図
２

︶︒

　
﹁
ま
ず
︑
こ
の
教
科
書
︑
今
皆
さ
ん
が
使
っ
て
い
る

教
科
書
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
は
ど
ん

な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
？
﹂
と
質
問
を
投
げ
か
け
る
︒

　

小
学
校
一
年
生
の
教
科
書
な
ら
自
分
に
も
読
め
る
︑

と
い
う
自
信
も
あ
る
の
だ
ろ
う
︑
生
徒
は
自
信
あ
り
げ

＊昭和七年発行『尋常科用 小學國語讀本 巻一 文部省』
　（画像は「国立教育政策研究所 教育図書館 貴重資料デジタルコレクション」https ://www.nier.go. jp/library/rarebooks/textbook/K130.8-4-1/ より引用）

図１

図２

図３
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史
的
仮
名
遣
い
の
分
類
で
あ
る
︒

１ 

語
中
語
末
の
ハ
行
音
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
︵
わ
い
う
え

お
︶
と
発
音
す
る
︒
ｅ

２ 

ワ
行
音
の
﹁
ゐ
ゑ
を
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
イ
エ
オ
﹂

と
発
音
す
る
︒
ｂ

３ 

母
音
が
連
続
す
る
と
き
は
︑
長
音
に
な
る
︒

　

①
︿
AU
﹀
↓
︿
O｜

﹀
ａ

　

②
︿
IU
﹀
↓
︿
YU｜

﹀

　

③
︿
EU
﹀
↓
︿
YO｜

﹀
ｆ

　

④
︿
OU
﹀
↓
︿
O｜

﹀

４ 

母
音
に
﹁
ふ
﹂
が
続
く
と
き
︑
１

と
３

の
原
則
が

働
い
て
長
音
に
な
る
︒
ｃ

５ 

助
動
詞
﹁
む
﹂﹁
ら
む
﹂﹁
け
む
﹂︑
助
詞
﹁
な
む
﹂

な
ど
の
﹁
む
﹂
は
︑﹁
ン
﹂
と
発
音
す
る
︒

６ 

﹁
ぢ
﹂﹁
づ
﹂﹁
く
わ
﹂﹁
ぐ
わ
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ

︵
ジ
・
ズ
・
カ
・
ガ
︶
と
発
音
す
る
︒
ｄ

　

項
目
番
号
で
整
理
す
る
と
︑
５

の
み
が
︑﹁
桃
太
郎
﹂

に
登
場
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
そ
れ
は
当
然
︒
昭
和
七

年
の
教
科
書
は
︑
仮
名
遣
い
は
歴
史
的
で
も
︑
文
法
は

既
に
現
代
文
法
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

　

項
目
番
号
３

の
②
④
に
つ
い
て
は
︑﹁
桃
太
郎
﹂
に

は
出
て
こ
な
い
が
︑
現
代
文
で
も
同
じ
よ
う
に
発
音
す

る
と
い
う
こ
と
で
︑
生
徒
は
す
ん
な
り
と
納
得
す
る
︒

こ
れ
で
︑
全
て
の
﹁
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
読
み
方
﹂
を

確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
︒

語
中
語
末
の
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ

　

ま
だ
古
文
に
慣
れ
て
い
な
い
生
徒
は
︑
単
語
の
区
切

り
が
わ
か
ら
な
い
︒﹁
語
中
語
末
の
ハ
行
﹂
と
言
わ
れ

﹁
ツ
ナ  

ヲ  

ヒ
キ
マ
ス
﹂︵
＊
︶

﹁
カ
ケ
ゴ
ヱ  

イ
サ
マ
シ
ク
﹂
ｂ

各
語
の
下
に
記
載
し
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
︑
読
み
方

の
法
則
別
に
ａ
か
ら
ｈ
ま
で
符
号
を
付
け
て
分
類
し
た

も
の
で
あ
る
︒

　

生
徒
の
発
表
し
た
表
記
を
︑
黒
板
を
使
っ
て
項
目
ご

と
に
分
類
し
て
ゆ
く
︒﹁
読
み
方
の
法
則
が
わ
か
り
ま

す
か
？
﹂

　
︿
タ
ラ
ウ
サ
ン
﹀︿
ガ
ッ
カ
ウ
﹀
で
︑
す
で
に
項
目
ａ

は
確
認
で
き
て
い
る
の
で
︑
他
の
項
目
に
注
意
を
向
け

さ
せ
る
︒
す
る
と
︑
項
目
ｆ
が
浮
か
び
上
が
る
︒

　

項
目
ｂ
に
つ
い
て
も
︑
既
に
︿
タ
ラ
ウ
サ
ン
﹀
の
単

元
で
確
認
は
で
き
て
い
る
︒
項
目
ｃ
は
少
し
違
和
感
が

あ
る
も
の
の
︑
生
徒
は
前
後
の
文
脈
か
ら
す
ん
な
り
と

読
め
て
し
ま
う
︒
項
目
ｄ
も
違
和
感
は
な
い
︒
あ
と
は

項
目
ｅ
で
あ
る
︒

　

続
々
と
ハ
行
音
の
ワ
行
音
発
音
が
指
摘
さ
れ
る
一
方

で
︑
生
徒
た
ち
は
︵
＊
︶
を
付
け
た
﹁
ハ
イ
リ
マ
シ

タ
﹂﹁
ツ
ナ  
ヲ  

ヒ
キ
マ
ス
﹂
な
ど
の
語
頭
の
﹁
ハ
﹂

や
﹁
ヒ
﹂
は
︑
そ
の
ま
ま
﹁
ハ
﹂﹁
ヒ
﹂
と
発
音
し
て

い
た
︒

　
﹁
桃
太
郎
﹂
の
中
か
ら
ａ
︑
ｂ
︑
ｃ
︑
ｄ
︑
ｅ
︑
ｆ

と
六
種
類
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
読
み
方
の
法
則
が
見

つ
か
っ
た
︒

　

こ
れ
ら
を
︑
数
研
出
版
﹃
九
訂
版 
読
解
を
た
い
せ

つ
に
す
る 

体
系
古
典
文
法
﹄
の
︑﹁
歴
史
的
仮
名
遣
い

の
読
み
方
﹂
に
照
合
し
て
み
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
最

後
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
﹁
桃
太
郎
﹂
に
登
場
し
た
歴

シ
タ
︒﹂
で
始
ま
っ
て
い
る
︒﹁
こ
こ
に
も
︑
歴
史
的
仮

名
遣
い
が
入
っ
て
い
ま
す
ね
︒
一
ペ
ー
ジ
目
の
一
行
目
︑

何
か
気
づ
き
ま
せ
ん
か
︒﹂﹁
オ
ヂ
イ
サ
ン
の
︿
ジ
﹀
が

︿
チ
﹀
に
点
々
︒﹂﹁
そ
う
で
す
ね
︒﹂
二
ペ
ー
ジ
目
に
は

歴
史
的
仮
名
遣
い
は
無
い
こ
と
を
確
認
し
︑
三
ペ
ー
ジ

目
に
移
る
︒
こ
こ
に
は
︑﹁︵
オ
バ
ア
サ
ン  

ハ
︑︶  

カ

ヘ
リ
マ
シ
タ
︒﹂﹁
オ
ヂ
イ
サ
ン  

ガ
︑
山  

カ
ラ  

カ

ヘ
ッ
テ
﹂
な
ど
語
中
語
末
の
ハ
行
音
が
登
場
す
る
︒
こ

れ
も
︑
文
脈
か
ら
容
易
に
﹁
ワ
行
音
﹂
で
読
め
る
︒
以
下
︑

一
ペ
ー
ジ
ご
と
に
生
徒
に
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
指
摘
さ

せ
て
授
業
を
進
め
る
︒
以
下
に
︑﹁
桃
太
郎
﹂
に
登
場
す

る
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
重
複
分
は
割
愛
し
て
紹
介
す
る
︒

﹁
モ
モ  

ヲ  

キ
ラ
ウ  

ト
﹂
ａ

﹁
中  

カ
ラ  

大
キ
ナ  

ヲ
ト
コ
ノ
コ  

ガ
﹂
ｂ

﹁
ウ
マ
レ
タ  

ト  

イ
フ  

ノ
デ
︑  

モ
モ
タ
ラ
ウ
﹂
ｃ
・
ａ

﹁
オ
ニ
タ
イ
ヂ
﹂
ｄ

﹁
キ
ビ
ダ
ン
ゴ  

ヲ  

コ
シ
ラ
ヘ
テ
﹂
ｅ

﹁
ト  

マ
ウ
シ
マ
シ
タ
︒﹂
ａ

﹁
ム
カ
フ  

カ
ラ  

犬  

ガ
﹂
ｃ

﹁
オ
ト
モ  

シ
マ
セ
ウ
︒﹂
ｆ

﹁
シ
ロ  

ヲ  

マ
モ
ッ
テ  

ヰ
マ
シ
タ
︒﹂
ｂ

﹁
テ
キ  

ノ  

ヤ
ウ
ス  

ヲ
﹂
ａ

﹁
中  

ヘ  

ハ
イ
リ
マ
シ
タ
︒
サ
ウ
シ
テ
﹂
ａ
︵
＊
︶

﹁
ト
ビ
マ
ハ
ッ
テ
﹂
ｅ

﹁
タ
イ
シ
ャ
ウ  

ニ  

ム
カ
ヒ
マ
シ
タ
︒﹂
ａ
・
ｅ

﹁
イ
ッ
シ
ャ
ウ
ケ
ン
メ
イ
﹂
ａ

﹁
タ
タ
カ
ヒ
マ
シ
タ
︒﹂
ｅ

﹁
カ
ウ
サ
ン
﹂
ａ
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る
興
味
や
感
動
を
洩
ら
す
生
徒
も
多
か
っ
た
︒

　
﹁
言
語
文
化
﹂
の
教
科
書
で
︑
最
初
の
教
材
を
分
か

ち
書
き
し
て
い
る
も
の
は
︑
ほ
ん
の
僅
か
︒
語
中
語
末

の
ハ
行
音
に
つ
い
て
は
︑
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
抵
抗
な

く
指
摘
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
︑
特
に
教
科
書
最
初
の
教

材
は
︑
単
語
で
の
分
か
ち
書
き
を
検
討
し
て
も
よ
い
の

か
も
し
れ
な
い
︒

猫
も
歩
け
ば

　

私
は
Ｔ
Ｖ
番
組
は
必
要
な
も
の
の
み
録
画
予
約
し
て

見
る
こ
と
に
し
て
い
る
︒
今
回
の
﹁
チ
コ
ち
ゃ
ん
﹂
も
︑

大
好
き
な
猫
の
習
性
を
扱
う
か
ら
録
画
し
た
だ
け
で
︑

国
語
の
こ
と
は
全
く
ノ
ー
マ
ー
ク
だ
っ
た
︒
そ
れ
が
ま

さ
か
の
教
材
に
︒
ま
さ
に
︑﹁
犬
も
歩
け
ば
棒
に
当
た

る
﹂︑
い
や
︑﹁
猫
も
歩
け
ば
授
業
に
当
た
る
﹂
と
い
う

と
こ
ろ
か
︒

神
様
の
お
陰

　

今
回
︑
土
曜
日
に
鍼
灸
院
に
行
っ
た
偶
然
か
ら
﹁
チ

コ
ち
ゃ
ん
﹂
ま
で
︑
私
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
が
︑

神
様
が
導
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
よ

う
な
展
開
で
あ
っ
た
︒
で
も
︑
こ
う
い
う
こ
と
は
多
い
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
思
い
が
け

な
い
こ
と
が
授
業
に
繫
が
る
と
い
う
こ
と
も
︑
若
い
先

生
方
に
ご
呈
示
で
き
れ
ば
と
思
い
︑
僭
越
な
が
ら
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒

　

こ
れ
を
書
い
て
い
る
足
下
で
今
︑
猫
が
ご
飯
を
待
っ

て
い
る
︒
芳
虎
の
浮
世
絵
が
そ
れ
を
見
下
ろ
し
て
い
る
︒

わ
﹄
と
読
む
の
か
﹂︒
教
授
の
﹁
政
府
が
そ
う
決
め
た

か
ら
で
す
︒﹂
と
い
う
回
答
の
後
﹁
こ
ち
ら
は
︑
戦
前

に
使
わ
れ
て
い
た
国
語
教
科
書
︒﹂
と
ア
ナ
ウ
ン
ス
が

流
れ
︑
授
業
で
使
っ
た
教
科
書
が
映
し
出
さ
れ
る
︒
Ｔ

Ｖ
の
隣
で
私
が
そ
の
本
物
を
手
に
持
つ
︒
Ｔ
Ｖ
画
像
と

眼
前
の
現
実
の
一
致
︒
生
徒
の
ニ
ヤ
ッ
と
し
た
顔
︒

　

Ｔ
Ｖ
は
続
け
る
︒﹁
実
は
戦
前
ま
で
︑﹃
お
の︵
斧
︶﹂な

の
に
︑﹃
を
の
﹄︑﹃
ど
う
で
し
ょ
う
﹄
な
の
に
﹃
ど
う
で

せ
う
﹄
な
ど
発
音
通
り
に
文
字
を
書
い
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
︒﹂
生
徒
に
は
見
慣
れ
た
ペ
ー
ジ
の
画
像
も
映
る
︒

こ
こ
は
本
来
︑
視
聴
者
に
意
外
性
を
感
じ
て
も
ら
う
展

開
の
筈
な
の
だ
が
︑﹁
そ
ん
な
こ
と
︑
私
た
ち
︑
知
っ

て
い
ま
す
︒﹂
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
生
徒
の
得
意
顔
︒

教
科
書
最
初
の
教
材

　

ち
な
み
に
こ
の
後
︑
教
科
書
最
初
の
教
材
﹁
児
の
そ

ら
寝
﹂
を
使
っ
て
︑
や
は
り
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
指
摘

さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
語
中
語
末
の
ハ
行
音
の
中
で
﹁
か
い

も
ち
ひ
﹂
の
﹁
ひ
﹂
を
指
摘
で
き
な
い
生
徒
が
散
見
さ

れ
た
︒
脚
注
に
は
﹁
か
い
も
ち
ひ
＝
ぼ
た
も
ち
の
こ

と
﹂
と
あ
る
が
︑
脚
注
ま
で
目
が
届
か
な
い
生
徒
は
単

語
の
切
れ
目
が
認
識
で
き
な
い
た
め
︑
指
摘
が
難
し
か

っ
た
の
だ
ろ
う
︒

　

逆
に
︑
戦
前
の
教
科
書
を
使
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

﹁
仮
名
遣
い
を
な
お
す
の
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
︒﹂
と
言

っ
て
い
た
生
徒
は
多
く
︑
授
業
を
楽
し
め
た
様
子
で
あ

っ
た
︒
ま
た
︑﹁
昭
和
初
期
ま
で
こ
れ
が
使
わ
れ
て
い

た
こ
と
に
驚
き
︒﹂﹁
戦
前
の
教
科
書
は
︑
ど
こ
を
見
て

も
興
味
深
い
︒﹂
な
ど
新
た
に
知
り
得
た
こ
と
に
対
す

て
も
︑
語
中
語
末
そ
の
も
の
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
戦
前
の
小
学
校
教
科
書
を
使
用
す
る
と
︑

生
徒
は
単
語
の
区
切
り
を
容
易
に
認
識
で
き
る
の
で
︑

無
意
識
に
法
則
を
適
用
し
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
れ
に
よ
っ
て
︑
自
分
た
ち
で
そ
の
法
則
に
︿
気
づ

く
﹀
こ
と
も
で
き
る
の
だ
︒

　

そ
し
て
こ
の
︑﹁
語
中
語
末
の
ハ
行
音
は
︑︵
わ
い
う

え
お
︶
と
発
音
す
る
︒﹂
と
い
う
項
目
に
は
︑
お
ま
け

を
付
け
足
し
た
︒

ボ
ー
っ
と
生
き
て
…
な
い
よ

　
﹁
な
ぜ
︑
昔
の
日
本
語
の
発
音
は
こ
の
よ
う
に
表
記

と
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹂
と
い
う
問
を
生
徒
に

投
げ
か
け
る
︒
皆
︑
な
す
す
べ
が
な
い
︒

　

そ
こ
で
︑
タ
イ
ム
リ
ー
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
Ｔ
Ｖ
で
放
映

さ
れ
た
﹁
チ
コ
ち
ゃ
ん
に
𠮟
ら
れ
る
！
﹂
の
﹁﹃
私
は
﹄

と
書
い
て
な
ぜ
﹃
私
わ
﹄
と
読
む
の
か
︒﹂
と
い
う
シ
ー

ン
を
抜
粋
し
て
生
徒
に
見
せ
る
︒
所
要
時
間
は
十
分
弱
︒

　

日
本
語
の
発
音
の
変
遷
に
つ
い
て
︑
外
国
人
タ
レ
ン

ト
が
︑
要
所
要
所
に
﹁W

hy Japanese people?  

お

か
し
い
だ
ろ
う
！
！
！
﹂
と
突
っ
込
み
を
入
れ
︑
そ
の

た
び
に
国
立
国
語
研
究
所
の
小
木
曽
智
信
教
授
が
﹁
楽

だ
か
ら
で
す
︒﹂
と
同
じ
回
答
を
し
な
が
ら
︑﹃
日
本
書

紀
﹄
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
文
書
を
例
に
︑
表
記
と
併
せ

て
﹁
は
﹂
行
の
発
音
の
変
遷
を
示
す
内
容
に
な
っ
て
い

る
︒
期
せ
ず
し
て
︑
最
初
の
授
業
で
文
字
の
変
遷
を
扱

っ
た
内
容
の
裏
付
け
に
も
な
っ
て
お
り
︑
生
徒
は
画
面

に
集
中
し
て
い
た
︒

　

そ
し
て
い
よ
い
よ
︑﹁﹃
私
は
﹄
と
書
い
て
な
ぜ
﹃
私
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