
日
本
語
教
育
に
お
け
る
「
論
理
的
文
章
の
組
み
立
て
方
」

の
指
導

（1）　日本語教育におけるr論理的文阜の組み立て方」の指導

は
じ
め
に

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
の
二
人
の
留
学
生
チ
ャ
ー
・
タ
ヅ
ク
キ

冒
ン
君
と
タ
ン
・
メ
ン
ウ
ィ
ー
君
と
が
本
学
の
一
九
九
一
年
度

の
卒
業
式
に
お
い
て
、
チ
ャ
ー
君
が
経
済
学
部
学
部
生
の
総
代

に
、
タ
ン
君
が
全
学
部
生
を
代
表
し
謝
辞
を
述
べ
る
役
に
選
ぱ

れ
た
こ
と
は
、
留
学
生
教
育
の
一
翼
を
担
う
筆
老
に
と
っ
て
殊

の
外
嬉
し
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。
　
一
九
九
二
年
三
月
の
卒
業
式

の
当
日
、
筆
者
は
偶
々
海
外
研
修
に
出
て
い
て
こ
の
晴
れ
が
ま

し
い
式
典
に
参
列
で
き
ず
、
帰
国
後
に
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
て
随

分
と
悔
し
い
思
い
を
し
た
の
だ
が
、
と
同
時
に
、
筆
者
に
強
い

印
象
を
残
し
て
い
っ
た
二
人
に
関
す
る
思
い
出
が
、
鮮
や
か
な

松
　
　
岡

弘

記
憶
と
し
て
甦
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
以
下
に
述
べ
る

日
本
語
の
作
文
指
導
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
本
学
の
学
部
一
、
二
年
生
の
日
本
語
教
育
を
担
当

し
て
お
り
、
こ
の
二
人
を
含
む
計
十
名
の
外
国
人
留
学
生
の
日

本
語
ク
ラ
ス
を
一
九
八
八
年
と
一
九
八
九
年
に
受
け
持
っ
た
。

学
部
正
規
留
学
生
で
あ
る
か
ら
、
全
般
的
に
レ
ベ
ル
の
高
い
ク

ラ
ス
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
こ
の
二
人
が
当
初
か
ら
ト
ヅ

プ
レ
ベ
ル
の
日
本
語
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
本
学
入
学
時
の
日
本
語
の
文
章
力
の
一
端
を
示
す
た
め

に
、
二
人
が
一
年
次
の
最
初
に
提
出
し
た
作
文
の
冒
頭
部
分
を

本
稿
の
末
尾
に
示
す
。
題
は
「
日
本
へ
来
て
か
ら
の
一
年
」
で

あ
る
。
（
資
料
1
。
な
お
、
資
料
と
し
て
掲
げ
た
二
人
の
作
文
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値
、
い
ず
れ
も
筆
老
が
直
し
を
入
れ
る
前
の
原
文
で
あ
る
）

　
こ
の
よ
う
に
、
筆
老
は
毎
週
の
よ
う
に
作
文
を
宿
題
と
し
て

課
し
て
い
る
が
、
二
人
の
い
た
ク
ラ
ス
で
も
そ
れ
を
実
行
し
、

特
に
二
年
次
で
は
、
後
期
三
、
四
年
で
の
専
門
分
野
の
レ
ポ
ー

ト
作
成
や
卒
業
論
文
執
筆
の
基
礎
と
な
る
よ
う
に
と
、
論
理
的

文
章
の
作
文
指
導
に
集
中
し
た
。
そ
し
て
、
七
月
ま
で
の
夏
学

期
は
ほ
ぼ
毎
週
書
か
せ
、
冬
学
期
か
ら
は
文
章
読
解
と
関
連
さ

せ
て
二
、
三
週
に
一
回
の
割
合
と
な
り
、
合
計
十
四
回
、
作
文

を
提
出
さ
せ
た
。

　
チ
ャ
ー
君
と
タ
ン
君
（
以
下
、
丁
君
、
M
君
と
す
る
）
は
、

実
に
対
照
的
な
文
章
を
書
い
た
。
丁
君
は
ミ
ス
の
少
な
い
、
端

正
で
模
範
的
な
文
を
書
き
、
M
君
は
ミ
ス
は
多
い
が
、
型
に
は

ま
ら
な
い
個
性
的
な
文
を
書
き
続
け
、
次
第
に
文
章
の
魅
力
が

そ
の
欠
点
を
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
二
人
の
対
照
的

な
作
文
が
、
筆
者
に
文
章
構
成
に
お
け
る
型
と
創
造
の
問
題
を

考
え
さ
せ
る
契
機
と
も
な
っ
た
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
当
時
か
ら
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
今
も
実

践
し
て
い
る
論
理
的
文
章
の
組
み
立
て
方
に
関
す
る
指
導
方
法

の
理
論
的
枠
組
み
を
示
し
、
二
人
の
留
学
生
に
よ
る
実
例
に
よ

っ
て
そ
の
有
効
性
を
検
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
今
も
実
践
し
て

い
る
と
書
い
た
が
、
そ
の
や
り
方
は
年
々
変
化
し
、
相
変
わ
ら

ず
決
定
版
は
な
い
。
ま
た
、
理
論
的
な
枠
組
み
と
い
っ
て
も
、

当
初
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
つ
て
は
随
分
と

漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
ち
ら
は
、
年
と
と
も

に
一
つ
の
確
信
へ
と
固
ま
り
つ
つ
あ
る
。
本
稿
の
前
半
で
は
、

そ
れ
を
ま
ず
示
し
、
後
半
で
指
導
の
実
際
を
紹
介
す
る
。

　
な
お
、
実
例
を
示
す
に
網
羅
的
あ
る
い
は
統
計
的
で
な
い
の

は
、
筆
老
の
資
質
と
手
法
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
、
冒
頭
に
記
し
た
出
来
事
と
二
人
の
際
立
っ
た
対

照
が
本
稿
執
筆
の
直
接
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

指
導
原
理
そ
の
も
の
の
有
効
性
の
包
括
的
な
検
証
は
、
い
ず
れ

稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

一
一
論
理
的
文
章
の
作
文
指
導
の
範
囲

　
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
外
国
人
留
学
生
が
犬
学
に
入
学
し

て
、
日
本
人
と
肩
を
並
べ
て
勉
学
す
る
際
に
求
め
ら
れ
る
日
本

語
能
力
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中

で
も
書
く
技
能
は
、
レ
ポ
ー
ト
や
卒
業
論
文
と
い
っ
た
形
で
勉
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（3）　日本語教育におけるr論理的文阜の組み立て方」の指導

学
の
成
果
を
示
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
際
に
不
可
欠
の
も
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
大
学
入
学
前
後
の
日
本
語
教
育
で
も
、
そ

こ
に
向
け
て
の
作
文
教
育
の
実
践
報
告
が
か
な
り
あ
り
、
「
上

級
段
階
に
お
け
る
表
現
指
導
」
と
か
「
論
説
文
を
書
く
作
文
指

導
」
と
か
い
っ
た
表
題
の
も
の
は
、
大
体
、
そ
う
し
た
能
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

養
成
を
目
的
と
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
技
能
は
外
国
人
の
み
で
な
く
、
日
本
人
学

生
に
も
必
要
だ
と
い
う
観
点
か
ら
、
例
え
ば
、
『
理
科
系
の
作
文

技
術
』
『
レ
ポ
ー
ト
の
組
み
立
て
方
』
と
い
ρ
た
本
が
書
か
れ
る

理
由
も
そ
こ
に
あ
ろ
う
し
、
学
年
の
後
半
と
も
な
っ
て
大
学
内

の
書
籍
部
に
『
学
術
論
文
の
技
法
』
と
い
っ
た
類
の
本
が
並
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

の
も
、
そ
う
し
た
事
情
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
は
、
土
部
弘
（
一
九
九
〇
）
の
ま
と
め
に
従
い
、
今
回

の
考
察
の
範
囲
を
以
下
の
よ
う
に
設
定
す
る
。
土
部
は
文
章
表

現
の
様
式
を
「
日
常
的
文
章
」
「
論
理
的
文
章
」
「
文
学
的
文
章
」

と
三
大
別
し
、
論
説
文
・
評
論
文
な
ど
の
「
論
理
的
文
章
」
は

「
論
理
性
が
特
立
し
た
専
門
的
な
文
章
様
式
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

（
1
）
「
記
録
文
・
報
告
文
（
な
い
し
通
信
文
・
報
道
文
）
、
（
2
）

「
説
明
文
・
解
説
文
」
、
（
3
）
「
論
説
文
・
評
論
文
」
な
ど
に
わ

た
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
い
わ
ゆ
る
『
論
文
』
に
は
、
『
論

説
文
』
な
い
し
『
評
論
文
』
を
中
心
と
す
る
も
の
も
あ
れ
ぱ
、

『
解
説
文
』
を
中
心
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
非
常
に
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

の
『
記
録
文
』
を
含
む
も
の
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者

が
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
土
部
の
い
う
「
論
理
性
の
特
立

し
た
専
門
的
な
文
章
様
式
」
と
し
て
の
「
論
理
的
文
章
」
で
あ

り
、
簡
単
に
言
え
ぱ
「
論
文
」
の
文
章
で
あ
る
。

　
た
だ
、
「
論
文
」
そ
の
も
の
の
作
成
指
導
で
な
く
、
日
本
人
学

生
を
対
象
と
し
た
参
考
書
に
必
ず
含
ま
れ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
の

設
定
、
資
料
の
収
集
、
文
献
の
引
用
や
注
の
付
け
方
と
い
っ
た

こ
と
ま
で
は
、
今
回
は
立
ち
入
ら
な
い
。
ま
た
逆
に
、
論
理
的

文
章
を
「
論
説
文
」
と
せ
ま
く
限
定
し
て
論
ず
る
こ
と
も
し
な

い
。
土
部
に
よ
る
と
、
「
論
説
文
・
評
論
文
」
は
、
「
あ
る
も
の

の
見
方
．
考
え
方
が
な
り
た
つ
す
じ
み
ち
を
示
し
て
、
そ
の
見

解
の
正
当
性
を
認
め
さ
せ
、
そ
の
意
向
に
同
調
さ
せ
る
こ
と
を
、

基
本
的
な
表
現
機
能
と
し
て
い
る
文
章
」
で
あ
る
か
ら
、
論
説

文
を
も
っ
て
論
理
的
な
文
章
一
般
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
結
局
、
筆
老
の
考
え
る
論
理
的
文
章
の
作
文
指
導
と
は
、
学
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術
論
文
執
筆
の
土
台
と
な
る
、
あ
る
い
は
そ
の
出
発
点
と
し
て

の
論
理
的
文
章
の
組
み
立
て
方
指
導
で
あ
る
。
こ
れ
は
木
下

（
一
九
八
一
）
で
言
え
ぱ
、
三
・
四
章
の
「
文
章
の
組
み
立
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

と
「
バ
ラ
グ
ラ
フ
」
に
相
当
す
る
内
容
で
あ
る
。

一一一

日
本
語
教
育
に
お
け
る
論
理
的
作
文
指
導
の
特
殊

性

　
筆
老
は
、
『
日
本
語
教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
（
一
九
九
〇
）
の

担
当
執
筆
箇
所
に
お
い
て
、
書
き
方
指
導
で
は
次
の
三
点
を
区

別
す
る
の
が
実
際
的
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、

④
か
な
と
漢
字
を
用
い
、
表
記
に
則
っ
た
正
し
い
文
章
が

　
　
　
書
け
る
こ
と

⑤
適
切
な
語
彙
や
表
現
を
用
い
、
文
法
的
に
正
し
い
文
章

　
　
　
が
書
け
る
こ
と

◎
　
文
章
を
通
じ
て
、
伝
達
お
よ
び
思
考
内
容
の
表
現
が
で

　
　
　
き
る
こ
と

が
そ
れ
で
あ
り
、
理
論
的
に
は
、
◎
の
作
文
を
も
っ
て
書
き
方

指
導
の
中
心
と
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
＠
～
◎
の

指
導
は
潭
然
一
体
と
な
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を

　
　
　
　
　
＾
5
）

指
摘
し
て
お
い
た
。
実
際
、
留
学
生
を
対
象
と
し
た
作
文
指
導

の
難
し
さ
の
多
く
は
こ
こ
に
あ
る
。
確
か
に
、
学
部
の
二
年
生

と
も
な
れ
ば
、
④
、
⑤
の
問
題
は
相
当
克
服
さ
れ
て
は
い
る
が
、

日
本
語
が
外
国
語
で
あ
る
か
ぎ
り
、
◎
の
み
に
集
中
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
大
学
に
お
け
る
留
学
生
の
た
め
の
日
本
語
作

文
教
育
の
最
大
の
特
殊
性
と
課
題
は
、
留
学
生
が
④
、
⑤
の
重

荷
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
指
導
と
同
時
に
レ

ポ
ー
ト
作
成
や
卒
業
論
文
執
筆
の
土
台
と
な
る
「
論
理
的
文

章
」
の
書
き
方
を
、
で
き
る
だ
け
少
な
い
負
担
で
効
率
的
に
習

得
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
教
育
の
分
野
で
実
践
報
告

が
あ
る
こ
と
は
前
節
で
も
触
れ
た
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
様
々

な
レ
ベ
ル
で
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
工
夫
を
出
し
合
っ
て

い
る
現
状
と
い
え
よ
う
。
中
で
も
、
小
宮
（
一
九
八
七
、
一
九

八
九
）
の
初
級
上
、
中
級
段
階
で
の
一
達
の
試
み
は
方
法
論
が

綴
密
で
、
実
践
的
な
内
容
を
伴
っ
て
い
る
の
で
、
注
目
に
値
す

る
。
小
論
は
、
そ
れ
よ
り
も
上
級
の
段
階
の
作
文
指
導
の
一
端

を
報
告
し
、
そ
の
指
導
理
念
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（5）　日本語教育における「論理的文章の組み立て方」の指導

四
　
論
理
的
文
章
作
文
指
導
の
基
本
的
理
念

　
筆
者
の
考
え
る
論
理
的
文
章
の
作
文
指
導
に
お
け
る
基
本
理

念
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。

　
A
　
型
の
習
得
と
規
範
的
・
制
限
的
な
文
章
構
成
指
導

　
B
　
型
か
ら
の
離
脱
と
創
造
的
・
非
制
限
的
な
文
章
構
成
指

　
　
導

　
C
　
簡
便
で
応
用
範
囲
の
広
い
文
章
構
成
指
導

　
若
干
補
足
し
て
言
い
換
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
大
学

で
学
ぶ
留
学
生
と
も
な
る
と
、
論
文
を
書
く
に
際
し
、
何
に
つ

い
て
書
き
た
い
か
、
い
わ
ゆ
る
主
題
・
構
想
と
称
さ
れ
る
も
の

は
、
漢
然
と
で
は
あ
っ
て
も
犬
体
決
ま
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
問

題
は
、
そ
れ
が
正
確
に
（
つ
ま
り
、
意
味
内
容
が
誤
解
さ
れ
な

い
よ
う
に
）
か
つ
効
果
的
に
（
つ
ま
り
、
書
き
手
の
意
図
や
考

え
が
、
よ
り
強
く
印
象
に
残
る
よ
う
に
）
伝
わ
る
た
め
に
ど
の

よ
う
に
文
章
を
組
み
立
て
て
い
く
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、

普
通
一
般
に
用
い
ら
れ
る
論
理
の
流
れ
に
沿
っ
て
文
章
を
構
成

す
る
の
が
最
も
無
難
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
何
は
と
も
あ

れ
、
論
理
の
流
れ
の
型
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

が
A
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
B
の
段
階
は
、
A
を
踏
ま

え
た
上
で
行
な
わ
れ
る
。
C
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
よ

う
な
指
導
理
念
は
小
論
文
の
み
な
ら
ず
、
レ
ポ
ー
ト
、
卒
業
論

文
執
筆
に
も
適
用
で
き
る
応
用
性
を
持
ち
、
か
つ
、
限
ら
れ
た

時
問
内
で
指
導
・
．
習
得
で
き
る
簡
便
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
型
と
は
何
か
、
規
範
的
と
は
何
か
、
創
造
的
と
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
具
体
的
な
こ
と
は
次
節
以
降
に

述
べ
る
と
し
て
、
筆
老
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
林
四
郎
氏
の

諸
論
考
か
ら
犬
き
く
影
響
を
受
け
啓
発
さ
れ
て
き
た
の
で
、
こ

こ
で
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
刀
林
氏
は
『
基
本
文
型

の
研
究
』
や
『
文
の
姿
勢
の
研
究
』
と
い
っ
た
薯
書
の
書
名
に

示
さ
れ
る
ご
と
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぱ
型
を
重
視
す
る
文
章

論
な
り
作
文
教
育
論
な
り
を
展
開
し
て
こ
ら
れ
た
と
、
筆
老
は

理
解
し
て
い
る
。
た
だ
、
筆
老
に
は
、
そ
の
全
体
像
を
誤
り
な

く
正
確
に
伝
え
ら
れ
る
だ
け
の
自
信
は
な
い
の
で
、
今
回
は
氏

の
「
文
の
構
話
姿
勢
」
（
一
九
八
六
）
に
依
拠
し
つ
つ
、
本
稿
に

関
係
す
る
部
分
を
取
り
出
し
て
み
る
。

　
氏
は
、
言
語
単
位
（
音
節
、
単
語
、
文
、
文
章
）
が
実
際
の
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言
語
表
現
と
し
て
実
現
す
る
と
き
に
、
ひ
と
つ
ず
つ
上
位
の
単

位
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
「
姿
勢
」
と
い
う
言
葉

で
表
現
す
る
。
例
え
ば
、
文
に
つ
い
て
は
「
…
…
一
文
で
文
章

を
完
成
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
、
い
く
つ
も
続
く
こ

と
に
よ
っ
て
一
つ
の
文
章
と
な
る
。
文
が
文
章
に
組
み
込
ま
れ

て
、
大
き
な
表
現
目
的
を
完
成
さ
せ
る
た
め
の
姿
勢
を
文
の
構

話
姿
勢
と
呼
ぼ
う
」
と
述
べ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
「
構
話
」
の

「
話
」
は
昌
ω
8
員
詔
に
当
て
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
い
わ

ゆ
る
「
文
章
」
も
指
し
て
い
る
。
文
の
構
話
姿
勢
に
は
二
種
が

区
別
さ
れ
、
「
ま
と
ま
っ
た
こ
と
童
言
お
う
と
し
て
、
文
を
次
々

と
生
産
し
て
い
く
間
に
は
、
文
章
全
体
の
構
造
を
意
識
し
、
今

発
話
す
る
文
が
、
そ
の
構
想
の
中
で
ど
こ
に
位
置
づ
く
の
か
と

意
識
し
て
発
話
さ
れ
る
文
と
、
そ
う
い
う
気
張
っ
た
意
識
な
し

に
、
話
の
流
れ
が
さ
し
か
か
っ
た
そ
の
揚
で
の
必
要
に
だ
け
応

じ
て
、
伸
び
伸
び
と
発
話
さ
れ
る
文
と
、
基
本
的
に
二
種
類
の

文
を
生
じ
て
く
る
。
そ
の
二
種
類
が
入
れ
か
わ
り
な
が
ら
、
文

の
生
産
が
進
ん
で
行
く
の
が
一
般
の
文
章
」
で
あ
る
と
し
、
前

老
を
「
構
え
の
文
」
、
後
老
を
「
流
れ
の
文
」
と
、
氏
は
名
づ
け

る
。

　
筆
老
は
、
林
氏
の
い
う
構
え
の
文
が
特
立
し
た
文
章
が
「
論

理
的
文
章
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
え
る
が
、
氏
は
、

韓
愈
の
「
雑
説
下
」
、
枕
草
子
の
冒
頭
、
さ
ら
に
は
、
源
氏
物
語

の
須
磨
の
巻
の
冒
頭
に
も
「
構
え
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
同

時
に
氏
は
、
構
え
に
よ
っ
て
議
論
の
筋
は
支
え
ら
れ
る
が
、
「
文

章
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
、
よ
く
わ
か
る
と
こ
ろ
、
思
わ
ず
同

感
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
い
っ
た
部
分
は
構
え
の
文
に
入
っ
て

い
な
い
」
、
「
心
情
に
訴
え
る
効
果
的
な
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
構

え
の
文
で
な
い
と
こ
ろ
に
む
し
ろ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と

も
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
紹
介
し
た
林
氏
の
表
現
を
使
っ
て
、
筆
者
の
意
図
す
る

論
理
的
文
章
指
導
の
基
本
理
念
を
言
い
換
え
て
み
る
と
、
次
の

よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
、
「
構
え
の
文
」
を
意
識
的
に
把
握
し
、

そ
れ
を
型
と
し
て
習
得
し
、
文
章
を
組
み
立
て
る
こ
と
。
こ
れ

が
A
の
段
階
で
あ
る
。
次
い
で
、
構
え
の
文
に
よ
っ
て
枠
組
み

を
与
え
ら
れ
た
書
き
手
の
主
題
を
よ
り
効
果
的
に
伝
え
る
た
め

に
、
型
を
離
れ
る
「
流
れ
の
文
」
の
役
割
に
注
目
し
、
文
章
構

成
に
生
か
す
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
が
B
の
段
階
で
あ
る
。
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五
　
論
理
的
文
章
の
基
本
的
な
組
み
立
て

　
筆
老
は
、
次
の
三
点
を
想
定
す
る
。

　
　
主
題
の
構
想

　
　
全
体
構
造

　
　
段
落
構
成

　
構
想
を
練
る
、
主
題
を
設
定
す
る
と
い
っ
た
作
業
は
、
課
題

を
与
え
ら
れ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
れ
、
書
き
手
の
内
的
衝
動
と

し
て
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
れ
、
論
文
執
筆
の
大
前
提

と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
し
に
は
全
体
構
造
も
段
落

構
成
も
考
え
よ
う
が
な
い
。
従
っ
て
、
初
・
中
級
段
階
の
日
本

語
教
育
で
は
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
多
く
、
小
宮
（
一

九
八
九
）
の
「
プ
ラ
ン
の
指
導
」
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
だ

が
、
本
稿
の
場
合
は
主
た
る
対
象
が
大
学
（
院
）
生
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
主
題
設
定
は
書
き
手
の
脳
裏
に
お
い
て
既
に
完
了
し

て
い
る
も
の
と
想
定
し
、
次
の
ス
テ
ヅ
プ
の
指
導
方
法
か
ら
述

べ
る
。

五
－
一
　
全
体
構
造
－
序
論
・
本
論
・
結
論
－

　
構
想
・
主
題
が
固
ま
り
、
伝
え
た
い
こ
と
、
主
張
し
た
い
こ

と
が
明
自
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
書
き
手
は
そ
れ
を
ひ
と
ま
と

ま
り
の
文
か
、
短
い
文
章
に
表
現
し
（
H
主
題
文
、
木
下
（
一

　
（
6
）

九
九
〇
）
）
、
文
章
の
最
初
に
ぶ
つ
け
る
か
、
あ
る
い
は
文
章
の

終
わ
り
に
持
っ
て
く
る
か
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
文
章
論
で

は
、
こ
の
主
題
文
を
ど
こ
に
置
く
か
で
、
頭
括
式
（
初
め
）
、
両

括
式
（
初
め
と
終
わ
り
）
、
尾
括
式
（
終
わ
り
）
と
い
っ
た
区
別

　
　
　
　
　
（
7
）

を
す
る
よ
う
だ
が
、
名
称
は
何
で
あ
れ
、
こ
の
冒
頭
の
部
分
と

結
尾
の
部
分
と
に
挟
ま
れ
て
、
本
論
が
存
在
す
る
。

　
筆
老
は
、
こ
の
序
論
・
本
論
・
結
論
の
三
段
構
造
を
、
基
本

的
な
全
体
構
造
と
す
る
。
こ
れ
は
、
大
学
レ
ベ
ル
の
留
学
生
で

あ
れ
ぱ
、
母
語
の
違
い
を
こ
え
て
無
理
な
く
理
解
で
き
る
分
類

の
は
ず
で
あ
る
。
よ
く
「
起
承
転
結
」
が
文
章
構
成
の
有
力
な

類
型
の
よ
う
に
言
わ
れ
、
外
国
人
向
け
の
作
文
教
科
書
に
ま
で

取
り
入
れ
ら
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
木
下
氏
も
指
摘
す
る
と
お

り
、
レ
ポ
ー
ト
や
論
文
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
、

日
本
語
指
導
の
中
で
は
ま
ず
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

文
章
の
全
体
構
造
を
言
語
の
違
い
に
よ
っ
て
類
型
化
す
る
試
み

　
　
＾
8
）

も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
老
は
目
下
の
所
、
差
異
よ

り
も
共
通
な
る
も
の
に
よ
り
大
き
な
関
心
が
あ
る
、
と
だ
け
つ
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け
加
え
て
お
こ
う
。

　
こ
こ
で
犬
切
な
の
は
、
構
想
・
主
題
を
文
章
化
す
る
、
つ
ま

り
主
題
文
を
組
み
立
て
る
と
い
う
作
業
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

そ
れ
を
冒
頭
に
置
い
た
場
合
、
結
論
は
ど
う
な
る
の
か
、
あ
る

い
は
逆
に
、
結
び
に
そ
れ
を
持
っ
て
き
た
揚
合
、
序
論
は
ど
う

い
う
形
・
内
容
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
構
え
の
な
い
文
章
」
ぱ
か
り
書
い
て
い
る
と
身
に
つ
か
ぬ
こ

と
で
あ
り
、
尻
切
れ
と
ん
ぽ
の
文
章
や
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
始

ま
り
の
文
章
が
で
き
あ
が
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
序
論
と
本
論
と
は
、
明
ら
か
に
一
定
の
呼
応
・
対
応
関
係

（
あ
る
い
は
緊
張
関
係
と
い
っ
て
も
よ
い
）
の
型
を
持
っ
て
い

る
。
両
者
が
う
ま
く
か
み
合
わ
な
け
れ
ば
、
本
論
を
両
側
か
ら

支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
決
ま
っ
た
型
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
型
と
は
何
か
。

五
－
二
　
段
落
構
成
－
並
列
・
対
比
・
因
果
・
論
型
－

　
主
題
文
で
あ
れ
、
主
題
文
を
含
ま
な
い
導
入
で
あ
れ
、
と
も

か
く
序
論
が
書
か
れ
、
続
い
て
結
論
の
見
通
し
が
つ
い
た
ら
、

本
論
を
書
き
始
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
本
論
は
ど
の
よ
う

に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
く
の
か
。
こ
れ
が
段
落
構
成
で
あ
る
。

　
木
下
氏
は
レ
ポ
ー
ト
文
に
つ
い
て
は
、
ω
調
査
・
研
究
の
や

り
方
と
、
ω
そ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
を
述
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

都
分
を
本
論
と
し
て
い
る
が
、
論
理
的
文
章
一
般
に
こ
れ
を
適

用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
長
い
伝
統
を
持
つ
国
語
教

育
に
お
い
て
は
、
よ
り
一
般
的
な
文
章
を
対
象
に
し
て
、
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

り
細
か
く
段
落
の
分
類
と
配
列
の
類
型
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

（
例
え
ぱ
永
野
（
一
九
八
六
）
は
、
文
と
文
の
連
接
関
係
の
類
型

と
し
て
、
展
開
型
、
反
対
型
、
累
加
型
、
同
格
型
、
補
足
型
、

対
比
型
、
転
換
型
、
飛
石
型
、
積
石
型
、
の
九
つ
の
型
を
提
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
段
落
間
の
連
接
関
係
に
も
適

用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
）
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
類
型
化
は
、

す
で
に
書
か
れ
た
文
章
を
分
析
し
、
そ
の
特
徴
づ
け
を
行
な
う

の
に
は
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
我
々
が
何
か
に

つ
い
て
書
こ
う
と
す
る
際
、
ど
う
い
う
心
的
態
度
で
段
落
を
構

成
し
文
章
に
組
み
立
て
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
具

体
的
な
指
針
と
は
な
ら
な
い
。

　
実
際
、
文
章
読
解
と
い
う
過
程
で
分
類
さ
れ
て
い
く
段
落
と
、

文
章
創
出
の
過
程
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
く
段
落
と
は
、
同
列

に
は
扱
え
な
い
面
が
あ
り
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
も
後
者
の
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段
落
を
特
に
バ
ラ
グ
ラ
フ
と
呼
ん
だ
り
す
る
の
だ
が
、
本
論
で

い
う
段
落
は
、
も
っ
ぱ
ら
後
老
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
本
論
内
部
の
段
落
（
小
段
落
）
の
組
み
立
て
、
お

よ
ぴ
、
序
論
・
本
論
・
結
論
（
大
段
落
）
の
組
み
立
て
は
、
犬

き
く
分
け
て
次
の
三
種
の
型
が
書
き
手
の
脳
裏
に
あ
り
、
そ
れ

ら
を
使
い
分
け
て
、
あ
る
い
は
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
行
な
わ

れ
て
い
く
と
考
え
る
。

　
　
A
　
並
列
（
・
同
列
）

　
　
B
　
対
比
（
・
対
立
）

　
　
C
　
因
果
（
・
呼
応
）

　
並
列
（
・
同
列
）
と
は
、
物
事
と
物
事
と
を
同
類
・
類
似
の

も
の
と
捉
え
、
並
べ
て
叙
述
し
た
り
、
分
類
し
た
り
、
あ
る
い

は
物
事
を
言
い
換
え
た
り
要
約
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
書
き
手

の
心
的
態
度
が
、
文
章
表
現
と
な
っ
て
表
れ
た
も
の
を
い
う
。

物
事
を
時
間
的
な
順
序
で
、
あ
る
い
は
空
間
的
な
位
置
関
係
に

沿
っ
て
描
写
す
る
と
い
っ
た
叙
述
形
式
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　
対
比
（
・
対
立
）
と
は
、
物
事
と
物
事
と
を
異
な
る
も
の
、

対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
両
老
を
対
比
・
対
立
さ
せ
な
が

ら
示
そ
う
と
す
る
書
き
手
の
心
的
態
度
が
、
文
章
表
現
と
な
っ

て
表
れ
た
も
の
を
い
う
。
事
実
を
述
べ
る
と
か
人
の
意
見
を
引

用
す
る
と
か
し
た
後
に
、
異
な
る
意
見
や
疑
問
を
加
え
、
さ
ら

に
は
反
論
を
す
る
と
い
っ
た
叙
述
形
式
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

　
因
果
（
・
呼
応
）
と
は
、
物
事
と
物
事
と
を
因
果
的
に
つ
な

が
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
示
そ
う
と
す
る
書
き
手
の
心
的
態
度

が
、
文
章
表
現
と
な
っ
て
表
れ
た
も
の
で
あ
る
。
結
果
・
結
論

を
示
し
て
か
ら
、
そ
の
原
因
に
言
及
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
、

さ
ら
に
は
、
問
題
や
疑
問
を
提
起
し
た
後
、
そ
の
解
答
・
解
決

を
示
す
と
い
っ
た
叙
述
形
式
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。

　
筆
者
は
、
論
理
的
文
章
の
枠
組
み
・
骨
格
は
、
書
き
手
が
上

の
三
つ
の
相
互
関
係
を
明
白
に
意
識
し
、
そ
の
た
め
。
の
言
語
形

式
を
適
切
に
使
っ
て
全
体
構
造
を
考
え
、
段
落
構
成
を
行
な
っ

て
い
け
ぱ
、
分
か
り
や
す
い
論
理
的
な
文
章
が
組
み
立
て
ら
れ

る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
場
合
に
実
際
の
文
章
に
用

い
ら
れ
る
言
語
形
式
の
型
（
こ
れ
を
、
筆
老
は
「
文
型
」
に
模

し
て
「
論
型
」
と
呼
ぽ
う
と
思
う
。
林
氏
の
「
構
話
姿
勢
」
に

合
わ
せ
る
と
す
れ
ぱ
「
話
型
」
と
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
で
は
「
会

話
」
の
型
と
誤
解
さ
れ
そ
う
な
の
で
用
い
な
い
）
を
駆
使
で
き
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る
よ
う
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
更
に
容
易
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
紙
面
の
関
係
で
、
本
稿
で
は
筆
老
の
考
え
る
「
論
型
」
を
具

体
的
に
示
す
余
裕
が
な
い
が
、
例
え
ば
、
『
理
工
学
を
学
ぶ
人
の

た
め
の
科
学
技
術
日
本
語
案
内
』
の
中
の
「
基
本
的
表
現
・
文

型
」
は
、
理
工
学
の
分
野
に
お
け
る
文
レ
ベ
ル
で
の
論
型
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
）

う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
次
の
点
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
論
型
は
基
本
的
に

は
規
範
的
か
つ
制
限
的
で
あ
り
、
表
現
の
た
め
道
具
に
す
ぎ
な

い
。
こ
れ
を
欠
い
て
は
論
理
的
文
章
は
組
み
立
て
ら
れ
な
い
が
、

か
と
い
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
文
章
が
創
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
あ
っ
て
こ
そ
生
ま
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
も
、
物
事
と

物
事
と
を
い
か
な
る
関
係
で
捉
え
る
か
と
い
う
自
覚
的
な
心
的

態
度
と
論
理
的
枠
組
み
が
な
け
れ
ば
、
実
際
の
言
語
表
現
に
結

実
し
な
い
だ
ろ
う
。
並
列
・
対
比
・
因
果
の
三
つ
の
型
を
設
定

し
た
意
味
は
、
そ
こ
に
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
三
つ
の
型
は
、
理
科
的
な
文
章
に
限
ら
ず
、
論

理
的
な
文
章
一
般
の
土
台
と
な
り
、
さ
ら
に
は
一
般
的
文
章
や

文
学
的
な
文
章
を
も
貫
い
て
存
在
す
る
、
つ
ま
り
は
、
規
範
的

で
あ
っ
て
同
時
に
創
造
的
、
制
限
的
で
あ
っ
て
非
制
限
的
な
性

格
を
持
つ
と
い
う
の
が
、
筆
老
の
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

五
－
三
　
読
解
段
落
と
作
文
段
落

　
読
解
と
作
文
と
は
同
列
に
扱
え
な
い
、
従
っ
て
、
段
落
の
捉

え
方
も
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
と
い
う
前
提
で
述
べ
て
き
た
が
、

ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
つ
け

加
え
て
お
く
。

　
B
・
L
・
カ
レ
ル
（
O
彗
邑
）
の
論
文
に
、
論
文
構
造
に
は

五
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
、
そ
れ
が
読
解
力
に
影
響
す
る
、
と

B
・
J
・
F
・
メ
ヤ
ー
（
呂
2
胃
）
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
五
つ
の
基
本
的
な
タ
イ
プ
と
は
、

S
易
き
O
貝
8
昌
8
法
9
一
肩
O
巨
①
冒
＼
8
一
巨
昌
一
宗
ω
O
ユ
O
・

巨
o
p
饒
昌
①
・
o
a
胃
で
、
メ
ヤ
ー
等
に
よ
る
と
、
読
ん
だ
内
容
を

時
を
置
い
て
書
か
せ
た
際
に
、
元
の
文
章
の
構
造
を
自
覚
し
て

読
ん
だ
老
は
そ
う
で
な
い
老
よ
り
も
、
そ
の
内
容
を
は
る
か
に

正
確
に
詳
し
く
再
現
で
き
た
と
い
う
。
さ
ら
に
ま
た
、

宗
ω
R
号
巨
き
な
構
造
の
文
よ
り
も
8
昌
寝
ユ
ω
8
と
o
彗
墨
・

饒
冒
の
瞥
造
の
文
の
方
が
よ
り
強
く
記
憶
に
残
る
、
と
も
報
告
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＾
1
2
）

し
て
い
る
。

　
こ
の
調
査
結
果
は
、
こ
の
五
、
六
年
、
筆
者
が
進
め
て
き
た

論
理
的
文
章
の
指
導
理
念
の
妥
当
性
を
強
く
支
持
し
て
く
れ
る

内
容
で
あ
る
。
メ
ヤ
i
が
五
分
類
と
し
た
の
を
、
筆
者
は
三
分

類
に
し
て
い
る
が
、
8
昌
寝
ユ
ω
旨
が
対
比
、
o
讐
蟹
9
昌
が
因

果
で
完
全
に
一
致
し
、
違
い
は
、
筆
老
が
庁
ω
邑
呂
昌
と

巨
昌
①
・
o
a
胃
を
並
列
で
ま
と
め
、
肩
o
巨
①
昌
＼
8
；
ユ
昌
を
因

果
で
一
く
く
り
に
し
た
点
で
あ
る
。

　
重
要
な
こ
と
は
、
読
解
と
作
文
に
お
け
る
全
体
構
造
と
段
落

構
成
と
が
、
結
局
三
な
い
し
五
の
少
な
い
類
型
に
ま
と
め
ら
れ

る
こ
と
、
そ
の
中
で
も
対
比
と
因
果
が
よ
り
強
い
影
響
力
、
構

成
力
を
有
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
対
比
と
因
果
は
、

よ
り
重
要
な
枠
組
み
で
あ
り
構
え
で
あ
り
、
宗
伽
o
ユ
呂
く
①
と

巨
昌
①
・
o
a
宰
の
論
型
は
、
よ
り
マ
イ
ナ
ー
な
枠
組
み
で
あ
り
構

え
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
メ
ヤ
ー
の
研
究
と
筆
老
の
手
法
を
つ
き
合
わ

せ
て
考
え
る
と
、
読
解
と
作
文
が
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
こ

と
が
わ
か
る
が
、
今
回
は
両
者
の
関
係
を
詳
し
く
論
ず
る
余
裕

は
な
い
。
た
だ
、
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
要
約
作
文
の
こ

と
で
あ
る
。
要
約
作
文
は
、
読
解
と
作
文
の
中
間
に
位
置
す
る

と
考
え
ら
れ
、
両
者
の
共
通
性
が
最
も
端
的
に
表
れ
る
も
の
で

あ
り
、
ま
た
、
文
章
の
論
理
的
構
成
が
最
も
要
求
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
作
業
の
過
程
に
お
い
て
、
筆
老
の
あ
げ
た
段
落

構
成
の
三
つ
の
型
は
読
み
手
（
同
時
に
書
き
手
）
に
と
っ
て
強

力
な
武
器
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
る
。

六
　
論
理
的
文
章
の
組
み
立
て
指
導
の
実
際

　
一
九
八
九
年
四
月
か
ら
、
筆
老
は
ま
ず
学
部
二
年
生
十
名
を

対
象
に
し
て
、
論
理
的
文
章
を
組
み
立
て
る
作
文
指
導
を
始
め

た
。
最
初
の
年
で
あ
り
、
か
な
り
気
合
い
を
入
れ
て
指
導
に
当

た
っ
た
の
で
、
学
生
の
書
い
た
作
文
は
、
す
べ
て
コ
ピ
ー
を
と

っ
て
残
し
て
あ
る
。
今
回
は
、
そ
の
中
か
ら
丁
君
と
M
君
の
分

を
取
り
出
し
て
検
討
す
る
。

六
－
一
　
最
初
の
作
文

　
四
月
の
第
一
回
目
は
、
筆
者
の
用
意
し
た
教
材
は
渡
さ
ず
、

市
販
さ
れ
て
い
る
教
材
の
中
の
一
課
を
そ
の
ま
ま
使
い
、
そ
の

教
材
の
指
示
に
従
っ
て
、
八
百
字
の
作
文
を
宿
題
と
し
て
課
し

た
。
学
生
た
ち
は
来
目
後
す
で
に
二
年
を
経
て
お
り
、
書
か
れ
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た
日
本
語
自
体
に
は
あ
ま
り
問
題
が
な
い
。
「
こ
れ
に
対
し
て
、

も
ち
ろ
ん
、
だ
が
、
そ
し
て
、
し
か
し
」
と
い
っ
た
接
続
詞
も

結
構
使
い
こ
な
し
、
段
落
間
の
つ
な
が
り
に
も
矛
盾
は
な
く
、

文
章
全
体
の
ま
と
ま
り
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
日
常
的
な
文
章
」

は
す
で
に
会
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
何
と
何
が
比
べ

ら
れ
、
何
が
事
実
で
何
が
意
見
か
と
い
っ
た
め
り
は
り
は
な
い
。

そ
れ
に
、
「
起
承
転
結
」
が
日
本
人
の
文
章
だ
と
入
学
前
の
教
育

で
教
え
ら
れ
て
き
た
た
め
か
、
文
章
の
終
り
近
く
に
な
っ
て
、

日
本
の
話
か
ら
急
に
自
国
の
例
に
飛
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
。

改
め
て
論
理
的
文
章
の
指
導
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
丁
君
の
書
い
た
「
余
暇
活
用
法
」
を
参
考
に
載

せ
る
。
（
資
料
2
）

六
－
二
　
序
論
と
結
論
の
呼
応

　
筆
老
は
、
三
週
目
よ
り
自
分
で
編
集
し
た
「
文
章
構
成
法
」

と
い
う
部
内
教
材
を
用
い
、
論
理
的
文
章
を
、
並
列
・
対
比
・

因
果
の
論
型
、
及
び
そ
れ
ら
の
混
合
型
に
従
っ
て
書
く
よ
う
、

指
導
を
開
始
し
た
。
一
～
三
課
が
並
列
、
四
～
六
課
が
対
比

（
と
並
列
）
、
七
～
九
課
が
因
果
（
と
並
列
・
対
比
）
と
な
っ
て

い
る
。
教
材
の
内
容
を
す
べ
て
紹
介
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
の

で
、
参
考
ま
で
に
、
二
課
の
モ
デ
ル
文
全
文
を
示
す
。
（
資
料

3
）　

さ
て
、
　
一
課
の
モ
デ
ル
文
の
表
題
は
「
図
書
館
」
で
、
本
論

の
段
落
は
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
学
生
へ

の
課
題
は
「
私
の
図
書
館
」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
自
分
と
図
書

館
と
の
つ
き
合
い
を
小
学
校
、
中
学
校
、
高
校
へ
と
時
間
を
た

ど
っ
て
つ
づ
れ
ぱ
よ
い
か
ら
、
本
文
の
組
み
立
て
自
体
は
難
し

く
な
く
、
あ
ま
り
特
徴
も
出
な
い
。
だ
が
、
筆
老
を
驚
か
せ
た

の
は
、
M
君
の
冒
頭
部
分
で
あ
っ
た
。
丁
君
と
M
君
の
冒
頭
と

結
ぴ
を
示
す
。
（
資
料
4
）

　
二
人
と
も
序
論
と
結
論
の
呼
応
に
配
慮
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
対
照
的
で
あ
る
。
丁
君
が
ま
と
め
（
結

論
）
か
ら
入
り
、
そ
の
言
い
換
え
と
し
て
の
確
認
で
結
ぷ
の
に

対
し
、
M
君
は
意
表
を
つ
く
比
職
を
持
っ
て
導
入
し
、
そ
れ
と

対
比
を
な
す
結
論
で
結
ぶ
。
こ
れ
は
、
並
列
（
こ
こ
で
は
、
言

い
換
え
）
と
対
比
が
序
論
と
結
論
の
間
で
も
存
在
す
る
こ
と
の

好
例
τ
も
あ
る
が
、
同
時
に
、
M
君
に
つ
い
て
言
え
ば
、
型
に

従
う
よ
り
、
型
を
破
る
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て

い
る
。
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六
－
三
　
本
論
の
段
落
構
成
－
並
列

　
第
二
課
は
、
並
列
の
組
み
立
て
練
習
で
あ
り
、
課
題
は
「
受

験
戦
争
」
で
あ
る
。
丁
君
は
、
課
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
「
ま
ず
」

「
ま
た
」
「
さ
ら
に
」
「
そ
し
て
、
最
も
悲
惨
な
の
は
」
と
い
っ
た

接
続
表
現
を
用
い
て
模
範
的
な
本
論
構
成
を
し
、
序
論
と
結
論

に
つ
い
て
も
問
題
提
起
と
そ
の
解
決
と
い
う
典
型
的
な
型
（
筆

老
は
、
こ
れ
を
「
因
果
」
と
し
て
く
く
っ
て
い
る
）
を
採
用
し

て
、
全
体
を
ま
と
め
る
。
一
方
、
M
君
は
問
題
点
を
並
べ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
日
本
と
の
対
比
で
捉
え
る
の
か
が
不
明
確
な
ま

ま
書
き
始
め
、
構
成
に
破
綻
を
来
す
。
着
想
だ
け
に
頼
っ
て
、

型
を
軽
視
す
る
M
君
得
意
の
手
法
は
、
こ
こ
で
は
通
用
し
な
い
。

両
君
の
本
文
を
示
す
。
（
資
料
5
）

六
－
四
　
対
比
と
並
列

　
第
四
課
は
、
対
比
と
並
列
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
課
題
は

「
日
本
へ
来
る
ま
で
の
自
分
と
来
て
か
ら
の
自
分
を
対
比
し
な

が
ら
、
並
列
的
に
述
べ
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
丁
君
は
、

す
っ
か
り
教
材
の
意
図
を
理
解
し
、
論
型
を
自
家
薬
籠
中
の
物

と
し
、
模
範
的
な
文
章
を
仕
上
げ
て
い
く
。
M
君
の
導
入
は
あ

い
か
わ
ら
ず
卓
抜
で
あ
る
。
だ
が
、
本
論
の
構
成
は
、
丁
君
ほ

ど
に
は
整
わ
な
い
。
自
由
奔
放
に
書
く
癖
と
、
型
に
合
わ
せ
よ

う
と
す
る
努
力
が
ぶ
つ
か
り
合
う
状
態
が
か
な
り
続
く
こ
と
に

な
る
。
両
君
の
冒
頭
と
結
び
を
示
す
。
（
資
料
6
）

六
－
五
　
対
比
と
因
果
と
並
列

　
指
導
を
始
め
て
か
ら
三
か
月
が
過
ぎ
、
第
九
課
を
終
え
た
課

題
は
「
日
本
人
と
O
O
O
」
で
、
「
あ
る
事
柄
を
め
ぐ
っ
て
日
本

人
と
そ
れ
以
外
の
国
民
と
を
対
比
的
に
論
じ
、
対
比
の
生
ず
る

理
由
を
述
べ
よ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
夏
休
み
後
に
二
人

の
提
出
し
た
作
文
の
題
は
、
期
せ
ず
し
て
「
日
本
人
と
色
」
と

な
っ
て
お
り
、
丁
君
は
日
本
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
人
、
M
君
は
日

本
人
と
中
国
人
と
を
対
比
し
て
文
章
を
組
み
立
て
て
い
る
。
丁

君
の
う
ま
さ
は
相
変
わ
ら
ず
だ
が
、
M
君
も
段
落
構
成
に
慣
れ

て
来
た
。
資
料
5
と
比
べ
る
と
そ
れ
が
よ
く
わ
か
る
。
二
人
の

文
章
の
導
入
部
と
本
論
の
各
段
落
の
最
初
の
文
を
示
す
。
（
資

料
7
）

　
以
上
、
わ
ず
か
の
例
し
か
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
丁
君
と

M
君
と
が
、
三
つ
の
型
（
並
列
・
対
比
・
因
果
）
お
よ
ぴ
論
型

を
使
っ
て
、
丁
君
が
い
ち
早
く
、
そ
し
て
M
君
が
型
に
従
っ
て

書
く
こ
と
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
論
理
的
文
章
組
み
立
て
の
手
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順
を
マ
ス
タ
ー
し
て
い
く
様
子
が
示
せ
た
と
思
う
。

六
－
六
　
指
導
の
第
二
段
階

　
そ
の
年
の
後
半
は
、
難
度
が
高
く
、
か
つ
学
生
に
と
っ
て
挑

発
的
な
内
容
の
文
章
を
取
り
上
げ
、
文
章
を
正
し
く
読
む
作
業

と
同
時
に
対
立
す
る
意
見
や
議
論
を
喚
起
し
、
課
題
と
し
て
引

用
、
要
約
、
事
実
と
意
見
の
区
別
と
い
っ
た
内
容
を
含
む
文
章

表
現
指
導
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
。
取
り
上
げ
た
文
章
は
、
和

辻
哲
郎
『
風
土
』
の
中
の
「
モ
ン
ス
ー
ン
」
、
丸
山
真
男
「
超
国

家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
、
内
村
鑑
三
『
代
表
的
日
本
人
』
よ
り

「
西
郷
隆
盛
」
、
そ
し
て
渡
辺
利
夫
「
日
本
は
最
悪
の
選
択
を
し

て
い
る
」
（
雑
誌
『
世
界
』
所
収
論
文
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
段

階
で
の
新
し
い
問
題
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
筆
老
は
、
こ
こ
で
も
序
論
・
本
論
・
結
論
の
全
体
構

造
と
並
列
・
対
比
・
因
果
の
相
互
関
係
を
念
頭
に
し
て
、
文
章

を
組
み
立
て
る
よ
う
に
指
示
を
し
た
。

　
最
後
に
、
年
が
明
け
て
「
西
郷
隆
盛
」
を
読
ん
だ
後
に
「
自

国
の
歴
史
上
の
偉
人
を
と
り
上
げ
、
そ
の
功
罪
を
述
べ
よ
」
と

い
う
課
題
で
書
か
せ
た
両
君
の
文
章
の
主
要
部
分
を
示
す
。

（
資
料
8
）
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
序
論
や
結
論
に
淡
自

で
あ
っ
た
丁
君
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
部
分
に
か
な
り
工
夫
を
凝

ら
し
、
逆
に
本
論
の
ほ
う
が
並
列
段
落
中
心
の
「
流
れ
の
文
」

的
と
な
り
、
結
論
も
情
緒
的
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、

序
論
の
表
現
に
人
の
意
表
を
つ
く
こ
と
の
多
か
っ
た
M
君
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ
を
あ
っ
さ
り
と
流
し
、
本
論
と
結
論
の
方
は
、

因
果
と
対
比
（
こ
れ
に
は
事
実
と
意
見
の
対
比
も
含
ま
れ
る
）

を
駆
使
し
て
話
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同

じ
人
物
に
対
す
る
見
方
の
相
違
（
好
意
的
か
批
判
的
か
）
が
文

章
構
成
に
大
き
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
序
で
に
、
二
つ

の
作
文
に
対
す
る
筆
老
の
コ
メ
ン
ト
も
載
せ
て
お
い
た
。
普
段

は
こ
れ
ほ
ど
長
く
書
く
こ
と
は
な
い
が
、
二
人
の
が
力
作
だ
っ

た
の
で
、
つ
ら
れ
て
長
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
状
肯
定
的
な

丁
君
に
は
や
や
辛
口
に
、
批
判
的
な
M
君
に
は
や
や
現
状
肯
定

的
な
内
容
に
し
て
対
比
形
式
を
と
っ
た
の
が
ミ
ソ
、
と
言
え
ば

そ
う
言
え
な
く
も
な
い
。

七
　
お
わ
り
に

卒
業
式
の
晴
れ
の
壇
上
に
二
人
し
て
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
留
学
生
、
チ
ャ
ー
・
タ
ッ
ク
キ
冒
ン
君
と
タ
ン
・

2螂
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メ
ン
ウ
ィ
ー
君
の
快
挙
に
触
発
さ
れ
て
本
稿
を
ま
と
め
る
こ
と

に
な
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
発
表
す
る
に
は
そ
れ
な
り
の

意
図
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
第
一
は
、
こ
れ
ま
で
の
目
本
語
教
育
に
お
け
る
作
文
教
育
や

文
章
理
論
の
試
み
や
成
果
の
発
表
で
は
、
平
均
的
な
能
力
の
学

生
何
人
か
を
集
め
て
共
通
の
課
題
に
つ
い
て
書
か
せ
、
そ
の
結

果
を
数
量
的
に
処
理
し
て
あ
れ
こ
れ
論
ず
る
と
い
う
の
が
一
般

的
な
手
法
の
よ
う
に
な
一
っ
て
い
る
が
、
筆
老
は
そ
れ
と
は
全
く

逆
に
、
ト
ヅ
プ
レ
ベ
ル
の
学
生
に
じ
っ
く
り
と
時
問
を
あ
た
え

て
書
か
せ
、
そ
の
進
歩
・
向
上
を
少
し
長
い
経
過
の
中
で
眺
め

て
み
た
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
筆
老
の
年
来
の
持
論
で
あ
る
、
型
の
習
得
な
く
し

て
応
用
は
な
い
、
規
範
な
く
し
て
創
造
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

論
理
的
文
章
指
導
に
お
い
て
も
確
認
し
て
み
た
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
日
本
語
教
育
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
基
本
文
型
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
の
創
出
の
基
本
で
あ
る
ご
と
く
、
論
型
も
ま
た
、
文

章
創
出
の
出
発
点
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
本
稿
で
は
、

筆
者
は
論
型
を
か
な
り
あ
い
ま
い
に
使
っ
て
き
た
。
論
型
と
は
、

大
段
落
レ
ベ
ル
で
は
、
〈
論
文
〉
型
、
と
で
も
言
っ
た
方
が
適
切

で
あ
り
、
小
段
落
レ
ベ
ル
で
は
、
〈
論
〉
文
型
と
理
解
す
る
方
が

よ
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
の
実
例
は
、
主
に
前
老
の
意
味
で

の
論
型
と
な
っ
た
。
論
型
の
具
体
的
な
整
理
と
提
示
は
、
筆
老

の
次
の
課
題
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
林
氏
の
「
文
章
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
構
え

の
文
に
入
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
の
重
さ
で
あ
る
。
そ
れ

は
渡
辺
実
氏
の
「
文
章
は
…
…
前
文
へ
の
程
よ
い
密
着
性
と
前

文
か
ら
の
程
よ
い
離
脱
性
と
を
、
と
も
に
備
え
て
い
な
け
れ
ぱ

　
（
1
3
）

な
ら
ず
」
と
い
う
指
摘
に
も
通
ず
る
考
え
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

が
今
回
、
丁
君
と
M
君
の
文
章
を
対
比
し
な
が
ら
論
じ
た
最
大

の
動
機
で
も
あ
る
。
も
し
、
M
君
の
文
章
が
そ
の
文
法
的
な
ミ

ス
の
多
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
み
手
に
訴
え
る
力
が
若
干
で

も
大
き
い
と
す
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
型
か
ら
の
離
脱
と
い
う
側

面
故
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
型
か
ら
の
離
脱
が
効
果

を
持
つ
の
は
、
そ
の
根
底
に
離
脱
す
べ
き
対
象
と
し
て
の
型
が

あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
作
文
指
導
を
通
じ
て
、
筆
考
が
絶
え
ず

学
生
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
は
、
結
局
、
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
筆
者
は
、
二
年
に
わ
た
る
日
本
語
指
導
で
、
文
法
ミ
ス
や
段

落
構
成
に
乱
れ
の
目
立
つ
M
君
の
作
文
に
対
し
て
は
、
当
初
は

3螂
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厳
し
い
評
価
を
つ
け
て
返
却
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
M
君
に
は
か
な
り
こ
た
え
た
ら
し
く

後
に
、
二
年
間
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
と
聞
い
た

と
き
、
自
分
の
作
文
に
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
A
を
つ
け
て
も
ら

え
な
い
こ
と
だ
っ
た
、
と
答
え
て
い
る
。
筆
老
に
は
予
想
外
の

反
応
で
、
評
価
を
下
す
こ
と
の
重
さ
を
深
く
思
い
知
ら
さ
れ
た

が
、
卒
業
式
の
壇
上
で
、
彼
の
そ
の
悔
し
さ
は
、
果
た
し
て
、

快
い
思
い
出
に
変
じ
て
く
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
（
了
）

（
1
）
　
参
考
文
献
（
1
）
（
5
）
（
7
）
（
1
0
）
な
ど
。

（
2
）
　
参
考
文
献
（
3
）
（
4
）
（
9
）

（
3
）
　
参
考
文
献
（
1
6
）
七
～
八
頁
。

（
4
）
　
参
考
文
猷
（
3
）
三
〇
～
八
八
頁
。

（
5
）
　
参
考
文
献
（
1
4
）
七
五
頁
。

（
6
）
　
参
考
文
献
（
4
）
四
一
～
四
二
頁
。

（
7
）
　
参
考
文
献
（
2
）
一
五
六
頁
。

（
8
）
　
参
考
文
献
（
1
3
）
（
2
3
）
な
ど
。

（
9
）
　
参
考
文
献
（
4
）
九
五
頁
。

（
1
0
）
　
参
考
文
献
（
2
）
＝
二
〇
～
二
二
四
頁
、
（
1
5
）
一
〇
五

　
～
一
〇
八
頁
、
（
1
9
）
六
八
～
八
八
頁
、
二
二
五
～
一
四
八
頁
な

　
ど
。

（
u
）
　
参
考
文
献
（
2
0
）

（
1
2
）
参
考
文
献
（
2
2
）

（
1
3
）
参
考
文
献
（
2
1
）

一
四
七
～
二
ニ
ハ
頁
。

五
〇
～
五
五
頁
。

九
七
頁
。

　
　
参
考
文
献

（
1
）
　
飯
野
清
士
（
一
九
八
七
）
「
論
説
文
を
書
く
作
文
指
導
の
試

　
み
ー
学
部
で
論
文
を
書
く
前
に
－
」
『
日
本
語
学
校
論
集
』

　
1
4（

2
）
　
市
川
孝
（
一
九
七
八
）
『
国
語
教
育
の
た
め
の
文
章
論
概

説
』
教
育
出
版

（
3
）
　
木
下
是
雄
（
一
九
八
一
）
『
理
科
系
の
作
文
技
術
』
中
央
公

　
論
杜

（
4
）
　
　
　
　
（
一
九
九
〇
）
『
レ
ポ
ー
ト
の
組
み
立
て
方
』
筑

　
摩
書
房

（
5
）
　
木
村
宗
男
（
一
九
七
六
）
「
進
ん
だ
段
階
に
お
け
る
理
解
と

　
表
現
」
『
講
座
日
本
語
教
育
』
1
2
（
木
村
宗
男
『
日
本
語
教
授
法
』

　
（
一
九
八
二
）
に
再
録
）

（
6
）
　
小
宮
千
鶴
子
（
一
九
八
七
）
「
文
章
構
成
法
に
よ
る
作
文
指

　
導
の
試
み
1
初
級
後
半
に
お
け
る
内
容
作
り
・
構
成
を
中
心

　
に
し
て
　
　
」
『
目
本
語
学
校
論
集
』
1
4

（
7
）
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
九
）
「
中
級
段
階
に
お
け
る
プ
ラ
ン

　
の
指
導
」
『
日
本
語
学
校
論
集
』
1
5

棚
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（
8
）
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
）
「
日
本
語
教
育
に
お
け
る
初
級

　
段
階
の
作
文
指
導
」
『
申
央
学
院
大
学
論
叢
』
第
4
巻
第
2
号

（
9
）
　
斉
藤
孝
（
一
九
七
七
）
『
学
術
論
文
の
技
法
』
日
本
エ
デ
ィ

　
タ
ー
ス
ク
i
ル
出
版
部

（
1
0
）
　
佐
久
間
ま
ゆ
み
（
一
九
八
九
）
「
作
文
力
の
養
成
法
－
段

　
落
作
文
と
要
約
作
文
　
　
」
『
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育
1
3

　
日
本
語
教
授
法
（
上
）
』
明
治
書
院

（
u
）
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
二
）
「
文
章
構
成
の
型
と
文
の
連

　
接
関
係
」
『
表
現
指
導
の
原
理
と
方
法
二
　
表
現
学
犬
系
各
論

　
篇
第
3
0
巻
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー

（
1
2
）
　
佐
久
問
ま
ゆ
み
（
編
）
（
一
九
八
九
）
『
文
章
構
造
と
要
約

　
文
の
諸
相
』
く
ろ
し
お
出
版

（
1
3
）
杉
田
く
に
子
（
一
九
九
三
）
「
日
本
語
母
語
話
老
と
中
・
韓

　
日
本
語
学
習
老
の
論
説
文
に
見
ら
れ
る
文
章
構
造
の
特
徴
」

『
平
成
五
年
度
日
本
語
教
育
学
会
秋
季
大
会
予
稿
集
』
日
本
語

　
教
育
学
会

（
1
4
）
　
日
本
語
教
育
学
会
編
（
一
九
九
〇
）
『
日
本
語
教
育
ハ
ン
ド

　
ブ
ヅ
ク
』
大
修
館
書
店

（
1
5
）
　
永
野
賢
（
一
九
八
六
）
『
文
章
論
総
説
』
朝
倉
書
店

（
1
6
）
　
土
部
弘
（
一
九
九
〇
）
「
論
説
・
評
論
の
表
現
特
性
」
『
評

論
・
論
説
の
表
現
　
表
現
学
大
系
各
論
篇
第
2
7
巻
』
教
育
出
版

　
セ
ン
タ
ー

（
1
7
）
　
林
四
郎
（
一
九
七
三
）
『
文
の
姿
勢
の
研
究
』
明
治
図
書

（
1
8
）
　
　
　
　
（
一
九
八
六
）
「
文
の
構
話
姿
勢
」
『
漢
字
・
語

彙
・
文
章
の
研
究
へ
』
明
治
書
院

（
1
9
）
　
森
岡
健
二
（
一
九
六
三
）
『
文
章
構
成
法
』
至
文
堂

（
2
0
）
　
山
崎
信
寿
・
富
田
豊
・
平
林
義
彰
・
波
田
野
洋
子
（
一
九

　
九
二
）
『
理
工
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
の
科
学
技
術
日
本
語
案
内
』

創
拓
社

（
2
1
）
　
渡
辺
実
（
一
九
八
五
）
「
文
章
の
つ
か
み
方
」
『
日
本
語
の

教
育
　
応
用
言
語
学
講
座
1
』
明
治
書
院

（
2
2
）
　
O
印
目
具
勺
斗
ユ
o
雪
■
．
（
H
竃
↓
）
．
↓
①
尊
易
－
暮
胃
碧
巨
〇
三

ω
o
昌
巴
冒
呂
s
ま
冨
o
｛
箏
■
↓
＞
量
冨
げ
彗
o
丙
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一橋論叢　第111巻 第3号平成6年（1994年）3月号　｛18）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資非斗　　■
　　Tの作文　　r日本に来てからの一年」（冒頭部分〕　　　　　　Mの作文　　r臼本に来てからの一年」　帽頭部分〕

　「はい，はい…　　」と言っても、帽手の話しはちっともわから　　気がつかないうちに．桜はまた咲いた．

ないその日本語のレペルで釆日してから．段々r日本語はわかりま　　桜をはじめて見たのは、ちょうど一年前のことだった。あの私た

せん。英誰は話せますか。」、ほんのちょっと話せるようになって　ちに療を案内して下さっている先生は一生理命に荷物を運んでいる

目本藷で日本人と会話ができ、テレピの番組の内容がわかるように　私たちに向いてい彗なり言った。

なるまでには一年が立った・この一年間1＝楽しい時はもちろんあっ　　「ほら、見て・嵯ですよ」

たが．薔しい時も少なくはなかうただろう・　　　　　　　　　深夜に、私たちの傍らに確かに一本の木が見えた・

　日本にっいたぱかりのその晩のことを恩い出した。成田空港まで　　rあ…　　」

迎え‘こ釆てくれた先竈に適れられて、三、四時間もかかって、やっ　　これは、私の最初の日本文化と接触することとも言えるだろう・

と住むことになっている寮の正門についた。　工後略〕・・…　　　　　〔後略〕

　　　　　　　　　　　　資米斗　2
　　Tの作文　　「余暇活用法」

　日本人は「螂きパチjと世界に知られている。これらの働きパチ

たちは、一時的‘こ世界各国‘＝まねをされていたが、今では、彼らを

休ませるという声が外国でも日本国内にも高まって来ている．

　これに対して、多くの制度がとられているが、その中には．週休

二日制がある．この制度を葵施してから、確かに『働きパチ」によ

り多くの余暇を与えたが、遊ぴ方を知らない人違がおおぜいいるの

で，休日を蒙でごろごろして過ごす人がほとんどのようである．休

日を利用して出かける人がいても、多くの場合において、人混みの

行桑地や淘水裕堪といったところに流れ込むことになってしまうの

であろう。

　もちろん、たまには、家族そろって行楽地に出かけていくことは

親子・夫蕃のコミュニケーションであって大変よいことであるが、

いつもそうやると、やはり経済的ではないから何らかの他の方法を

見っけなけれぱならないと恩う。

　一番員い余暇利用法というと、自分の趣味に値うことであろう．

　　　　1中略〕

　私の国では、たくさんの会社が生産力や他の会社との競争力を高

めるため’こ、いろいろな行動をしたそうだ，中には、日曜日1＝も営

業しはじめた銀行もある．モ加＝長い運休を取ることができないこ

ともあって、ち上うど日本での状況と反対である．

　本当に、世の中のことはときどき非常にひにくだと私は感じる。

　　　　　　　　　　　資非斗　3
　　第2課モテル文　　豊田利幸r宇はひとつなo」
　何かにつけ分霜するということは．一面では非常‘こ便利であるが

弊書も多い．その届たるものは学悶の分蟹である．

　かねがね私はサイセンスを科学と訳したのは大きな誤りであると

考えている．この訳語は分化の学という、樋力看あるいは支配者1＝

とって都合のよい考え方を人々の間に定着させてしまうた．

　それはまた、学間をすることを薗葉の一つとみなし一その社会的

樹能を特定することにっながった．十八世紀から十九世紀にかけて

の窩国強兵の時代．さらに最近の科学技術立国諭の風潮にいたるま

で．この考え方は．統治する側に樹底的に利用されている．

　圭蛆二　学問の分頚は　学問する人々をもその分野1＝
従って分類し、それを半ほ固定化してしまうた．いうまでもなく、

生きた人閻は一個の存在であって、いかなる意味1こおいてもそれを

分割することはできない。

　学問の分類の恩は物鯉学と生物学が現代では犬きく重なo合うて

いることに端的に見られる．現1こ，「生命の物理」は現代物理学に

含まれる。

　圭幽旦　従来　価価齪や愉理暇を俳除するものと
規定されていた自然科学の概念が、今や根本的に間い直されるよう

になったことである。…　　｛中略〕

　核時代を越えるためには、学間するものは、学はひとつなo、と

いうサイエンスの原点を確認し、そこから出発することが必要であ
ろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三費＊斗　4
　　Tの作文　　「私と図薔館との出会い」　（冒頭と結び）　　　　　　Mの作文　　「図奮蟷の鬼」帽囲と結ぴ〕

　私はよく図審館へ行く・でも、小宰校．中学技、高校、大学、そ　　図書館には鬼がいる・その怖さは校内に螂き渡っていた・知らな

れぞれの晴期において図奮館というところは私に取って持っ意味が　い人はいなかった．それは高校時代の話しだった．恐ろしい話しだ

違うのであるから、当然，図書館1＝対する気持ちも、それぞれの時　った．・

期によって異なってくる。　　　　　　　　　　　　　　　　　今まで、私はまだ兜のことを懐かしく恩っている．なにしろ、鬼

　このように．図薔館という蝪所は私の学生時代においてとても腫　のいない図奮困に入ると、何となく中身が足りないなあという感じ

要な意味を持った．それは、ただ本を読む、本を借oる所たけでは　がするからである．鬼のことを思い出すたぴに、図奮館との関係は

なく、私の戯場でもあり一遊ぴ所でもあった．まさに、図酉困とと　親しくなる。

もに成長してきたといえるであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資非斗　5
　　Tの作文　　r受験戦争」1本苗の各段藷の晟初の文〕　　　　Mの作文　　r受験軸争」岬諭・本諭の各段落の最初の文〕
　圭エ．受験戦争の主な被書者はこの世代の子供たちであろう・受　　受験戦争は臼本独特の硯象ではないだろう・

験職争に脇つために・しぱしぼ親は自分の子供を早くから、予備校　　ただ、目本と遡うことは、向こう工宝シンガポール〕のは目本の

に行かせたり、家庭教師を屈ったりしている，　　　　　　　　　受験載争のようにそんなに勧しいものではない．

　圭左、学校では、同級の悶の競争は想像以上に激しい．この不健　　蝿、向こうでも、受験生にとって、受膿というのは、学生
腫な萌争の下で利己的，功利的、虚偽的な人問を作り出している。　生活の最も腫要なことであろう。・・・…

　さらに、学校教育も受験のために行われる。学校釦は試験に出る　　更エ、一発で大学へ行けるかどうか決めるということは、明らか

ものだけ生徒に教え、生徒の方も受順のため、教えられたものを．　に大学まで以前の成縄を完全に無視していることがわかる。…

理解したかどうか関係なしに．一生腫命に覚えるだけだ。1　　　　受験ということが軸争と呼ぱれるようになうたことにについて考

　圭⊥雌旦受験戦争に自けた人達のことであろう。　えなえけれぱならないと思う・
　　　　　　　　（下線は黎者が施したもの・右の資詞も伺馴　　　　しかし、こういう考え方はおかしくないか・
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（19） 日本語教育における「論理的文章の組み立て方」の指導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資＊斗　6
　　Tω作文　　「20才からの人生」　旧頭と結ぴ〕　　　　　　　Mの作文　　『井戸の外の世界」　1冒頭と籍び〕

　半年前、22才の誕生目を祝った。これは日本で過ごした3つ目　　蛙はずっと丼戸の中に班らしていた・外の世界についてまったく

の誕蛙日であった．その日に、遇去の2年閤を振り返って．いろい　知らなかった・あいつにとって・空は井戸の口く・らいの犬きさで・

ろな楽しい経験やいやなことと知り合ったおもしろい人物を想い出　自分は宇宙の主権者であった。

しながら、自分がどう変わって来たかを分析してみた。　　　　　　私もあの蛙のようである。

　これから、、まだ2回の誕生日をここで迎えなけれぱならない．　　私は釆日する前に一度もシンガポールから出ることがなかった。

その晴の私はどうなっているかがわからないが一自信を持って言え　恩慈とか見方は旧っていることは言うまでもない。だから、外国に

ることは、その私はきっと今と比ぺると、もっと成長していること　住むというチャンスを与えてくれて、自分の考え方は少しでも成熟

である．そして、変わらないことは、日本に来てよかったと恩うこ　できるということは幸いなことと思うのである・

とであろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i費非斗　7
　　Tの作文　r日本人と色の好み」（導入と各段落の最初の文〕　　　Mの作文　r日本人と色」1靱入と各段落の最初の文〕

　一か月半のヨーロリバ旅行をして、日本に戻oて来て、ヨー口咄　　確かに日本人はあざやかな色はあまり好きではない。歴史的に最

パ人と遼うナアとまず恩ったのが、色への好みであった．　　　　　も畏く存在して来た日本の神祉を困察してみよう・褐色の屋棚・

　ヨーロッパの町を歩いて行けぱ、身の回りの人蓮はほとんど色の　　　　。　これに対して、中国人のお寺の色コーデイネーション

あざやかな洋服を留ている．　　　　　　　　　　　　　　　　　は主に赤い色と金色からなっている．
　ところで、日本人はどちらかといえぱ、暗い色、黒色や茶色やク　　宗教の面から竈れて、もっと日術的なことを述ぺよ㌔一つ面自

レーなピに好みがあるらしい．町を歩いている人を見ると、　　　い齪察ができることは、人々の服義であろう・シンガポール人の洋

　この色の好みは、服装にだけ限るものでなく、他の所にもよく表　服1こ対しての霞点は西洋人から彫螂されているのか・熱帯地方だか

れている．家を琴えると、　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら曇さによって形成されたのか，とにかく・責色とか・赤とか・鵤

　これに対して、日本式の家は．木そのものの色のままか、それと　やかな色が人気があるらしい．ひるがえって、日本人の樹子を見る

も兼色で仕上げるのが普通であろう．そして、橘木、　　　　　　と、どうしても洋服の色コーデイネーションはあまり目立たない気

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がする．・…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資＊斗

　　↑の作文　　rリー・クアン・ユー」　‘序諭と繕諭〕

　シンガポールの現代歴史は、太平洋戟争が拠わrてから始まった

といわれる。三年と八か月の昭南時代が日本亙の撤退と共1＝幕を閉

じ、シンガポール人は葛ぴの中で熱烈に英圃を迎えた。しかし、も

はや英璽を戦前のよう1こ信頑することがで者なかった．そして、5

0年代を迎え、シンガポールは非常に混乱した時代に入った，民族

による紛争や典産主墨の中学枝と労組への浸透活動や半樽民地政府

デモ．ストライキなどの一遵の事態で英政府は仕方なくシンガポー

ルに自治憧を与え、やがて独立をさせた．この週程の中で最も重犬

な人物1オやはりシンガポールの一代目の首相、リー・クアン・ユー

首相である．破は、歴史上の人物というより、シンガポールの近代

歴史そのもωをなした重要な人物と言った方が遭当かもしれない．

　■」一首相がはじめて首剛＝就任した時、35才という着さであっ

た．　｛この後．政治、外交，経済の成功．人柄がのぺられる〕

　■」一・クアン・ユー首相，シンガポールの第一代のリーターたち

の中のリーターはこの国にとって．親父のようである。昔の弱い子

は今強い、有為な脅年になった。しかし親1＝とって子供はいつまで

も子供で、いつまでも保護したい気持ちがあるのだろう。でも、子

の意志に従い一手元から赦して他の人違の彫■の下で匿かせてやれ

ぱ．かえって立派な犬人になるし、親子閥係もよいまま倶てる。

　そろそろ引退するリー・クアン・ユー首相は，これを理解してい

るのだろう。　｛了〕

工筆者が留いたコメント〕ソンガポールが■」一首相のもとで奇跡的

な発展をとげたことは大変幸週なことでした．首相になったのが3

5才であうたとは扇きですね由もっとも、明治維新の立役者は，西

螂を除けぱ、みんなそれ以下の年令でした。今のシンガボールの繁

栄を恩うにつけ、かってマラヤ連邦に反対し、それゆえ本国から強

制帰国命令を受けた留学生チュア・スイ・リンのことやその友人ヘ

ン・フ・チョンを思、い出します．二人はOO省とOO大学の無理解

に悩み、6か月の運動の後に、日本残留を許されました。1960
年代は、留学生の身分も突1＝国家1：左右されていたのでした。ヘン

君は今西ドイツにいます。あの頃は、そういう形で国を捨てざるを

得なかった人が何人もいました血　い990一］一20　松岡〕

　8
　　Mの作文　　　「リー・クアン・ユー」　｛冒頭・中段・繕給〕

　シンガポールは建国してからまだ25年しか立っていないので、

歴史的1一言えぱ、非常に三旨い国と言える。そのゆえ一歴史上の傾人

または著名人を取り上げることはなかなか難しいことだと恩う。

　といっても、やはり、シンガポールの歴史で、強い影讐力を持っ

ていた人はたくさんいる，その中に、一番重要な人物は今首相をや

っている■」一・クアン・ユーさんでああろう。

　1以下、り一首相のシンガポールヘの質献が述ぺられる〕

　しかし、世の中にやり間連いがない人はいないであろう．リー首

相はシンガポールのため‘こずっと働いてきてくれた。だが。彼の労

をほめながら、私たちは彼の誤りにっいても討諭する必要もあるに

迎いない．特に、最近、国内の政治状祝が変わってくるにつれて、

彼の破鏑態度の誤りは著しくなってきたとも言えると、私は思う。

　工汝いで、り一首相の間固点が述ぺられる〕

　私の葱見では、時代が変わっていくから、政治も改めて、新しい

思想、理境‘＝従って、変わらなけれぱならない。もし，一人があく

まても揮力を握って、新しい要求に対して頑強に拒否することは、

極めて危険なことであろう．

　シンガポールは若い国である．すなわち、政府も柔敦な体制をし

なけれぱならない。しかし、今の政治傾向はとうしてもリー首相の

頑固さが見える．この問題はこれから深刻になるだろう．　｛了〕

雌者が書いたコメント〕1960隼代にシンガポールがマラヤ連
邦から脱退する通を選んだ時のことを私は覚えていますが、その時

の彼の悲愉な漬説が、今でも印禦に残っています。　｛内容は忘れま

したが…　　〕。ともかく，ずいぷん長い闇一一一首相はシンガポー

ルを国民の圧倒的支持の下で率いてきたわけですが・そろそ呂後進

に遁を黎る時期かもしれません．もっとも、日本のように｛イタリ

アはもっとひどい時がありましたが〕、2年もしない間にどんどん

交代していくのも聞題です．…　　｛中略〕り一さんも、シンガポ

ールという国の規模に丁度合った、磧遼なリーターだったのでしょ

う．マルコスやチャウセスクのような人間でなかったことを幸迦と

思うぺきかもしれません。　　　い990－1－20　松岡〕
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