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A
　
「
読
む
」
「
書
く
」
「
聞
く
」
「
話
す
」

こ
れ
ら
は
国
語
の
学
習
に
於
い
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
生
徒
達
を
見
て
い
る
と
「
読
む
」
　
の
は
小

説
よ
り
洩
画
で
あ
り
、
「
聞
く
」
　
の
は
人
の
語
よ
り
も
音
楽
で
あ
る
。
ま
た
、
「
話
す
」
　
こ
と
は
総
じ
て
苦
手
で
あ
り
、
特
に

多
人
数
を
前
に
す
る
と
大
方
は
言
葉
が
続
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
発
関
し
て
答
え
さ
せ
る
時
に
答
え
が
完
結
で
き
ず
、
こ

ち
ら
か
ら
フ
ォ
ロ
ー
し
て
し
ま
う
こ
と
も
多
々
あ
る
。
勿
論
、
常
に
　
「
待
ち
」
　
の
時
間
を
経
て
の
上
で
あ
る
が
。
そ
れ
で
は

「
書
く
」
　
こ
と
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
が
中
々
良
い
の
で
あ
る
。
個
人
差
は
あ
る
が
、
わ
り
と
素
直
に
自
分
の
内
面
が

表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
心
の
声
」
は
文
字
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
場
合
が
多
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を

皆
の
前
で
読
ん
で
み
た
り
、
他
の
者
に
読
ま
せ
た
り
す
る
と
、
多
く
の
反
応
が
出
て
く
る
。
そ
こ
に
活
気
も
生
じ
、
単
に
「
授

け
る
」
だ
け
で
な
い
授
業
が
存
在
す
る
。
生
徒
と
教
師
が
　
「
創
り
上
げ
る
」
雰
囲
気
が
、
私
の
理
想
の
授
業
な
の
で
あ
る
。

B
　
古
文
・
漢
文
と
は

多
く
の
高
校
生
は
息
う
だ
ろ
う
。
何
故
「
徒
然
草
」
や
「
論
語
」
を
読
む
の
か
と
。
教
師
は
言
う
の
で
あ
る
。
「
日
本
語
の
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四

昔
の
姿
を
見
つ
め
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
古
人
の
考
え
を
知
る
た
め
だ
。
」
と
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
古
典
の
原
文
と
現
代
語

訳
の
文
章
と
を
並
べ
て
示
す
方
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
、
と
り
あ
え
ず
読
む
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
一
そ
こ
か
ら
疑
問
や
興
味
も
わ
い
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
古
語
の
特
異
性
に
も
注
目
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
訳
し
て
ご
ら
ん
」

と
言
う
よ
り
も
「
さ
あ
読
ん
で
み
よ
う
」
　
の
方
が
、
よ
り
有
益
だ
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
漢
文
は
元
来
中
国
の
文
章
を
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
補
っ
て
、
や
っ
と
日
本
語
の
よ
う
に
読
め
る
の
だ
と
い
う
事

実
は
、
明
確
に
伝
え
た
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
漢
字
か
ら
平
仮
名
や
片
仮
名
が
生
ま
れ
、
日
本
語
の
文
章
が
洗
練
さ
れ
て

い
く
こ
と
を
。
江
戸
以
前
の
男
子
の
教
養
と
言
え
ば
漢
文
の
学
習
に
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
平
安
時
代
の
女
流
文
学
（
仮

名
文
学
）
　
の
存
在
は
特
色
が
あ
り
、
日
記
や
随
筆
と
い
っ
た
文
学
の
形
式
は
、
現
代
で
も
身
近
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
明
示
し
た
い
。

C
　
文
語
文
法
よ
り
口
語
文
法

ま
た
、
高
校
生
は
思
う
の
で
あ
る
。
何
故
、
古
典
文
法
な
の
か
と
。
活
用
を
沢
山
覚
え
る
の
か
と
。
古
文
を
読
む
上
で
、

敢
え
て
複
雑
な
文
法
事
項
を
押
し
っ
け
る
の
は
、
あ
ま
り
有
益
で
な
い
事
で
あ
る
。
生
徒
の
多
く
は
現
代
語
の
文
法
知
識
が

少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
中
学
終
了
ま
で
の
段
階
で
、
中
々
体
系
的
に
文
法
の
基
礎
を
ク
リ
ア
ー
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
、
古
代
の
文
法
に
直
面
し
て
し
ま
う
の
で
は
、
や
は
り
生
徒
に
は
つ
ら
い
も
の
が
あ
る
。
古
典
文
法
の
前
に
、

も
う
一
度
現
代
語
の
文
法
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
も
最
低
限
、
次
の
事
項
で
あ
る
。

①
　
言
葉
の
単
位
（
文
・
文
節
・
単
語
）



②
　
品
詞
分
類

③
　
活
用
と
い
う
現
象

こ
の
三
つ
が
予
め
頭
に
あ
る
だ
け
で
、
古
典
の
文
法
も
少
し
は
取
り
組
み
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勘
の
良

い
子
は
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
古
代
の
動
詞
の
方
が
活
用
の
パ
タ
ー
ン
が
多
い
こ
と
に
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
二
段
が
一
段
に
な
る

の
か
と
。
そ
れ
が
言
葉
の
変
化
の
過
程
で
あ
り
、
「
口
語
化
」
す
る
と
い
う
こ
と
か
と
。
ま
た
、
同
じ
品
詞
で
あ
っ
て
も
、
助

詞
や
助
動
詞
、
副
詞
や
連
体
詞
は
ど
こ
か
レ
ベ
ル
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
更
に
し
め
た
も
の
で

あ
る
。
自
立
す
る
も
の
と
付
属
す
る
も
の
が
同
じ
レ
ベ
ル
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
分
類
は
と
り
あ
え
ず
種
別

で
あ
り
、
分
類
さ
れ
た
l
つ
一
つ
の
レ
ベ
ル
は
遣
っ
て
い
て
も
良
い
と
気
づ
く
。
学
校
で
学
ぶ
分
類
が
橋
本
文
法
に
よ
っ
て

い
る
事
を
示
し
、
他
に
も
異
な
る
考
え
方
が
あ
っ
た
と
示
せ
ば
、
文
法
も
少
し
は
丸
く
と
ら
え
ら
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

D
　
現
代
文
の
課
題

さ
て
、
国
語
に
は
楽
し
い
読
み
物
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
。
生
徒
に
好
評
だ
っ
た
作
品
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
た
い
。
青

春
も
の
と
し
て
「
伊
豆
の
踊
り
子
」
と
「
こ
こ
ろ
」
。
共
に
長
い
作
品
だ
が
、
最
後
ま
で
興
味
は
持
続
し
、
感
じ
入
る
者
も
多

か
っ
た
。
「
羅
生
門
」
も
上
手
さ
と
ス
リ
ル
を
楽
し
め
た
。
「
空
飛
ぶ
男
」
の
S
F
的
な
面
白
さ
や
危
機
感
。
「
ト
ル
ソ
ー
の
時

代
」
　
（
加
藤
典
洋
氏
）
に
出
て
く
る
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
な
ど
も
、
本
編
の
随
筆
に
も
増
し
て
興
味
を
あ

お
る
不
思
議
な
世
界
に
魅
か
れ
た
。
「
と
ん
か
つ
」
　
（
三
浦
哲
郎
氏
）
　
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
味
も
良
か
っ
た
。

鑑
班
・
干
渉
・
感
傷
・
勧
奨

一
一
五



六

創
る

E
　
最
後
に

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
点
を
再
確
認
す
る
次
第
で
あ
る
。

①
　
授
業
は
教
師
と
生
徒
が
創
り
上
げ
る
も
の

②
　
古
典
は
現
代
語
で
よ
み
た
い

③
　
で
き
れ
ば
楽
し
く




