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［総論］本当に必要なのかと言わせない古典

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

1　
「
こ
て
ほ
ん
」
の
衝
撃

二
〇
一
九
年
に
明
星
大
学
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」（
略
し
て
「
こ
て
ほ
ん
」）
が
古
典
教
育
の
関
係

者
に
与
え
た
衝
撃
は
大
き
な
も
の
で
し
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ま
ず
古
典
「
否
定
派
」
が
「
高
校
で
古
典
必
修
は
不
要
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
展
開
し
ま
す
。
そ
の
理

由
は
「
経
済
成
長
に
対
し
て
優
先
度
が
低
い
」「
差
別
的
な
価
値
観
が
有
害
で
あ
る
」「
現
代
語
訳
で
読
め
ば
い
い
」
と
い
っ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
古
典
「
肯
定
派
」
は
、
否
定
派
が
作
っ
た
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
土
台
に
は
乗
っ
て
の
反
論
は
し
な
い
と
宣
言
し
、
古
典
を
学
ぶ

意
義
と
し
て
「
古
典
は
幸
せ
に
生
き
る
知
恵
を
授
け
る
」「
高
校
で
は
実
用
性
よ
り
広
い
教
養
が
大
切
で
あ
る
」「
自
国
の
文
化
を
知
る
権

利
が
あ
る
」「
誰
が
必
要
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
」
な
ど
と
主
張
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、肯
定
派
が
否
定
派
に
「
反
論
で
き
て
い
な
い
」
と
い
う
評
価
を
、当
の
否
定
派
は
も
ち
ろ
ん
、議
論
を
見
て
い
た
オ
ー
デ
ィ

エ
ン
ス
か
ら
も
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
視
聴
し
て
い
た
勤
務
校
の
生
徒
た
ち
は
、
そ
の
内
容
が
大
い
に
不
満
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
彼
ら
が
感
じ
た
問
題

点
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

総　

論
本
当
に
必
要
な
の
か
と
言
わ
せ
な
い
古
典

仲
島
ひ
と
み
（
国
際
基
督
教
大
学
高
等
学
校
）

・
否
定
派
と
肯
定
派
の
議
論
（
論
点
）
が
か
み
あ
っ
て
い
な
い
。

・
目
指
し
て
い
る
も
の
も
そ
れ
ぞ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
否
定
派
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
つ
も
り
の
よ
う
だ
が
、
肯
定
派
は
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

・
高
校
の
古
典
と
い
う
話
題
で
あ
り
な
が
ら
、
当
事
者
で
あ
る
高
校
生
の
意
見
が
全
く
聞
か
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
生
徒
た
ち
は
自
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
高
校
に
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」（「
高
校
こ
て
ほ
ん
」）
が
二
〇
二
〇
年
六
月
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

も
と
も
と
は
三
月
に
学
校
を
会
場
と
し
て
開
催
す
る
予
定
だ
っ
た
の
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
り
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
以
下
の
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。

①
二
〇
一
九
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
論
点
整
理
。
否
定
派
・
肯
定
派
の
四
名
の
主
張
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
新
た
な
ゲ
ス
ト
に
迎
え
た
二
名

の
主
張
を
紹
介
し
た
。

②
高
校
生
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
。
高
校
生
が
古
典
や
古
典
の
授
業
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
、
複
数
の
高
校
の
生
徒
に
依
頼
し
、
約

六
〇
〇
人
か
ら
回
答
を
得
て
分
析
し
た
。

③
高
校
生
メ
ン
バ
ー
が
肯
定
派
・
否
定
派
に
分
か
れ
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
、
合
意
形
成
に
向
け
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
詳
細
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
書
籍
『
高
校
に
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
』（
文
学
通
信
、
二
〇
二
一
年
）
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

二
〇
一
九
年
の
「
こ
て
ほ
ん
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
必
修
・
選
択
と
い
う
論
点
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
二
〇
二
〇
年
の
「
高
校
こ
て

ほ
ん
」
で
は
そ
こ
か
ら
議
論
を
一
歩
手
前
に
戻
し
て
、
そ
も
そ
も
高
校
で
古
典
の
授
業
を
す
る
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
否
定
派
・
肯
定
派
の
対
立
が
か
み
あ
う
形
で
見
え
る
よ
う
に
、
③
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
・
リ
テ

ラ
シ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
整
理
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
表
で
す
。
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意
義
が
あ
る
と
い
う
見
方
も
、
意
義
が
な
い
も
し
く
は
害
が
あ
る
と
い
う
主
張
も
、
ど

ち
ら
も
一
理
あ
る
と
言
え
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
必
修
・
選
択
の
議
論
は
他
の
科
目
と
の

兼
ね
合
い
も
あ
り
、
最
終
的
に
は
優
先
順
位
を
ど
う
つ
け
る
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
の

で
、
な
か
な
か
こ
こ
だ
け
を
見
て
簡
単
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

私
個
人
と
し
て
は
、
古
典
を
必
修
科
目
と
し
て
学
習
す
る
こ
と
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
面

か
ら
相
当
程
度
正
当
化
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
語
の
書
き
言
葉

に
は
、
明
治
時
代
の
言
文
一
致
前
後
で
か
な
り
大
き
な
断
絶
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
断
絶
を

乗
り
越
え
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
文
語
文
法
と
漢
文
訓
読
の
学
習
は
大
き
な
意
味
を
持
ち

ま
す
。
ど
の
よ
う
な
分
野
に
進
む
と
し
て
も
、
一
〇
〇
年
前
の
資
料
に
ア
ク
セ
ス
す
る
必

要
性
は
意
外
と
多
く
の
人
に
あ
り
得
ま
す
が
、
一
〇
〇
年
前
の
書
き
言
葉
の
た
め
に
文
語

文
法
と
漢
文
訓
読
の
知
識
を
学
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
変
わ
ら
な
い
努
力
で
一
〇
〇
〇
年

前
の
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
可
能
に
な
り
ま
す
。（
漢
文
も
含
め
れ
ば
紀
元
前
の
資
料
へ
の
ア

ク
セ
ス
を
可
能
に
し
て
く
れ
ま
す
）
そ
う
考
え
る
と
、
古
典
の
学
習
の
「
コ
ス
パ
」
は
そ
う

悪
く
な
い
も
の
に
思
え
ま
す
。

さ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
高
校
生
の
メ
ン
バ
ー
が
二
つ
の
陣
営
に
分
か
れ
て
デ
ィ

ベ
ー
ト
を
し
た
後
、
そ
の
立
場
を
離
れ
て
個
人
の
意
見
を
言
い
合
う
「
感
想
戦
」
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
は
肯
定
派
も
含
め
て
、
今
の
授
業
に
も
問
題
が
あ
る
、
授
業
の
改
善
が

必
要
だ
、
と
い
う
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
が
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
到
達
し
た
合
意

点
と
い
う
形
に
な
り
ま
し
た
。
現
場
の
教
員
と
し
て
は
重
た
い
宿
題
を
与
え
ら
れ
た
な
、

意義がある（肯定派） 意義がない（否定派）

 コンテンツ
古典に学ぶことは有益である 有益だとしても

現代語訳で学べばよい
過去を相対化する視点を持つ 差別的な価値観が有害である

 リテラシー
古い資料にアクセスできる 古い資料は

アクセス不要の人が多い
現代語の運用能力向上に

つながる
現代語や実用的なことを

優先すべき

 アイデン
ティティー

個人のルーツ・
よりどころとなる 自分とのつながりを感じない

共同体としてのつながりを作る ナショナリズム・
排他性につながる

と
思
い
ま
す
。

2　

な
ぜ
必
要
性
を
問
わ
れ
て
し
ま
う
の
か

そ
も
そ
も
な
ぜ
古
典
は
「
本
当
に
必
要
な
の
か
」
と
問
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
教
育
談
義
の
中
で
必

要
性
を
問
わ
れ
る
の
は
古
典
だ
け
で
は
な
く
、
英
文
法
だ
っ
た
り
三
角
関
数
や
微
分
積
分
だ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
槍
玉
に
あ
が

り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
古
典
（
古
文
・
漢
文
）
は
頻
繁
に
問
わ
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

な
ぜ
古
典
は
必
要
性
を
問
わ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
れ
は
、
役
に
立
つ
と
も
面
白
い
と
も
思
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
も
し
生
徒
が
古
典
の
授
業
が
役
に
立
つ
と
実
感
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
面
白
い
と
楽
し
ん
で
い
た
り
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
必
要
か

ど
う
か
と
い
う
問
い
は
あ
え
て
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
問
わ
せ
て
し
ま
う
責
任
が
、
役
に
立
つ
と
も
面
白
い
と
も
思
わ
せ
る
こ
と
の
で

き
て
い
な
い
授
業
者
の
側
に
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
「
役
に
立
つ
」
と
も
「
面
白
い
」
と
も
思
え
な
い
状
態
と
い
う
の
は
、
外
発
的
動
機
付
け
・
内
発
的
動
機
付
け
の
い
ず
れ
も
な
い

状
態
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
外
発
的
動
機
付
け
」「
内
発
的
動
機
付
け
」
と
い
う
の
は
、
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
デ
シ
と
ラ
イ
ア
ン
に
よ
る
「
自
己
決
定
理
論
」
の
用
語
で
す
。
外
発
的
動
機
付
け
と
は
、
あ
る
行
為
の
外

側
に
あ
っ
て
そ
れ
を
行
う
理
由
と
な
る
も
の
を
言
い
ま
す
。
典
型
的
に
は
、
罰
や
報
酬
が
そ
う
で
す
。
古
典
が
何
か
の
「
役
に
立
つ
」
と

い
う
の
も
、外
発
的
動
機
付
け
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
内
発
的
動
機
付
け
」
と
は
、そ
の
行
為
自
体
が
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
自
体
が
「
面
白
い
」
か
ら
、
や
り
た
い
か
ら
や
る
、
と
い
う
の
が
内
発
的
動
機
付
け
で
す
。
一

般
的
に
内
発
的
な
動
機
付
け
の
方
が
強
力
で
あ
る
こ
と
や
、
は
じ
め
は
内
発
的
動
機
付
け
で
は
じ
め
た
こ
と
で
も
ご
褒
美
を
も
ら
う
と
外

発
的
動
機
付
け
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
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3　

古
典
と
外
発
的
動
機
付
け

一
口
に
外
発
的
動
機
付
け
と
言
っ
て
も
、
そ
の
実
か
な
り
の
幅
が
あ
り
ま
す
。
罰
を
受
け
た
く
な
い
（
損
を
し
た
く
な
い
）
か
ら
や

る
、
報
酬
が
あ
る
（
得
を
す
る
）
か
ら
や
る
、
そ
れ
が
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
か
ら
や
る
。
い
ず
れ
も
外
発
的
動
機
付
け
で
は
あ
り
ま
す
が
、

感
じ
方
と
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

古
典
が
ど
の
よ
う
に
役
に
立
つ
か
と
い
う
こ
と
に
も
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
い
く
つ
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

最
も
外
的
な
の
は
「
入
試
で
使
う
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
し
ょ
う
か
。
入
試
科
目
に
古
典
が
入
る
こ
と
に
は
入
学
後
の
学
び
に
つ
な
が

る
意
味
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
単
に
選
抜
に
使
い
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
別
に
そ
れ
が
古
典
で
あ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
古
典
そ
の
も
の
が
役
立
つ
理
由
で
は
な
い
と
考
え
る
と
、
動
機
付
け
と
し
て
は
弱
く
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

一
方
、
前
に
も
触
れ
た
リ
テ
ラ
シ
ー
と
し
て
の
必
要
性
は
、
も
う
少
し
実
質
的
な
も
の
で
す
。
例
え
ば
法
律
、
行
政
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
で
少
し
で
も
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
す
れ
ば
文
語
文
法
や
漢
語
漢
文
の
知
識
は
必
要
に
な
り
ま
す
し
、
理
系
分
野
で
も
、
天
文

や
地
震
な
ど
の
研
究
で
は
実
際
に
古こ

文も
ん

書じ
ょ

が
使
わ
れ
ま
す
。
古
典
の
世
界
は
小
説
・
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
と
い
っ
た
創
作
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
宝
庫
で
も
あ
り
、
原
文
が
読
め
れ
ば
誰
か
が
訳
し
た
も
の
し
か
読
め
な
い
人
よ
り
確
実
に
有
利
で
す
。
ま
た
、
歴
史
的
認
識
が

問
題
に
な
る
中
で
、
意
図
的
で
あ
れ
非
意
図
的
で
あ
れ
資
料
が
誤
読
さ
れ
た
時
に
は
そ
の
誤
り
を
指
摘
で
き
る
よ
う
な
、
デ
マ
や
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
に
流
さ
れ
な
い
た
め
の
社
会
的
ワ
ク
チ
ン
と
し
て
の
役
割
も
軽
視
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
、
古
典
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

で
す
の
で
、
同
じ
外
発
的
動
機
付
け
の
中
で
も
学
習
者
が
必
然
性
を
感
じ
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

4　

古
典
と
内
発
的
動
機
付
け

古
典
そ
の
も
の
が
楽
し
い
か
ら
や
り
た
く
て
や
る
、
と
い
う
の
が
内
発
的
動
機
付
け
で
す
。
そ
の
楽
し
み
方
に
も
実
は
い
ろ
い
ろ
な
も

の
が
あ
り
得
ま
す
。
最
も
注
目
さ
れ
や
す
い
の
は
文
学
的
に
読
む
面
白
さ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
例
え
ば
言
語
学
的
に
、

言
葉
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
現
在
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
の
も

面
白
い
で
す
し
、
歴
史
学
的
に
、
史
料
と
し
て
古
典
作
品
を
読
み
込
み
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
た
の
か
を
推
定
し
て
い
く
面
白

さ
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
科
学
的
に
、
前
項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
天
文
や
地
震
に
関
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
古
い
医
学
や
薬
学
に

関
す
る
こ
と
を
ひ
も
と
い
て
い
く
の
は
、
役
に
立
つ
か
ど
う
か
以
前
に
そ
れ
自
体
が
知
的
好
奇
心
を
刺
激
す
る
面
白
さ
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
内
発
的
動
機
付
け
に
な
り
そ
う
な
古
典
の
面
白
さ
を
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
で
考
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
応
じ
た
教
材

の
発
掘
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ち
な
み
に
、
古
典
肯
定
派
に
は
、
内
発
的
動
機
付
け
で
古
典
を
、
そ
れ
も
文
学
的
な
側
面
を
中
心
に
研
究
し
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
一
方
の
否
定
派
は
、
内
発
的
動
機
付
け
で
は
な
く
外
発
的
動
機
付
け
で
古
典
を
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
で
も
話
の

す
れ
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

5　

本
当
に
必
要
な
の
か
と
言
わ
せ
な
い
古
典

そ
れ
で
は
、
生
徒
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、
本
当
に
必
要
な
の
か
と
言
わ
れ
な
い
・
言
わ
せ
な
い
授
業
を
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
内
発
的
・
外
発
的
動
機
付
け
を
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
加
え
て
、
前
掲
の
デ
シ
と
ラ
イ
ア
ン
の
自
己
決

定
理
論
か
ら
、
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
事
柄
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

デ
シ
と
ラ
イ
ア
ン
は
、
ど
の
よ
う
な
文
化
に
属
す
る
人
で
あ
っ
て
も
、
三
つ
の
心
理
的
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
こ
と
が
健
康
や
幸
福

（wellbeing

）
に
つ
な
が
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
の
三
つ
の
心
理
的
ニ
ー
ズ
と
は
、com

petence

（
有
能
さ
、「
で
き
る
」
と
い
う
感
覚
）、
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S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

autonom
y

（
自
律
性
、自
分
で
決
め
る
、選
ぶ
こ
と
）、そ
し
てrelatedness

（
関
係
性
、誰
か
と
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
）
で
す
。
こ
れ
ら
の
ニ
ー

ズ
を
満
た
す
よ
う
な
授
業
設
計
を
し
て
い
く
こ
と
で
、
学
習
者
の
満
足
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
の
実
践
例
や
ア
イ
デ
ア
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

6　

com
petence  

読
め
る
、
読
め
る
ぞ
！

com
petence

（
有
能
さ
）
へ
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、「
読
め
る
ぞ
！
」
と
い
う
感
じ
を
ど
う
持
っ
て
も
ら
う
か
が
重
要
で
す
。

①
活
用
表
を
参
照
し
て
読
むմ
こ
れ
は
二
〇
一
九
年
の
「
こ
て
ほ
ん
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
書
籍
版
『
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
』
の
総

括
で
も
提
案
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
テ
ス
ト
に
活
用
表
を
つ
け
て
み
る
方
法
が
あ
り
得
ま
す
。
文
法
体
系
を
体
系
と
し
て
暗
記
し
、
何
も

見
な
い
で
活
用
さ
せ
る
の
は
、「
で
き
る
」
と
思
え
る
ま
で
の
ハ
ー
ド
ル
が
少
々
高
す
ぎ
ま
す
。
も
う
少
し
ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
で
文
法

を
活
用
す
る
体
験
が
で
き
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。「
そ
れ
で
は
テ
ス
ト
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
抵
抗
感
を
持
つ
人
も
多
い
の

で
す
が
、
実
際
に
そ
れ
で
み
ん
な
が
満
点
を
取
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
考
え
て
み
れ
ば
、
現
実
に
は
教
員
も
研
究
者
も
、
参
考
書
・

注
釈
書
・
辞
書
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
読
ん
で
い
き
ま
す
。
古
典
を
手
ぶ
ら
で
読
む
テ
ス
ト
は
、
あ
る
意
味
で
は
か
な
り
特
殊
な
環
境
と

も
言
え
ま
す
。

②
「
本
物
」
を
見
る　

教
科
書
の
本
文
は
、
翻ほ
ん

刻こ
く

さ
れ
漢
字
や
ひ
ら
が
な
の
表
記
な
ど
も
調
整
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
か
え
っ

て
「
本
物
の
古
い
も
の
を
読
め
て
い
る
」
と
感
じ
に
く
く
さ
せ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
古
文
書
や
碑
を
実
際
に
見
て
読
ん

で
み
る
と
い
う
体
験
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
実
際
に
近
場
に
あ
る
石
碑
を
見
に
足
を
運
ん
だ
り
す
る
の
も
楽
し
い
で
す
し
、
本
は
複
製

で
も
い
い
の
で
手
に
取
っ
て
見
ら
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
も
充
実
し
て
き
た
の
で
使
わ
な
い
手
は

あ
り
ま
せ
ん
。
国
立
国
会
図
書
館
が
運
営
す
る
「
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
」（https://jpsearch.go.jp/

）
な
ど
で
検
索
す
れ
ば
簡
単
に
教
材
が

作
れ
ま
す
。
く
ず
し
字
学
習
ア
プ
リ
「
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
」、
Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
ア
プ
リ
「
み
を
」
な
ど
も
、
初
心
者
の
強
い
味
方
で
す
。

③
読
み
や
す
い
も
の
を
読
む　

入
門
期
は
読
み
や
す
く
て
面
白
い
も
の
を
読
む
の
が
一
番
で
す
。
た
い
て
い
の
教
科
書
が
中
世
の
説
話
で

導
入
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
意
図
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
近
い
時
代
の
近
代
文
語
文
や
近
世
の
作
品
な
ど
か
ら
も
、
探
し
て
み
る
と

今
の
教
科
書
の
定
番
以
外
に
も
生
徒
の
興
味
を
引
き
そ
う
な
も
の
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
『
解か
い

体た
い

新し
ん

書し
ょ

』『
蘭ら
ん

学が
く

事こ
と

始は
じ
め』

な
ど
も
面
白
そ
う
で
す
。
ヒ
ン
ト
に
な
る
問
い
や
注
を
つ
け
た
プ
リ
ン
ト
を
作
成
す
る
な
ど
し
て
、
そ
れ
を
頼
り
に
自
分
で
ガ
ツ
ガ
ツ
読

ん
で
み
る
よ
う
な
使
い
方
が
で
き
る
と
「
読
め
た
」
と
い
う
感
覚
を
得
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

7　

Autonom
y  

自
分
で
決
め
る
！　

選
ぶ
！

Autonom
y

（
自
律
性
）
へ
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
自
分
で
選
択
し
決
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
自

分
で
対
象
や
方
法
を
選
べ
る
よ
う
な
課
題
を
出
し
て
み
る
の
が
い
い
で
し
ょ
う
。

①
全
文
音
読
チ
ャ
レ
ン
ジ　

好
き
な
作
品
を
自
分
で
選
ん
で
本
文
を
全
文
音
読
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
課
題
を
一
年
生
の
夏
休
み
の
宿
題

で
出
し
て
み
ま
し
た
。
テ
キ
ス
ト
は
原
文
で
あ
れ
ば
文
庫
本
で
も
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
（
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
で
閲
覧
で
き
る
全

集
で
も
、
何
で
も
可
。
実
際
に
自
分
で
も
音
読
し
て
み
て
、
時
間
の
目
安
を
示
し
ま
し
た
。
例
え
ば
方ほ
う

丈じ
ょ
う

記き

は
三
〇
分
、
土と

佐さ

日に
っ

記き

は

四
五
分
、
竹た
け

取と
り

物も
の

語が
た
りは
一
時
間
、
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
りや
更さ
ら

級し
な

日に
っ

記き

は
一
時
間
四
〇
分
、
古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
うは
四
時
間
程
度
で
全
文
を
音
読
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
一
年
生
に
対
し
て
か
な
り
の
む
ち
ゃ
ぶ
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
お
お
む
ね
楽
し
ん
で
や
っ
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。
読
ん
だ

作
品
・
所
要
時
間
と
と
も
に
感
想
を
書
い
て
提
出
し
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
意
外
と
中
身
が
わ
か
っ
て
い
そ
う
な
感
想
に
驚
き
ま
し
た
。
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S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

も
ち
ろ
ん
本
に
載
っ
て
い
る
注
釈
や
現
代
語
訳
を
参
照
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
授
業
で
や
っ
た
文
法
事
項
が
わ
か
っ
た
」
な

ど
の
コ
メ
ン
ト
も
あ
り
、「
読
め
る
」
と
感
じ
ら
れ
てcom

petence

へ
の
ニ
ー
ズ
と
い
う
面
で
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

②
翻
訳
翻
案
チ
ャ
レ
ン
ジ　

教
科
書
的
な
一
つ
の
正
解
が
あ
る
と
思
う
と
苦
し
い
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
翻
訳
を
参
考
に
し

て
自
分
な
り
の
表
現
を
し
て
み
よ
う
と
い
う
課
題
を
出
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
伊
勢
物
語
で
三
〜
四
種
類
、
源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
りで
八
〜

一
〇
種
類
の
訳
（
英
訳
も
含
む
）
を
並
べ
て
紹
介
。
こ
れ
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
訳
し
方
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
解
放
さ
れ
た
気
分
に
な
り
ま
す

が
、
自
分
で
表
現
す
る
方
も
、
現
代
パ
ロ
デ
ィ
や
マ
ン
ガ
・
イ
ラ
ス
ト
も
ア
リ
に
す
る
と
か
な
り
多
様
に
な
り
面
白
い
で
す
。

こ
こ
ま
で
全
面
的
な
も
の
で
な
く
て
も
、
小
さ
な
と
こ
ろ
で
選
択
や
工
夫
の
余
地
が
設
け
ら
れ
て
い
る
授
業
を
設
計
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
本
の
小
中
高
の
授
業
や
学
校
生
活
で
は
、
自
分
で
決
め
て
選
ぶ
練
習
を
あ
ま
り
さ
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
が
変
わ
る
と
、

社
会
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
希
望
も
持
っ
て
い
ま
す
。

8　

Relatedness  

み
ん
な
で
！　

推
し
！

Relatedness

（
関
係
性
）
へ
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
教
室
の
中
の
共
同
体
作
り
の
方
向
性
と
、
学
習
内
容
に
対
す
る
つ
な
が
り
を
作

る
方
向
性
と
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

①
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク　

生
徒
同
士
で
協
力
し
て
取
り
組
む
課
題
は
、
学
び
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
作
る
の
に
役
立
ち
ま
す
。
授
業
法
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
が
各
所
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、こ
こ
で
は
詳
し
い
説
明
は
割
愛
し
ま
す
が
、例
と
し
て「
ジ
グ
ソ
ー
学
習
」、「
リ

テ
ラ
チ
ャ
ー
サ
ー
ク
ル
」、「
Ｑ
Ｆ
Ｔ
（
質
問
づ
く
り
）」、「
イ
ン
プ
ロ
（
即
興
演
劇
）」、「
群
読
」
な
ど
が
古
典
の
授
業
で
も
活
用
で
き
そ
う
で
す
。

検
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

②
「
推
し
」
を
作
る　

古
典
の
作
品
や
作
者
、登
場
人
物
、歌
人
な
ど
、自
分
の
好
き
な
人
や
物
（
最
近
よ
く
言
う
と
こ
ろ
の
「
推
し
」）
を
作
る
と
、

学
習
す
る
の
も
楽
し
く
な
り
ま
す
。
英
語
教
育
の
関
係
者
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
「
推
し
文
法
」「
推
し
構
文
」
と
い
っ
た
話
を
し
て
い
る
の
も
見

か
け
た
こ
と
が
あ
り
、
推
し
技
法
・
推
し
単
語
・
推
し
助
詞
・
推
し
助
動
詞
な
ど
を
自
分
で
決
め
て
語
り
合
っ
た
り
す
る
と
面
白
い
か
も

し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
筆
者
の
推
し
助
詞
は
「
さ
へ
」、
推
し
助
動
詞
は
「
む
」
で
す
。

古
典
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
や
高
校
生
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
て
い
て
、
古
典
に
対
す
る
考
え
方
に
は
、
過
去
の
教
員
と
の
出
会
い
に

影
響
さ
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
と
感
じ
ま
す
。
深
み
の
あ
る
知
識
と
愛
の
あ
る
語
り
で
古
典
フ
ァ
ン
を
生
み
出
し
て
き
た
先
生
は
今
ま

で
に
も
た
く
さ
ん
い
て
、そ
う
い
う
先
生
と
出
会
え
た
人
は
幸
福
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
一
方
、不
幸
な
出
会
い
方
を
し
て
し
ま
っ

た
ば
か
り
に
古
典
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

古
典
が
社
会
の
中
で
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
継
承
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
学
校
で
そ
れ
を
教
え
る
教
員
の
力
量
が
全
体
と
し
て
上
が
り
、

支
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
勉
強
が
必
要
で
す
し
、
勉
強
で
き
る
余
裕
が
必
要
で
す
。
労
働
環
境
に
関
わ
る
こ
と
で

も
あ
り
、
一
朝
一
夕
に
劇
的
な
改
善
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
分
が
古
典
を
「
推
す
」
だ
け
で
は
な
く
、「
推
さ
れ
る
」
教
員

に
な
り
、
生
徒
を
古
典
の
魅
力
に
つ
な
が
る
道
に
誘
う
こ
と
。
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
立
と
う
と
い
う
意
識
を
、
ま
ず
は
持
ち

た
い
と
思
い
ま
す
。


