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ま
え
が
き

認
知
言
語
学
と
呼
ば
れ
る
言
語
学
の
一
分
野
を
、
読
者
の
皆
さ
ん
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
言
語
学

を
専
門
と
す
る
方
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
、
容
易
に
頭
の
中
に
喚
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
言
語
学
と
い
う
学
問
に
あ
ま
り
関
心
の
な
い
方
、

あ
る
い
は
、
認
知
言
語
学
と
い
う
こ
と
ば
は
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
は
あ

ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
方
も
、
こ
の
広
い
世
の
中
に
は
、
意
外
に
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
本
書
で
は
、
認
知
言
語
学
と
い
う
学
問
領
域
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
提
示
し
て
き
た
、
そ

の
基
本
的
な
考
え
方
を
、
小
説
と
い
う
形
態
で
も
っ
て
、
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
認
知
言
語
学
の
研
究
者
で
ま
た
大
学
教
員
で
も
あ
る
本
書

の
主
人
公
が
、
実
際
的
な
講
義
形
式
を
通
し
て
展
開
し
て
い
く
認
知
言
語
学
の
ス
ト
ー
リ
ー
︵
す
な
わ
ち

そ
の
基
本
的
な
考
え
方
︶
が
、
本
書
で
は
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で

す
。
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こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
本
邦
初
の
試
み
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
認
知
言
語
学
と
い
う
学

問
を
小
難
し
い
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
方
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
が
も
た
ら
さ
れ
る

良
書
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
言
語
学
の
専
門
家
の
方
︵
大
学
院
生
を
含
む
︶
が
読
ま
れ

て
も
、
本
書
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
内
容
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
筆
者
と
し
て
は
、
そ
れ
よ

り
も
、
中
高
生
や
大
学
生
、
そ
し
て
社
会
人
な
ど
、
一
般
の
方
を
対
象
と
し
て
、
幅
広
い
読
者
の
皆
さ
ん

に
、
本
書
を
読
ん
で
頂
い
て
、
認
知
言
語
学
と
い
う
学
問
の
中
身
を
知
っ
て
頂
き
た
い
と
、
強
く
願
っ
て

や
み
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
本
書
を
読
ん
で
頂
い
た
結
果
と
し
て
、
認
知
言
語
学
と
い
う
学
問
に
興
味
や
関

心
を
よ
り
一
層
高
め
て
頂
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
本
書
執
筆
の
価
値
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
僭
越
な
が
ら
力
作
と
ま
で
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
新
鮮
味
の
漂
う
﹃
小
説
風
「
認
知
言
語

学
入
門
」﹄
の
幕
開
け
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
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第

1
講
　
認
知
言
語
学
と
は
何
か
？

研
究
室
の
窓
か
ら
眺
め
る
景
色
は
、
と
て
も
気
持
ち
が
よ
い
も
の
で
あ
る
。
新
学
期
と
い
う
季
節
柄

の
せ
い
か
、
ま
た
新
緑
の
木
々
が
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
る
せ
い
か
、
私
は
と
て
も
清
々
し
い
気
持
ち

で
、
４
階
に
あ
る
研
究
室
に
滞
在
し
て
い
る
。

時
計
を
チ
ラ
見
し
な
が
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
講
義
の
時
間
が
近
づ
い
て
い
る
な
あ
と
思
い
つ
つ
、
と
り
あ

え
ず
は
、
コ
ー
ヒ
ー
の
香
り
を
鼻
孔
に
湿
ら
せ
な
が
ら
、
朝
の
ひ
と
時
を
満
喫
し
て
い
る
。
メ
ー
ル
の

チ
ェ
ッ
ク
を
し
な
が
ら
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
特
に
目
ぼ
し
い
メ
ー
ル
は
来
て
い
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
時
間
が
来
た
な
あ
と
思
い
な
が
ら
、
席
を
立
ち
、
研
究
室
の
戸
締
り
を
し
て
、

講
義
室
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
。

新
学
期
の
教
室
は
、
例
年
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
新
し
い
顔
ぶ
れ
が
揃
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
は

な
は
だ
新
鮮
さ
が
こ
こ
ろ
も
ち
違
う
気
が
す
る
。
教
室
に
入
っ
て
、
教
壇
に
上
が
っ
て
、
座
っ
て
い
る
学
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生
さ
ん
た
ち
の
方
を
向
く
と
、
知
ら
な
い
顔
ば
か
り
で
、
一
瞬
の
緊
張
が
走
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

私
は
、
人
前
で
し
ゃ
べ
る
の
は
元
来
あ
ま
り
得
意
だ
と
は
言
え
な
い
方
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
授
業
は
授

業
と
し
て
自
分
の
中
で
割
り
切
っ
て
、
教
壇
に
上
が
っ
て
い
る
。
と
か
く
、
人
前
で
し
ゃ
べ
る
の
が
苦
手

な
ら
、
教
員
と
い
う
選
択
肢
以
外
に
も
、
他
に
も
適
当
な
職
が
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
に
と
思
う
の
で
は
あ

る
が
、
私
は
研
究
者
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
に
生
き
が
い
を
感
じ
て
い
る
の
で
、
だ
か
ら
こ
そ
結
果
と
し

て
こ
の
よ
う
な
職
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
こ
こ
の
教
室
っ
て
、
認
知
言
語
学
っ
て
い
う
講
義
で
す
よ
ね
」

と
、
か
な
り
緊
張
し
た
面
持
ち
で
、
前
の
方
の
学
生
さ
ん
た
ち
に
尋
ね
る
と
、
う
ん
そ
う
そ
う
と
い
っ
た

感
じ
で
こ
こ
ろ
よ
く
会
釈
を
し
て
く
れ
る
。

「
研
究
室
を
出
る
の
が
少
し
遅
れ
ま
し
た
の
で
、
少
し
遅
刻
し
ま
し
た
か
ね
。
ご
め
ん
な
さ
い
。
い
ろ

い
ろ
と
授
業
科
目
が
あ
る
中
で
、
こ
の
認
知
言
語
学
と
い
う
科
目
を
選
ん
で
も
ら
え
て
、
ま
ず
は
、
あ
り

が
た
い
な
あ
と
、
感
謝
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
様
子
見
の
方
も
い
る
と
思
い
ま

す
の
で
、
そ
の
場
合
は
、
今
日
の
講
義
を
聴
い
て
み
て
、
も
し
も
興
味
や
関
心
が
あ
り
そ
う
で
し
た
ら
、

履
修
登
録
を
し
て
も
ら
え
た
ら
と
思
い
ま
す
」

「
こ
の
講
義
は
、
先
に
も
言
い
ま
し
た
が
、
認
知
言
語
学
と
い
う
名
称
の
講
義
で
す
。
認
知
言
語
学
と
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い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
主
眼
は
「
こ
と
ば
︵
あ
る
い
は
言
語
︶」
が
そ
の
探
求
の
対
象
と
な
っ
て
き

ま
す
。
言
語
学
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
こ
と
ば
と
い
う
研
究
対
象
に
対
し
て
、
様
々

な
ア
プ
ロ
ー
チ
法
が
あ
る
わ
け
で
す
の
で
、
通
常
は
、
○
○
言
語
学
と
い
う
よ
う
に
、
ど
う
い
う
視
点
で

も
っ
て
言
語
を
探
求
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
表
す
専
門
的
な
こ
と
ば
が
、
そ
の
頭
に
付
く
こ
と
に

な
り
ま
す
」

「
こ
の
講
義
の
場
合
に
は
、「
認
知
」
と
い
う
こ
と
ば
が
そ
の
冠
と
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
つ
ま
り
、

言
語
現
象
を
捉
え
て
い
く
際
に
、
こ
の
場
合
に
は
、
認
知
的
な
視
点
で
も
っ
て
、
そ
れ
を
探
求
し
て
い
こ

う
と
す
る
姿
勢
が
、
そ
こ
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
言

う
と
こ
ろ
の
「
認
知
」
と
は
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
、
そ
の
点
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
認
知
言
語
学
と
い
う
場
合
の
「
認
知
」
と
は
、
認
知
心
理
学
と
い
う

意
味
で
の
「
認
知
」
に
、
ほ
ぼ
ほ
ぼ
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
と
は
い
え
、
皆
さ
ん
の
中
に

は
認
知
心
理
学
と
い
う
学
問
を
知
ら
な
い
人
の
方
が
多
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
で
は
、
何
の
こ
と
か
分

か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

「
認
知
言
語
学
と
い
う
学
問
は
、
言
語
学
と
あ
る
よ
う
に
、
言
語
学
の
一
分
野
を
構
成
し
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
そ
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
生
成
言
語
学
か
ら
の
脱
却
と
い
う
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
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す
。
認
知
言
語
学
と
呼
ば
れ
る
言
語
学
は
、
言
語
学
分
野
の
中
で
は
、
比
較
的
新
し
い
学
問
分
野
の
一
つ

で
、
ま
だ
ま
だ
若
造
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
前
の
言
語
学
に
お

い
て
は
、
そ
ん
な
中
で
様
々
な
言
語
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
の
は
事
実
で
す
が
、
そ
の
主
流
と
し
て
君
臨

し
て
い
た
の
が
、
生
成
言
語
学
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
生
成
言
語
学
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
と
、
大

変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
の
講
義
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
興
味
の
あ
る

方
は
、
ネ
ッ
ト
や
書
物
な
ど
で
調
べ
て
み
て
も
ら
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
」

「
一
般
に
、
生
成
言
語
学
も
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
言
語
学
分
野
に
お
い
て
は
、
言
語
学
と
い
う
枠
の

中
で
の
探
求
で
あ
る
わ
け
で
す
の
で
、
そ
れ
は
、
言
語
の
た
め
だ
け
に
適
用
さ
れ
る
そ
れ
単
独
の
原
理
や

原
則
と
い
う
も
の
を
一
心
不
乱
に
探
求
し
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
言
語
を
研
究
対
象

と
す
る
言
語
学
に
お
い
て
は
、
言
語
を
探
求
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
わ
け
で
す
の
で
、
あ
る
意
味
で
は
、
い

た
っ
て
自
然
な
考
え
方
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
認
知
言
語
学
は
、
そ
の
殻

を
破
り
捨
て
る
こ
と
に
尽
力
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
言
語
現
象
と
い
う
も
の
は
、
言
語
の
た

め
だ
け
の
原
理
や
原
則
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
言
語
の
み
な
ら
ず
、
認
知

一
般
に
観
察
さ
れ
る
原
理
や
原
則
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
は
、
誰
も
が
日
常
生
活
で
活
用
し
て
い
る
は
ず
の

一
般
的
な
認
知
プ
ロ
セ
ス
︵
あ
る
い
は
一
般
認
知
能
力
︶
を
通
し
て
、
言
語
現
象
を
見
直
し
て
い
こ
う
と
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す
る
考
え
方
を
、
言
語
研
究
の
土
台
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
こ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、「
生
成
」
対
「
認
知
」
と
い
う
構
図
な
い
し
は
勢
力
図
が
仕
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、

現
在
の
言
語
学
で
も
、
生
成
言
語
学
と
認
知
言
語
学
は
対
立
的
な
力
関
係
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
と
言
う

こ
と
が
可
能
で
す
」

「
こ
う
い
う
風
に
見
て
く
る
と
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
認
知
言
語
学
の
「
認
知
」
と
い
う
の
が
、
何

を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
、
自
ず
と
理
解
で
き
て
く
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
日
常
生

活
を
送
る
中
で
、
普
段
何
気
な
く
、
無
意
識
の
う
ち
に
活
用
し
て
い
る
一
般
認
知
能
力
の
こ
と
を
指
し

て
、
こ
こ
で
の
「
認
知
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

意
味
で
の
認
知
的
な
視
点
か
ら
言
語
と
い
う
研
究
対
象
を
分
析
し
て
い
く
言
語
学
の
一
分
野
が
、
ま
さ
に

認
知
言
語
学
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
」

「
こ
の
講
義
で
は
、
私
た
ち
の
身
近
に
存
在
し
て
い
る
日
本
語
の
具
体
的
な
言
語
事
例
を
挙
げ
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
認
知
言
語
学
の
世
界
を
探
検
し
て
み
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
講
義

で
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
認
知
言
語
学
の
知
識
を
習
得
す
る
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
重
要
な
の
で

す
が
、
そ
れ
以
上
に
大
事
な
こ
と
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
知
識
を
活
用
で
き
る
こ
と
に
、
そ
の
重
点
を
置

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
受
講
生
の
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
テ
ス
ト
は
嫌
だ
な
あ
と
考
え
て
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い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
の
講
義
で
は
、
筆
記
試
験
な
ど
と
い
う
も
の
は
行
わ
な
い
予
定
で

考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
講
義
で
学
ん
だ
こ
と
を
、
皆
さ
ん
の
周
囲
に
い
っ
ぱ
い
あ
ふ
れ
て

い
る
身
近
な
言
語
現
象
に
適
用
し
て
、
一
つ
の
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
実
際
の
理
解
の
程
度
も
も
ち
ろ
ん
把
握
で
き
ま
す
が
、
何
よ
り
も
、
皆
さ
ん

の
言
語
へ
の
接
近
を
、
あ
る
い
は
普
段
何
気
な
く
使
用
し
て
い
る
日
本
語
へ
の
接
近
を
、
及
ば
ず
な
が

ら
、
手
助
け
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

「
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
講
義
で
単
位
認
定
を
受
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
授
業
へ
の
出
席
と
レ
ポ
ー
ト

の
提
出
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
評
価
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
レ
ポ
ー
ト
の
分
量
で
す
が
、
Ａ

４
の
用
紙
で
、
５
枚
以
上
10
枚
未
満
と
い
う
こ
と
で
、
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
テ
ー
マ
は
、
こ
の

講
義
で
こ
れ
か
ら
学
習
し
て
い
く
認
知
言
語
学
の
視
点
を
援
用
し
な
が
ら
、
身
近
な
日
本
語
を
分
析
す
る

こ
と
で
、
必
ず
日
本
語
の
具
体
事
例
を
そ
の
レ
ポ
ー
ト
内
に
入
れ
る
こ
と
を
要
件
に
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
た
ま
に
、
分
量
指
定
す
る
と
、
お
か
し
な
こ
と
を
考
え
る
方
も
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
注
意
し

て
お
き
ま
す
が
、
Ａ
４
で
５
枚
以
上
10
枚
未
満
と
い
う
の
は
、
常
識
的
な
視
点
で
理
解
し
て
い
た
だ
け
た

ら
と
思
い
ま
す
。
間
違
っ
て
も
、
Ａ
４
の
紙
を
５
枚
使
用
し
て
、
１
ペ
ー
ジ
に
一
文
字
だ
け
書
く
な
ん
て

こ
と
は
、
つ
ま
り
レ
ポ
ー
ト
全
体
が
５
字
し
か
な
い
な
ん
て
こ
と
は
、
や
め
て
く
だ
さ
い
ね
。
も
ち
ろ
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ん
、
両
面
使
用
で
、
レ
ポ
ー
ト
全
体
が
10
字
し
か
な
い
な
ん
て
い
う
の
も
、
困
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
１
ペ
ー
ジ
あ
た
り
の
分
量
は
、
あ
え
て
指
定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
常
識
的
な
範
囲
内
で
お
願

い
し
た
い
と
思
い
ま
す
」

「
さ
て
、
次
回
以
降
の
講
義
内
容
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
第
２
回
目
か
ら
第
15
回
ま
で
に
取
り
上
げ
る
予
定
の
事
柄
を
、
こ
こ
で
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
講
義
の
シ
ラ
バ
ス
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
に
あ
る
方
は
、
ど
う
ぞ
ス
マ
ホ
を

使
っ
て
も
ら
っ
て
も
大
丈
夫
で
す
の
で
、
シ
ラ
バ
ス
の
授
業
計
画
を
見
な
が
ら
、
以
下
は
聞
い
て
も
ら
え

る
と
、
理
解
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
」

そ
の
よ
う
に
発
言
す
る
と
、
教
室
内
の
学
生
は
一
斉
に
、
ス
マ
ホ
操
作
の
音
を
鳴
ら
し
始
め
て
、
い

く
つ
か
の
個
所
で
は
遠
慮
し
が
ち
な
さ
さ
や
き
声
が
響
い
て
き
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
私
が
学
生
の
頃
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
時
代
が
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
も
の
で

あ
る
。
ス
マ
ホ
な
ど
と
い
う
も
の
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
な
ど
、
つ
ゆ
も
知
ら
ず
、
私
た
ち
の
世
代
で

は
、
携
帯
電
話
を
い
じ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
で
は
、
多
機
能
な
ス
マ
ホ
が
登
場
し
て
き
て
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
ネ
ッ
ト
接
続
で
き
る
環
境
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
あ
り
が
た
い
も
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
、
ス
マ
ホ
の
登
場
に
よ
る
弊
害
も
あ
る
に
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
、
学
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習
面
に
お
い
て
、
ス
マ
ホ
の
利
点
の
方
が
大
き
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い

け
ば
よ
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
ひ
と
昔
前
で
あ
れ
ば
、
授
業
中
に
携
帯
な
ど
触
る
な
ん
て
け
し
か
ら
ん

な
ん
て
風
潮
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ス
マ
ホ
世
代
が
全
盛
の
昨
今
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
い
出

し
て
も
始
ま
ら
な
い
。
学
習
面
に
お
い
て
必
要
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
教
員
も
学
生
も
、
積
極
的
に
ス
マ
ホ

を
活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

「
そ
れ
で
は
、
授
業
計
画
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
、
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
先
に
も
お
話

し
し
ま
し
た
が
、
認
知
言
語
学
と
い
う
学
問
領
域
の
中
核
部
分
に
お
い
て
は
、
言
語
現
象
を
一
般
認
知
能

力
の
観
点
か
ら
、
分
析
な
り
説
明
な
り
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
認
知
言
語
学
の
研

究
に
お
い
て
は
、
そ
の
言
語
現
象
の
背
景
に
潜
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
一
般
性
の
高
い
認
知
プ
ロ

セ
ス
を
特
定
し
て
い
く
こ
と
が
最
も
大
切
な
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
２
回
目
の
講
義
か
ら

14
回
目
の
講
義
ま
で
は
、
日
本
語
の
具
体
的
な
言
語
事
例
を
参
照
し
つ
つ
、
一
つ
ず
つ
の
講
義
で
一
つ
ず

つ
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
を
紹
介
し
な
が
ら
、
全
体
で
13
種
類
の
一
般
的
な
認
知
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
解
説
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

「
ま
ず
、
２
回
目
の
講
義
で
は
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
を
提
示
し
ま
す
。

プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
言
う
と
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
の
意
味
が
明
確
に
は
分
か
ら
な
い
と
思
い
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ま
す
が
、
要
す
る
に
は
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
は
焦
点
化
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
一
般

に
、
何
か
の
前
提
知
識
が
あ
れ
ば
、
そ
の
一
部
に
そ
の
認
識
を
焦
点
化
︵
あ
る
い
は
も
っ
と
平
た
く
言
え

ば
着
目
︶
し
て
い
く
こ
と
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
比
較
的
よ
く
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
時
に
働
い
て
く
る
一
般
認
知
能
力
が
、
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン

グ
と
い
う
わ
け
で
す
」

「
次
に
、
３
回
目
の
講
義
で
は
、
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。
ス
マ
ホ
世
代

の
皆
さ
ん
の
場
合
に
は
、「
ス
キ
ャ
ン
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
の
で
、
こ
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
は
比
較
的
理
解
し
や
す
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
特

定
の
対
象
に
対
し
て
、
視
線
を
走
ら
せ
て
い
く
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
が
、
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る

認
知
プ
ロ
セ
ス
で
す
」

「
そ
し
て
、
４
回
目
の
講
義
で
は
、
ズ
ー
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
る
つ
も
り
で
す
。
ズ
ー
ミ
ン

グ
と
言
う
と
、
や
や
理
解
し
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
ズ
ー
ム
・
イ
ン
す
る
」
と
か
「
ズ
ー
ム
・

ア
ウ
ト
す
る
」
と
言
え
ば
、
比
較
的
理
解
し
や
す
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
対

象
に
対
し
て
、
そ
の
焦
点
を
徐
々
に
絞
り
込
ん
で
い
く
の
が
ズ
ー
ム
・
イ
ン
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
で
、
こ
れ

に
対
し
て
、
あ
る
特
定
の
対
象
か
ら
、
そ
の
焦
点
を
徐
々
に
拡
大
し
て
い
く
の
が
ズ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
の
認
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知
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
そ
し
て
、
ズ
ー
ム
・
イ
ン
と
ズ
ー
ム
・
ア
ウ
ト
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
両
者
を
ま
と
め

て
、
こ
こ
で
は
ズ
ー
ミ
ン
グ
と
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
す
」

「
次
に
、
５
回
目
の
講
義
で
は
、
ブ
リ
ー
チ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ

ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
何
が
何
や
ら
訳
が
分
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
リ
ー
チ
ン
グ
を
日
本
語
に
訳
す
と
、
そ
れ
は
「
漂
白
化
」
と
な
り
ま
す
の
で
、
そ
う

な
る
と
、
多
少
は
理
解
が
は
か
ど
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
の
認
知
プ
ロ
セ

ス
で
は
、
あ
る
特
定
の
対
象
に
対
し
て
、
注
目
度
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
い
認
識
を
与
え
て
い
っ

た
わ
け
で
す
が
、
ブ
リ
ー
チ
ン
グ
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
認
識
関
係
が
完
全
に
逆
転
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
認
識
の
強
さ
を
失
っ

て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
認
識
自
体
が
完
全
に
消
失
し
て
い
く
認
知
プ
ロ
セ
ス
が
、
ま
さ
に
ブ
リ
ー
チ
ン
グ

で
あ
る
と
言
え
ま
す
」

「
次
に
、
６
回
目
の
講
義
で
は
、
メ
ト
ニ
ミ
ー
と
称
さ
れ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
見
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
近
接
性
に
基
づ
い
て
そ
の
概
念
関
係
を
確
立
さ
せ
て
い
く
認
知
プ
ロ
セ
ス
と

し
て
、
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
こ
の
定
義
だ
け
で
は
、
そ
の
理
解
は
難
し
い
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
最
も
簡
潔
に
言
え
ば
、
概
念
Ａ
を
理
解
し
て
い
く
の
に
、
概
念
Ｂ
を
経
由
し
て
、
そ
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の
理
解
が
な
さ
れ
る
と
い
う
認
知
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
は
理
解
し
て
お
い
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
」

「
そ
し
て
、
７
回
目
の
講
義
で
は
、
参
照
点
能
力
と
呼
ば
れ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
取
り
扱
い

ま
す
。
メ
ト
ニ
ミ
ー
と
い
う
認
知
プ
ロ
セ
ス
は
、
近
接
性
に
基
づ
い
て
確
立
さ
れ
て
く
る
概
念
関
係
で
あ

る
こ
と
は
、
先
に
お
話
し
し
た
通
り
な
の
で
す
が
、
こ
れ
を
支
え
て
い
る
の
が
、
参
照
点
能
力
と
呼
ば
れ

る
認
知
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
参
照
点
能
力
そ
れ
自
体
は
、
メ
ト
ニ
ミ
ー
以
外
の
言
語
現

象
に
も
活
用
さ
れ
て
い
る
と
、
認
知
言
語
学
の
枠
組
み
の
中
で
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
参
照
点
能

力
と
い
う
の
は
、
メ
ト
ニ
ミ
ー
を
も
包
括
し
た
よ
り
一
般
的
な
認
知
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
、
こ
こ
で
は
と

り
あ
え
ず
、
理
解
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
」

「
そ
し
て
、
８
回
目
の
講
義
で
は
、
フ
レ
ー
ム
と
い
う
考
え
方
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私

た
ち
が
言
語
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
く
う
ち
に
自
ず
と
頭
の
中
に
形

成
さ
れ
て
く
る
一
般
知
識
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
言
語
活
動
を
行
う
際
に
は
、
そ
れ
が
頭
の
中
に
喚
起
さ

れ
て
く
る
か
ら
こ
そ
、
言
語
理
解
は
成
し
遂
げ
ら
れ
て
く
る
も
の
だ
と
、
認
知
言
語
学
の
枠
組
み
で
は
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
一
般
知
識
の
こ
と
が
、
フ
レ
ー
ム
と
呼
ば
れ

る
概
念
に
な
り
ま
す
」
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「
そ
し
て
、
９
回
目
の
講
義
で
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
に
つ
い
て
、
お
話
を
し
て
い
く
予
定
で
す
。「
カ

テ
ゴ
リ
ー
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
比
較
的
理
解
し
や
す

い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
要
す
る
に
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
と
は
、
一
定
の
対
象
を
一
定
の
基
準
に
し
た

が
っ
て
分
類
し
て
い
く
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
、
カ
テ

ゴ
リ
ー
化
が
あ
ふ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
言
語
理
解
も
進
ん
で
い
く
と
い
う
も
の
で
す
」

「
次
に
、
10
回
目
の
講
義
で
は
、
シ
ネ
ク
ド
キ
ー
と
呼
ば
れ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ

ま
す
。
こ
れ
は
、
認
知
言
語
学
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
メ
ト
ニ
ミ
ー
と
よ
く
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
出
て
く
る
考
え
方
な
の
で
す
が
、
メ
ト
ニ
ミ
ー
の
場
合
は
近
接
性
と
い
う
概
念
関
係
が
重
要
に
な

り
ま
す
が
、
シ
ネ
ク
ド
キ
ー
の
場
合
に
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
と
い
う
概
念
関
係
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
10
回
目
の
講
義
の
時
に
、
お
話
し
し
ま
す
の
で
、
と
り
あ
え
ず
は
、
シ
ネ
ク
ド
キ
ー
と
い
う

認
知
プ
ロ
セ
ス
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
に
基
づ
い
て
そ
の
概
念
関
係
が
確
立
さ
れ
て
く
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
の

こ
と
で
あ
る
と
、
こ
こ
で
は
理
解
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
」

「
そ
し
て
、
11
回
目
の
講
義
で
は
、
ス
キ
ー
マ
化
と
拡
張
に
つ
い
て
、
お
話
し
す
る
予
定
で
す
。
ス

キ
ー
マ
化
と
い
う
の
は
、
一
見
難
し
そ
う
な
用
語
で
す
が
、
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
複
数
の
対
象
を
観

察
し
て
、
そ
こ
か
ら
共
通
項
を
認
識
し
て
い
く
認
知
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
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こ
の
よ
う
に
し
て
取
り
出
さ
れ
た
共
通
項
は
一
般
に
ス
キ
ー
マ
と
呼
ば
れ
、
ス
キ
ー
マ
は
拡
張
と
い
う
認

知
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
さ
ら
な
る
新
し
い
概
念
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
」

「
次
に
、
12
回
目
の
講
義
で
は
、
今
や
認
知
言
語
学
の
主
要
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
メ

タ
フ
ァ
ー
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。
メ
タ
フ
ァ
ー
と
言
う
と
、
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
方

も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
た
と
え
」
と
か
「
比
喩
」
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
ば
、
理
解
で
き
る
方

も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
何
か
を
何
か
で
た
と
え
て
い
く
認
知
プ
ロ
セ
ス
が
、
こ
こ
で
言
う
と

こ
ろ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
相
当
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
」

「
次
に
、
13
回
目
の
講
義
で
は
、
ブ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
呼
ば
れ
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
を
取
り
上
げ
ま
す
。

「
ブ
レ
ン
ド
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
も
と
も
と
は
英
語
で
す
が
、
日
本
語
と
し
て
も
、
日
常
的
に
頻
繁

に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
は
か
な
り
理
解
し
や
す
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
複
数
の
も
の
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
、
一
つ
の
も
の
に
統
合
し
て
い
く
認
知
プ
ロ
セ
ス
が
、
ブ
レ
ン
デ
ィ

ン
グ
で
あ
る
と
言
え
ま
す
」

「
そ
し
て
、
14
回
目
の
講
義
で
は
、
ス
プ
リ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
紹
介
す
る
予

定
で
す
。
こ
の
場
合
も
、「
ス
プ
リ
ッ
ト
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
す
で
に
日
本
語
に
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
こ
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
も
理
解
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
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い
た
も
の
を
分
割
し
て
、
複
数
の
も
の
に
分
け
て
い
く
認
知
プ
ロ
セ
ス
が
、
ス
プ
リ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ス
プ
リ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
は
、
ブ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
ち
ょ

う
ど
逆
プ
ロ
セ
ス
に
な
っ
て
い
る
と
も
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
す
」

「
そ
し
て
、
最
終
講
義
と
な
る
15
回
目
で
は
、
こ
の
授
業
で
学
ん
で
き
た
こ
と
の
お
さ
ら
い
を
、
簡
単

に
し
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
認
知
言
語
学
と
い
う
学
問
領
域
に
つ
い
て
、
そ
の
知
識
を

さ
ら
に
深
め
て
い
く
の
に
最
適
な
、
超
基
礎
レ
ベ
ル
の
入
門
書
を
、
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
と
も
考
え
て

い
ま
す
」

「
以
上
が
、
こ
の
講
義
の
授
業
計
画
の
あ
ら
ま
し
で
す
。
具
体
事
例
を
一
つ
も
出
さ
ず
に
、
コ
ン
パ
ク

ト
に
、
各
々
の
認
知
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
若
干
な
が
ら
、
消
化
不
良
に
な
っ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
そ
の
点
は
あ
ま
り
気
に
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
こ

れ
か
ら
の
授
業
を
聴
講
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
そ
の
消
化
不
良
は
徐
々
に
な
く
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
い

ま
す
。
ち
ょ
う
ど
キ
リ
の
よ
い
と
こ
ろ
で
、
そ
ろ
そ
ろ
時
間
に
な
っ
た
よ
う
で
す
の
で
、
そ
れ
で
は
、
今

日
の
授
業
は
こ
の
あ
た
り
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
」

そ
れ
に
し
て
も
、
初
回
の
授
業
は
、
本
当
に
緊
張
し
ま
す
よ
ね
。
授
業
を
終
え
て
、
教
室
を
出
る
と
、

私
の
喉
は
カ
ラ
カ
ラ
状
態
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
初
回
に
し
て
は
、
少
し
し
ゃ
べ
り
す
ぎ
た
か
な
と
少
し


