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こ
れ
か
ら
の
授
業
研
究
Ｌ
こ
れ
か
ら
の
心
理
学

士口
田
　
土早
宏

軽
ん
じ
ら
れ
て
き
た
授
業
研
究

日
本
全
国
の
学
校
で
、
毎
日
何
十
万
回
と
い
う
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ひ
と
は
学
校
で
何
万
回
も
の
授
業
を
受
け
て
成
入
す

る
。
「授
業
」

は
教
育
活
動
の
中
心
を
占
め
て
い
る
し
、
す
べ
て
の
人
間
の
人
間
形
成
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

「授
業
」
と
い
う

営
み
が
心
理
学
に
お
い
て
直
接
の
対
象
と
し
て
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
最
近
ま
で
研
究
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

「授
業
」
の
よ
う
な
具
体
的
現
実
の
研
究
は
、
厳
密
な

「基
礎
的
研
究
」
を

重
ん
ず
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
心
理
学
の
雰
囲
気
の
中
で
は
、
粗
雑
で
周
辺
的

な
研
究
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
に
あ
る
心
理
学

の
中
で
は
、
授
業
を
研
究
す
る
役
割
を
担
う
は
ず
の

「教
育
心
理
学
」
も
ま

た
、
軽
ん
ぜ
ら
れ
る
部
門
で
し
か
な
く
、
教
育
心
理
学
研
究
者
の
多
く
は
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界
で
の
承
認
を
求
め
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
よ
り

「基
礎
的
」
な
傾
向
を
も
つ
研
究
に
注
意
を
奪
わ
れ
て
し
ま

っ
て

い
た

こ

と
。
ま
た
、
た
と
え
、
授
業
を
研
究
す
る
に
し
て
も
、
授
業
と
い
う
現
実
か

ら
心
理
学
的
問
題
を
掘
り
起
こ
し
て
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、

「基
礎
的
研

究
」
の
方
法
や
方
法
論
を
借
り
た
り
、
で
き
あ
い
の
学
習
理
論
を
そ
の
ま
ま

あ
て
は
め
て
み
る
と
い
っ
た
こ
と
で
済
ま
せ
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
。
そ

の
た
め
、
満
足
で
き
る
成
果
が
挙
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
と
い
っ
て
、
改
め

て
、
授
業
と
い
う
事
象
を
ど
う
研
究
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
そ
の
あ
ま
り
に
も
複
雑
で
豊
富
な
内
容
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
い
途
方
に

く
れ
る
、
と
い
う
面
も
あ
っ
た
こ
と
。

教
育
実
践
と
い
う
重
要
な
仕
事
に
、
こ
と
に
そ
の
中
で
の
教

師

に
よ
る

「授
業
」
に
、
心
理
学
が
よ
り
直
接
的
な
仕
方
で
役
立
つ
こ
と
は
、
こ
れ
か

ら
ま
す
ま
す
強
く
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
心
理
学
が

「授
業
」
の
現
実
に
役
立
つ
こ
と
を
通
し
て
、
心
理
学
そ
の
も
の
も
具
体
的

で
生
き
た
内
容
で
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
学
問
と
し
て
も
さ
ら
に
強
力

に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
教
育
実
践
か
ら
の
心
理
学
へ
の
期
待
と
要
請
、
心
理
学
そ
の
も
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の
の
内
容
の
充
実
、
と
い
う
両
方
の
観
点
か
ら
考
え
て
、
授
業
研
究
は
、
心

理
学
、
こ
と
に
教
育
心
理
学
に
お
い
て
、
今
後
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
、
盛
ん
に
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

研
究
者
の
視
点
と
授
業
者
の
視
点

で
は
、
授
業
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
研
究
さ
れ
る
の
か
。
授
業
を
研
究
す
る
人

間
と
授
業
と
の
か
か
わ
り
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
目
的
は
さ
ま
ざ

ま

に
異
な

Ｚつ
。「授

業
」
を
行
う
授
業
者

・
教
師
が
授
業
を
研
究
す
る
の
は
、
本
来
は
、
自

分
の
授
業
の
質
を
高
め
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
研
究
が
、
自

分
や
仲
間
の
授
業
者
の
授
業
を
よ
く
す
る
の
に
、
い
つ
ま
で
も
何
の
役
に
も

立
た
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
研
究
は
、
彼
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持

た
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
研
究
を
専
門
と
す
る
心

理
学
研
究
者
が

「授
業
」
を
研
究
す
る
の
は
、
本
来
は
、

「授
業
」
を
支
配

し
て
い
る
法
則
性
を
発
見
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
考
え
方
に
ょ
れ
ば
、
そ
の
研
究
で
見
出
さ
れ
た
法
則
性
が
授
業
を
よ
く

す
る
た
め
に
役
立
つ
こ
と
は
、
必
須
条
件
で
は
な
い
、
と
さ
れ
る
こ
と
に
な

２つ
。こ

の
よ
う
な
基
本
的
方
向
づ
け
の
違
い
は
、
専
門
的
な
分
業
化
の
発
生
、

こ
と
に
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
問
の
発
生
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て

き
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
他
の
領
域
で
は
通
用
す
る
か
も
し
れ

な
い
こ
の

「実
践
と
研
究
」
と
い
う
三
分
法
も
、
授
業
研
究
に
お
い
て
は
、

ど
う
も
そ
の
ま
ま
は
通
用
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

業
」
の
研
究
と
は
呼
び
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
す
ぐ
れ
た
作
品
の
創
造

過
程
の
研
究
な
し
に
、
ま
た
、
す
ぐ
れ
た
作
品
へ
の
鑑
識
眼
な
し
に
、
そ
れ

と
は
知
ら
ず
に
駄
作
や
失
敗
作
が
作
ら
れ
る
過
程
だ
け
を
研
究

し

て

い
て

も
、
そ
れ
を
芸
術
創
造
の
研
究
と
は
呼
び
難
い
で
あ
ろ
う
の
と
同
様

で
あ

る
。
だ
が
、
す
ぐ
れ
た
授
業
の
法
則
と
は
、
す
ぐ
れ
た
授
業
者
が
、
意
識
し

て
い
る
に
せ
よ
し
て
い
な
い
に
せ
よ
、
す
ぐ
れ
た
授
業
を
創
る
活
動

の
中

で
、
生
か
し
て
い
る
法
則
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
て
、
授
業
の
研

究
の
最
も
中
心
的
部
分
に
は
、
す
ぐ
れ
た
授
業
を
創
る
授
業
者
が
生
か
し
て

い
る

「法
則
」
の
研
究
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
法
則
こ
そ
は
、

授
業
者
た
ち
が
授
業
の
研
究
の
中
で
明
確
化
し
よ
う
と
追
求
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
授
業
者
た
ち
は
だ
め
な
授
業
を
な
く
し
て
い
こ
う
と
努
め

る
中
で
、
だ
め
な
授
業
の
法
則
も
、
断
片
的
に
せ
よ
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る

の
で
あ
る
。

授
業
者
の
授
業
研
究
と
研
究
者
の
授
業
研
究
と
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の

最
も
大
き
く
中
心
的
な
部
分
で
は
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
二
に
、
右
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
授
業
者
の
視
点
と
研
究
者
の
視
点
と

の
関
係
の
問
題
が
あ
る
。　
一
般
に
、
も
の
の
見
え
方
は
、
見
る
人
間
が
そ
の

も
の
と
ど
う
関
わ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
同

一
の
授

業
も
、
授
業
者
の
視
点
、
子
ど
も
の
視
点
あ
る
い
は
、
観
察
者
と
し
て
の
研

究
者
の
視
点
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
見
え
方
が
異
な
っ
て
く
る
も
の
で

あ
る
。
授
業
を
と
ら
え
る
視
点
と
し
て
、
研
究
者
の
視
点
が
特
に
優
位
を
主

張
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
研
究
者
の
視
点
も
ま
た

一
つ
の
視
点
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

る
。
こ
れ
は
、人
間
を
対
象
と
す
る
研
究

一
般
に
み
ら
れ
る
倫
理
的
な
理
由
、

た
と
え
ば
、
人
間
を
モ
ル
モ
ッ
ト
と
し
て
扱
っ
て
は
い
け
な
い
と
か
、
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
学
問
研
究
も
社
会
的
意
義
を
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
理
由
だ
け
か

ら
な
の
で
は
な
い
。

ま
ず
第

一
に
、

「授
業
は
自
然
現
象
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
授
業
は
、
あ
る
自
然
法
則
に
従
っ
て
く
り
返
し
生
起
す
る
現
象
な

の
で
は
な
く
て
、教
師
と
生
徒
が
目
的
的
に
行
動
し
、
相
互
に
作
用
し
合
い
、

「対
決
と
交
流
」
す
る
中
で
、
創
ら
れ
て
い
く
現
象
な
の
で
あ
る
。
こ
と
に

授
業
者

・
教
師
が
計
画
的
ま
た
目
的
志
向
的
に
創
造
し
て
い
く
過
程
な
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、　
一
言
で
授
業
と
い
っ
て
も
、
そ
の
質
の
点
か
ら
い
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
の
レ
ベ
ル
の
授
業
が
生
ま
れ
る
。
教
育
実
践
の
レ
ベ
ル
の
変
化
に

伴
い
、
現
在
ご
く
少
数
し
か
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
高
い
質
の
授
業
が
授
業
の

大
半
に
な
る
こ
と
も
、
逆
に
、
低
い
レ
ベ
ル
の
授
業
が
大
多
数
に
な
る
こ
と

も
、
と
も
に
起
こ
り
う
る
。

で
は
、
心
理
学
研
究
者
が

「授
業
」
の
法
則
と
し
て
求
め
る
の
は
、
い
か

な
る
質
の
授
業
の

「法
則
」
で
あ
ろ
う
か
。

現
在
多
く
見
ら
れ
る
授
業
の
法
則
、
研
究
者
が
た
ま
た
ま
研
究
対
象
と
し

た
授
業
の
法
則
、
こ
れ
か
ら
創
る
べ
き
授
業
の
法
則
、
あ
る
い
は
、
す
べ
て

の
授
業
に
共
通
す
る
法
則
、
す
ぐ
れ
た
授
業
の
法
則
、
平
均
的
な
授
業
の
法

則
、
だ
め
な
授
業
の
法
則
、
す
ぐ
れ
た
授
業
と
だ
め
な
授
業
を
区
別
す
る
た

め
の
法
則
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。

教
育
実
践
に
お
い
て
は
、
質
の
高
い
授
業
が
目
ざ
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
「す
ぐ
れ
た
授
業
」
の
法
則
の
研
究
が
全
く
欠
落
し
て
い
た
ら
、
「授

で
は
、
た
と
え
ば
授
業
者
の
視
点
と
研
究
者
の
視
点

と

で
は
、
ど
ち
ら

が
、
授
業
を
支
配
す
る

「法
則
」
を
よ
り
的
確
に
把
握
す
る
可
能
性
が
大
き

い
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
授
業
者
自
身
が
気
づ
か
な
い
側
面
を
、
第
三

者
で
あ
る
研
究
者
が
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
。
授
業
を
見

る
研
究
者
の
と
ら
え
る
側
面
の
選
択
は
、
恣
意
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が

よ
り
自
由
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
す
ぐ
れ
た
授
業
を
創
り
つ
つ
あ

る
授
業
者
の
視
点
か
ら
の
見
方
は
、
独
特
で
限
定
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
彼
が
創
り
つ
つ
あ
る
授
業
の
本
質
的
な
法
則
―
―
す
ぐ
れ
た
授
業
の

創
造
と
い
う
目
的
に
沿
っ
て
機
能
す
る
法
則
―
―
‐を
と
ら
え
ず

に
は
い
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ご
く

一
般
的
に
い
え
ば
、
両
者
は
相
補
い
合
う
べ
き
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
さ
ら
に
、
授
業
と
い
う
現
実
の
包
括
的
な
把
握

を
目
ざ
す
研
究
者
は
、

「観
念
的
に
」
授
業
者
の
視
点
も
と
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
現
実
の
授
業
の
大
多
数
は
、
第
二
者
と
し
て
の
研
究
者
の
い
な
い

と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
る
。
研
究
者
は
、
大
多
数
の
授
業
に
直
接
の
影
響
力

を
持
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
研
究
者
の
視
点
か
ら
と
ら
え
た
授
業

の

「法
則
」
が
、
授
業
の
現
実
に
生
か
さ
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ

こ
で

「検
証
さ
れ
る
」
た
め
に
は
、
研
究
者
が
と
ら
え
た
ま
ま
の

「法
則
」

で
は
だ
め
な
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
、　
一
旦
、
授
業
者
の
視
点
か
ら
と
ら
え
た

「法
則
」
に
変
換
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ

の
点
か
ら
い
っ
て
も
、
研
究
者
は
、
単
な
る
傍
観
者
、
客
観
的
な
第
二
者
と

し
て
の
視
点
に
限
定
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
授
業
者
の
視
点
も

「観
念
的
に
」

自
由
に
と
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
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だ
が
、
研
究
者
が
実
践
者

・
授
業
者
の
視
点
を
、

「観
念
的
に
」
せ
よ
、

と
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。

ひ
と
つ
の
可
能
性
は
、
研
究
者
が
、
心
理
学
的
現
実
を
と
ら
え
る
三
つ
の

基
本
的
方
法
、
す
な
わ
ち
、
内
観
、
観
察

・
実
験
、
共
感
の
三
方
法
、
あ
る

い
は
Ｃ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ス
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば

「主
観
的
認
識
」

「客
観
的

認
識
」

「対
人
的
認
識
あ
る
い
は
現
象
学
的
認
識
」
（＊
１
）
を
自
由
に
駆
使

し
、
授
業
の
創
造
過
程
を
総
合
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て

く
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
授
業
研
究
は
、
ど
う
も

「外
側
か
ら
」
の

「客
観
的
認
識
」
に
よ
る
接
近
に
限
定
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
は
、
研
究
者
が
授
業
者
に
な
り
、
授
業
者
が
研
究

者
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
研
究
者
が
同
時
に
す
ぐ
れ
た
実
践
者

で
あ
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
理
想
で
あ
る
。
自
己
の
理
論
を
、
内
観
、
観
察
と

実
験
、
共
感
の
す
べ
て
の
方
法
に
よ
っ
て
た
め
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
想
に
及
ば
な
い
場
合
で
も
、
研
究
者
は
、
少
な

く
と
も
、
す
ぐ
れ
た
実
践
者
に

「
共
感
」
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

が
で
き
な
い
と
、
た
と
え
ば
授
業
中
の

「無
言
」
を
安
易
に

「混
乱
」
と
同

一
視
し
て
記
録
し
分
析
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
う

（＊
２
）。
こ
れ
と

対
照
的
な
の
は
、
授
業
者
芦
田
恵
之
助
に
共
感
す
る
力
を
も
っ
て
い
た
青
山

広
志
氏
が
、
そ
の
授
業
中
の

「無
言
」
を
何
と
か
し
て
記
録
に
と
ど
め
よ
う

と
苦
心
し
そ
の
た
め
の
新
し
い
工
夫
を
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る

（＊
３
）。

す
ぐ
れ
た
授
業
者
に
よ
る
授
業
研
究
と
、
研
究
者
に
よ
る
授
業
研
究
と
の

対
比
は
、
以
下
の
よ
う
な

一
連
の
対
比
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
す
ぐ
れ
た
科
学
者

（た
と
え
ば
、
プ
リ
ン
デ

マ
ン
、
オ
ッ
ベ
ン
ハ
イ
マ

ー
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
、
武
谷
な
ど
）
に
よ
る
科
学
論
や
科
学
方
法
論
と
、
科
学

に
通
じ
て
い
る
哲
学
者

（た
と
え
ば
、
エ
ン
グ
ル
ス
、
ポ
パ
ー
な
ど
）
に
よ

る
科
学
哲
学
。
す
ぐ
れ
た
作
家
で
あ
り
同
時
に
文
学
研
究
者
で
も
あ
っ
た
漱

石
の

「文
学
論
」
と
、
文
学
の
専
門
研
究
者
や
評
論
家
に
よ
る
文
学
論
。
詩

人
に
よ
る
詩
論
と
研
究
者
に
よ
る
詩
論
。
芸
術
家

（た
と
え
ば
、
ロ
ダ
ン
）

に
よ
る
芸
術
論
と
芸
術
評
論
家

（た
と
え
ば
、

ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
、
ラ

ン
ガ
ー
な
ど
）
に
よ
る
芸
術
論
。
映
画
製
作
者

（た
と
え
ば
、
エ
イ
ゼ
ン
シ

ュ
テ
ィ
ン
）
に
よ
る
映
画
論
と
、
映
画
研
究
者

（た
と
え
ば
、
ア
ル
ン
ハ
イ

ム
）
に
よ
る
映
画
論
。

す
ぐ
れ
た
授
業
を
創
造
す
る
授
業
者
の
立
場
か
ら
の
授
業
研
究
（＊
４
）
と

傍
観
者
的
研
究
者
の
立
場
か
ら
の
授
業
研
究
と
の
ち
が
い
は
、
授
業
を

「自

然
現
象
」
と
し
て
と
ら
え
る
と
き
に
は
大
き
な
ち
が
い
で
は
な
い
よ
う
に
見

え
る
。
し
か
し
、
授
業
を
授
業
者
に
よ
る

「創
造
活
動
」
と
し
て
と
ら
え
る

と
き
、
そ
の
ち
が
い
は
本
質
的
な
ち
が
い
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
授
業
研
究

ァ
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
あ
る
本
の
序
文
の
中
で
次
の
よ
う

な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、　
一
世
代
昔
の
教
育
心
理
学
の
性
格
は
と
い
え
ば
、
「
学
習
心

理
学
』
と
呼
ぶ
の
は
や
や
寛
容
に
す
ぎ
る
位
の
も
の
に
、
奴
隷
的
に
依
存
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
」
（＊
５
）。
し
か
も
、
そ
の
時
期
の
大
部
分
の
学
習
理

論
は
人
工
的
な
条
件
下
で
の
人
工
的
課
題
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ら
の
学
習
課
題
が
、
学
校
で
の
課
題
と
は
あ
ま
り
似
て
い
な
く
て
も
、
学
校

で
の
学
習
は
、
そ
れ
ら
の
課
題
の
学
習
を
典
型
例
と
す
る
学
習
の
累
積
に
す

ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
次
の
四
つ
の
要
因
が
そ
う
し
た
見
方

を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
第

一
は
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
と
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
科
学
の
出
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
習
材
料
と
の
出
会
い
の

順
序
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
重
要
性
を
教
え
て
く
れ
た
。
第
二

は
、
現
代
言
語
学
、
こ
と
に
変
形
文
法
の
発
展
、
言
語
獲
得
の
言
語
心
理
学

者
に
よ
る
研
究
で
あ
る
。
言
語
の
獲
得
が
概
念
と
規
則
を
マ
ス
タ
ー
す
る
こ

と
だ
と
す
る
見
方
が
成
立
し
、
他
の
諸
活
動
も
同
様
の
見
方
で
研
究
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
第
三
は
、
発
達
心
理
学
の
分
野
で
の
革
命
で
あ
る
。
発
達

と
は
、
新
し
い
反
応
や
習
慣
の
学
習
で
は
な
く
て
、
情
報
を
処
理
す
る
新
し

い
仕
方

・
方
略
の
出
現
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
。
子
ど
も
が
学
習
す
べ
き

こ
と
を
子
ど
も
の
学
習
の
仕
方
に
マ
ッ
チ
さ
せ
る
こ
と
が
最
大
の
問
題
と
な

っ
た
。
そ
し
て
第
四
に
、
人
格
理
論
で
現
れ
た
新
し
い
力
点
の
お
き
方
で
、

人
間
の
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

（現
実
の
問
題
に
対
処
し
て
い
く
能
力
）
の
発
達
、

子
ど
も
が
自
分
自
身
の
力
を
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
諸
条
件

へ
の
関

心
の
増
大
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
り
新
し
い
性
格

の
教
育
心
理
学
が
現
れ
つ
つ
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

米
国
の
教
育
心
理
学
に
新
し
い
変
化
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
米

国
の
心
理
学
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け
て
い
る
日
本
の
教
育
心
理
学
に
も
同

様
の
変
化
が
遅
か
れ
早
か
れ
起
こ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
日
本
の
教
育

心
理
学
に
そ
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
日
本
の
教

育
心
理
学
に
と
っ
て
内
在
的
な
要
因
に
よ
る
変
化
と
い
う
よ
り
は
、
他
の
学

問
分
野
の
動
向
、
し
か
も
、
外
国
で
の
動
向
に
促
が
さ
れ
た
も
の
と
い
う
二

重
の
意
味
で
外
在
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
か
つ
て
、
大
正
の
初
め
に
芦
田
恵
之
助
が
綴
り
方
教
授
の
研
究

に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
文
章
が
思

い
起
こ
さ
れ
る
。

「
当
今
綴
り
方
教
授
の
研
究
に
二
種
の
傾
向
が
あ
る
。
一
は
欧
米
に
於
け
る
斯
道
の

研
究
、
及
び
之
に
関
す
る
諸
科
学
の
研
究
を
綜
合
し
て
ま
ず
論
理
的
に
方
法
を
組
織

し
、
之
を
も
っ
て
教
授
の
実
際
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
も
の
、　
一
は
自
己
の
経
験
し

た
教
授
の
実
際
を
比
較
綜
合
し
て
、
之
を
あ
る
法
則
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
前
者
は
一
見
条
理
明
白
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
之
を
教
壇
上
に
う
つ
し
て
、
往

々
実
際
に
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
後
者
は
教
授
の
実
際
と
よ
く
貼
合
す
る
が
、
そ

の
所
説
が
往
々
局
部
的
で
か
つ
散
慢
に
流
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
完
全
な
る
研
究

は
こ
の
両
傾
向
が
相
候
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
・
・
・
妄
に
我
を
重
ん
せ
ず
、
彼
を

軽
ん
せ
ず
、
綴
り
方
に
関
す
る
内
外
の
諸
説
を
綜
合
し
て
、
理
想
的
の
研
究
に
し
あ

げ
た
い
と
は
我
が
願
で
あ
っ
た
」
（＊
６
）

『
学
習
心
理
学
』
に

「
奴
隷
的
に
依
存
」
し
て
い
た
教
育
心
理
学
は
、
今
度

も
ま
た
、
外
国
で
の
別
の
分
野
で
の
新
し
い
進
歩
を
輸
入
す
る
だ
け
の
こ
と

し
か
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
教
育
心
理
学
が
独
自
の
も
の
を
創

り
出
す
道
は
、
ま
だ
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
道
の

一
つ
は
授
業
研
究
の
領
域
に
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ

は
、
声
田
の
い
う

「
理
想
的
の
研
究
」
を
授
業
の
研
究
に
お
い
て
実
現
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
教
育
実
践
に
お
け
る

「
す
ぐ
れ
た
授
業
」
を
創
造
す
る
活
動
の
現
実
を
研
究
す
る
こ
と

で
あ
る
。

す
ぐ
れ
た
授
業
実
践
の
事
実
か
ら
学
ん
で
、
授
業
の
心
理
学
的
理
論
を
つ
く
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る
と
い
う
仕
事
を
始
め
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
あ
る
す
ぐ
れ
た
も
の
か
ら

学
ぶ
と
い
う
こ
と
を
、
た
と
え
ば
、
す
ぐ
れ
た
漢
方
薬
の
有
効
成
分
を
現
代

化
学
の
方
法
で
分
析
抽
出
し
て
新
薬
を
つ
く
る
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
た
授
業
実

践
を
心
理
学
的
に
分
析
し
て

「
有
効
成
分
」
を
抽
出
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て

は
な
ら
な
い
。
も
う

一
歩
進
め
て
、
そ
の
創
造
の
心
理
と
論
理
を
明
ら
か
に

し
、
さ
ら
に
す
ぐ
れ
た
実
践
を
創
り
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
理
論
を
検

証
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
仕
事
こ
そ
を
、
い
ま
や
始
め
る
べ
き
な
の
だ
と
思
う
。

＊
１
　
ロ
ー
ジ
ア
ズ
ｏ
Ｃ

『人
間
科
学
を
め
ざ
し
て
』
ロ
ー
ジ
ァ
ズ
全
集
１２

『
人
間

論
』
第
１５
章
、
村
上
正
治
編
訳
、
岩
崎
学
術
出
版
社
、　
一
九
六
七
年
。

＊
２
　
拙
著

『授
業
の
心
理
学
を
め
ざ
し
て
』
国
土
社
、　
一
九
七
五
年
、
二
一
二
―

七
ペ
ー
ジ
。

＊
３
　
土同
山
広
志
編

『芦
田
恵
之
助
先
生
綴
方
教
室
』
文
化
評
論
出
版
、　
一
九
七
三

年
、　
一
四
ペ
ー
ジ
。

＊
４
　
斎
藤
喜
博
著

『授
業
の
展
開

ｏ
教
育
学
の
す
す
め
』

全
集
６
、
国
土
社
、

一
九
七
〇
年
。
斎
藤
喜
博
著

『授
業
と
教
材
解
釈
』
一
茎
書
房
、　
一
九
七
五
年
。

＊

５

『

鶴

●
ｒ
営

Ｐ

Ｕ

置

∞
Ｒ

￥

∽
ヽ

ま

Ｐ

Ｑ

配

ミ

、

馬

ヽ

ド

ヽ
い
●
３

き

ヽ
ヽ
ミ

や

いヽ
ｏ
ド
・　
Ｈ山
”
【り
ｏ【
”
●
鮎
”
０
ダ
Ｐ
　
い０「
い
。　
●
・
又
【『
く
，，

＊
６
　
芦
田
恵
之
助
著

『教
式
と
教
壇

・
綴
り
方
教
授
』

明
治
図
書
、　
一
九
七
三

年
、　
一
〇
八
―
九
ペ
ー
ジ
。

（東
京
大
学
助
教
授
）

「補

説
」
に
つ
い
て

『
教
育
学
全
集
』
全
十
五
巻
の
刊
行
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
昭
和
四
十
二
年
の
秋
で
あ

り
、
以
来
す
で
に
八
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
わ
が
国
は
、
政
治

・
経
済

の
基
調
か
ら
個
々
人
の
価
値
観
に
至
る
ま
で
、
激
変
の
時
を
経
験
し
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
『教
育
学
全
集
』
は
、
刊
行
の
主
旨

お
よ
び
基
本
的
内
容
に
何
ら
の
修
正
を
必
要

と
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
人
間
回
復
の
時
代
的
要
請
に
こ
た
え
て
、
そ
の
価

値
を
さ
ら
に
高
め
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
激
動
の
年
月
に
、
幾
つ
か
の
新

し

い
教
育
課
題
が
提
起
さ
れ
、
論

議
、
検
討
さ
れ
、
そ
し
て
教
育
の
実
態
に
も
変
革
が
も
た
ら
さ
れ
た
事
実
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
関
す
る
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
そ
の
主
要
な

論
点
を
各
巻
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
、
編
集
委
員
の
先
生
方
を
中
心
に
補
足
解
説
し
て
い

た
だ
い
た
の
が
こ
の

「補
説
」
で
あ
る
。

本
文
に
お
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
現
代
に
即
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
い
っ
そ
う
の
正

確
さ
を
期
し
て
、
事
実
の
修
正
や
資
料
の
加
除
等
を
御
執
筆
の
先
生
方
に
お
願
い
し
た

が
、
論
文
の
基
本
的
な
内
容
の
改
正
は
、
本
格
的
な
改
訂
版
の
刊
行
を
期
し
て
、
今
回

は
避
け
て
い
た
だ
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

「補
説
」
は
、
い
わ
ば
現
時
点
に
お
け

る
本
全
集
各
巻
の
増
補
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。

（昭
和
五
〇
年
二
月
）
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