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私
は
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
で
古
典
語
を
教
え
て
い
ま
す
。
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
は
水
の
都
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
は
漢
字
、
日
本
語
を
教
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
に
ど
う
し
て
漢
字
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
か
と
い
う
と
、
日

本
語
教
育
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
漢
字
教
育
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
論

文
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
あ
る
た
め
で
す
。
そ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
漢
字
教

育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
少
し
お
話
し
し
ま
す
。

問
題
の
定
義

こ
こ
で
は
、
非
母
語
話
者
、
非
漢
字
圏
学
習
者
、
成
人
教
育
の
日
本
語
漢
字
教

育
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
日
本
語
教
育
学
で
は
、
普
通
、「
文
字
教
育
」
と
い

う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
が
、
文
字
教
育
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。「
仮
名
教
育
」
と

「
漢
字
教
育
」
が
、
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
す
べ
て
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、「
文

字
を
知
っ
て
い
れ
ば
」
日
本
語
が
読
め
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ

で
す
。
し
か
し
、「
文
字
を
知
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
っ
て
、
日
本
語
を
読
む
能
力

が
高
い
と
い
う
結
論
は
だ
せ
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
漢
字
教
育
で
は
、
漢

字
を
一
つ
ひ
と
つ「
形
、
意
味（
義
）、
読
み（
音
）」
を
記
憶
し
て
習
い
ま
す
。
こ

れ
は
普
通
の
漢
字
教
育
で
す
。
読
む
際
に
、
習
っ
た
漢
字
の「
形
」
を
認
識
し
て
、

「
意
味
」
と「
読
み
」
を
思
い
だ
し
て
、
多
数
の
選
択

の
中
で
、
前
後
の
漢
字
と
組
合
せ
、
最
終
的
に
「
読

む
」
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
意
味
と
読
み
を
決
定
し

ま
す
。
普
通
は
こ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
と
い
え
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
簡
単
な
例
で
す
が
、
二
つ
の
漢
字
で
で

き
た「
東
京
」
と
い
う
こ
と
ば
で
す（
図
1
）。「
東
」

が
あ
っ
て「
京
」
が
あ
る
の
で
す
が
、
一
番
使
わ
れ

て
い
る
読
み
「
ヒ
ガ
シ
、
ト
ウ
、
ア
ズ
マ
」
を
並
べ

て
、
こ
の
三
つ
の
な
か
で「
ト
ウ
」
と
い
う
読
み
を

選
ん
で
、「
京
」
も
「
キ
ョ
ウ
、
ケ
イ
、
ミ
ヤ
コ
」
の

な
か
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
一
緒
に
組
み
合
わ
せ
て

「
ト
ウ
キ
ョ
ウ
」
と
読
み
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
英
語
の

場
合
だ
と
、
G
O
O
D
と
い
う
簡
単
な
こ
と
ば
は
、

G（
＝
g
）＋
O
O（
＝
ʊ
）＋
D（
＝
d
）で
、gʊd

と

な
り
ま
す
。
G
O
O
D
を
読
む
と
き
、
G
、
O
O

の
形
を
見
て
、
音
を
思
い
出
し
、
O
O
は「
ʊ
」
と

読
ん
で
、
組
み
合
わ
せ
て「
ぐ
っ
と
」
と
読
み
ま
す
。

本
当
に
そ
の
よ
う
な
読
み
方
を
習
う
の
で
し
ょ
う
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か
。
ど
う
し
て「
ト
ウ
」
の
音
を
選
ん
で
、「
ア
ズ
マ
」
を
選
ば
な
い
か
と
い
う
問

題
で
す
。
外
国
人
と
し
て
非
漢
字
圏
の
学
習
者
と
し
て
私
が
漢
字
を
習
っ
た
と
き

に
、
そ
う
い
う
疑
問
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
こ
れ
も
一
つ
の
外
国
人
と
し
て
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
す
。「
新
東
京
国
際
空
港
」
と
い
う
簡
単
な
セ
ン
テ
ン
ス
は
、「
新
＋
東

京
＋
国
際
＋
空
港
」
と
い
う
文
字
の
組
合
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
図
2

の
よ
う
な
仕
組
み
で
す
。「
空
港
」
は
一
つ
の
こ
と
ば
、「
国
際
」
も
一
つ
の
こ
と

ば
、「
国
際
空
港
」
は
一
つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
、
単
位
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
東
京
」
は
一

つ
の
こ
と
ば
、「
新
」
も
一
つ
の
字
だ
け
で
一
つ
の
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、「
新
＋｛
東
京﹇
国
際（
空
港
）﹈｝｣

で
す
。
も
う
一
つ
の
読
み
方
で
い
う
と
、

新
し
い
東
京
に
あ
る
国
際
の
空
港
で
す
。

し
か
し
学
生
は
、「
新
東
京
国
際
空
港
」
と
い
う
漢
字
列
を
、「
新

東
＋
京
」、
つ
ま
り
「
新
し
い
東
」
の
京
と
読
む
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
、
新
し
い
東
と
読
ま
な
い
の
か
。
こ
れ
は
、
日
本
人
に
は

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。
母
語
話
者
で
す
か
ら
当
た
り
前
の
こ
と
で

す
が
、
私
た
ち
は
母
語
話
者
で
は
な
い
の
で
、
ど
う
や
っ
て
区
別
す

る
か
、
ど
う
や
っ
て
組
み
合
わ
せ
た
ら
い
い
か
は
、
や
は
り
わ
か
り

づ
ら
い
で
す
。「
新
し
い
東
の
京
」
と
読
む
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
本

当
に
読
む
プ
ロ
セ
ス
は
、
漢
字
を
一
つ
ひ
と
つ
読
ん
で
組
み
合
わ
せ

る
の
か
、
強
い
疑
問
を
私
は
抱
い
て
い
ま
す
。

漢
字
能
力
と
は

漢
字
能
力
と
い
う
の
は
、
漢
字
を
一
つ
ひ
と
つ
読
む
能
力
に
限
ら

ず
、
日
本
語
で
書
い
て
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
漢
字
、
ま
た
は
漢
字
＋
仮
名
、

つ
ま
り
漢
字
仮
名
交
じ
り
の
文
字
列
を
文
章
と
し
て
読
め
る
こ
と
で
す
。
い
く
ら

漢
字
を
知
っ
て
い
て
も
読
め
な
か
っ
た
ら
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
読
む

と
き
に
、
欠
か
せ
な
い
漢
字
能
力
は
分
析
的
な
能
力
、
英
語
で
い
え
ばanalytic 

com
petence

よ
り
も
総
合
的
な
能
力（synthetic com

petence

）
が
必
要
で

す
。
そ
れ
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
置
か
れ
て
い
る
、
テ
キ
ス
ト
の
文
字
列
、
つ
ま
り

語
彙
が
読
め
る
こ
と
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
例
で
い
う
と
、「
東
京
」
は
一
つ
の
こ
と

ば
、「
国
際
」「
空
港
」
が
一
つ
の
こ
と
ば
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
読
め
ま

す
。
母
語
話
者
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
学
生
は
知
ら
な
い
の
で

す
。
そ
こ
が
問
題
で
す
。図1　問題の定義1

図2　問題の定義2

たとえば、

東京  ＝ 東  ＋  京

　 ヒガシ   キョウ
東 トウ ＋ 京 ケイ
　 アズマ   ミヤコ

→ トウ  ＋  キョウ  ＝  トウキョウ

同じように、英語の場合だと

GOOD＝G（＝g）＋OO（＝ʊ）＋D（＝d）→ gʊd（IPA）

それだけではなく……たとえば、

新東京国際空港  ＝  新＋東京＋国際＋空港

つまり

新東京国際空港

または：　新＋ {東京［国際（空港）］}

しかし、学生は「新東京国際空港」のまえで、
新東＋京  など、つまり「新しい東」の京　？？
と読む可能性がある。
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漢
字
教
育
の
な
か
で
、
漢
字
を
一
つ
ひ
と
つ「
知
る
」
と
い
う
の
は
、
英
語
で
い

え
ばpropaedeutic

、
準
備
研
究
ま
た
は
予
備
知
識
の
能
力
で
あ
っ
て
、
最
終
的

な
目
標
は
テ
キ
ス
ト
を
読
む
能
力
を
育
て
る
こ
と
で
す
。

以
上
を
認
め
れ
ば
、
漢
字
教
育
と
読
解
教
育
は
非
常
に
強
く
関
係
す
る
教
育
分

野
で
あ
る
い
え
ま
す
。
漢
字
教
育
は
、
や
っ
ぱ
り
読
解
教
育
に
つ
な
が
っ
て
い
ま

す
。
別
々
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漢
字
教
育
の
最
終
的
な
目
標
は
、

日
本
語
で
書
い
て
あ
る
テ
キ
ス
ト
を
読
む
能
力
を
育
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
た
ち
の
学
生
が
、
ど
う
し
て
漢
字
を
習
う
の
か
と
い
う
と
、
や
は
り
文
献
を

読
む
た
め
で
す
。
日
本
語
で
書
い
て
あ
る
本
を
読
む
た
め
で
す
。
い
く
ら
漢
字
を

勉
強
し
て
い
て
も
、
読
め
な
か
っ
た
ら
意
味
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
読
む
プ

ロ
セ
ス
は
、
心
理
言
語
学
的
で
あ
る
の
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明

ら
か
に
し
て
、
教
育
に
も
考
慮
し
な
い
と
、
実
質
的
に
日
本
語
を
読
む
能
力
を
向

上
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
読
む
能
力
を
育
て
る
の
な

ら
、
読
む
プ
ロ
セ
ス
が
ど
う
い
う
も
の
か
知
ら
な
い
と
だ
め
で
す
。
人
間
は
ど
う

や
っ
て
文
章
を
読
む
の
か
。
そ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
理
論
だ
け
に
基
づ
い
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
視
野
に
入
れ
て
、
能
率
を
高
く

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

で
は
、
次
は
読
む
プ
ロ
セ
ス
の
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

読
む
プ
ロ
セ
ス
の
実
際

私
た
ち
は
日
本
人
が
日
本
語
を
読
む
と
か
、
イ
タ
リ
ア
人
が
イ
タ
リ
ア
語
を
読

む
と
か
、
ア
メ
リ
カ
人
が
英
語
を
読
む
の
は
別
と
し
て
、
一
つ
の
読
む
プ
ロ
セ
ス

が
ど
う
行
わ
れ
て
い
る
か
を
科
学
的
に
調
べ
た
ら
、
日
本
語
教
育
や
漢
字
教
育
に

も
役
立
つ
と
い
え
ま
す
。

読
む
プ
ロ
セ
ス
の
研
究
に
よ
っ
て
、
次
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
研
究
を
や
る
の
は
ア
メ
リ
カ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
図

3
で
は
英
語
で
書
い
て
い
ま
す
が
、
日
本
語
に
訳
す
と
、「
読
み
は
徹
底
的
な
プ
ロ

図3　読むプロセスの実際

読むプロセスの研究によって次の事実が明らかになっている：Reading is an 
intensive process in which the eye quickly moves to assimilate text. Very little 
is actually seen accurately.（読みは徹底的なプロセスで、そのプロセスにテキ
ストを理解するのに目が早く動き、実際、正確に（精密に）見られるのは少ない）

読むプロセスは目のfixations（定着、絞り込み）とsaccades（目の早い左右の
動き）の繰り返しによって行われている。人間は、テキストにある一つひとつ
の語（文字）に視線を集中するのではなく、むしろ語列のいくつかの語に視線を
広げて、欠けている情報を文脈によって、自分で補うというプロセスになる可
能性が高い。（Reading is performed as a series of eye fixations with saccades 
between them. Humans also do not appear to fixate on every word in a text, 
but instead fixate to some words while apparently filling in the missing 
information using context.）.（サッカード《読書の際などの眼球の瞬間的運動》）.
読むときに、目が一線一方に進むのではなく、早い左右の動きをしながら短
い絞り込みをする。（During reading, eyes do not move continuously along 
a line of text, but make short rapid movement (saccades) intermingled with 
short stops (fixations).）
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セ
ス
で
、
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
の
に
目
が
早
く
動
き
、
実
際
、
正
確
に
見
ら
れ

る
こ
と
は
少
な
い
」
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
図
3
の
下
は
目
の
視
線
を
示
し
て

い
ま
す
。
視
線
は
、
そ
の
文
章
で
前
後
が
ち
ょ
っ
と
ぼ
け
て
い
ま
す
が
、
は
っ
き

り
見
え
る
と
こ
ろ
は
、four

と
、
そ
の
周
り
だ
け
で
す
。four

は
一
○
○
パ
ー
セ

ン
ト
は
っ
き
り
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、only

やto

は
七
十
五
と
か
四
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
で
、
こ
の
ほ
か
は
ほ
と
ん
ど
見
て
い
な
い
の
で
す
。
読
む
プ
ロ
セ
ス
が
進
ん

で
い
き
ま
す
。

読
む
プ
ロ
セ
ス
は
、
目
のfixation
（
着
目
、
絞
り
込
み
）
で
す
。
目
の
速
い
左

右
の
動
き
の
繰
り
返
し（saccades

）に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
視
線
が
い
っ

た
り
き
た
り
し
て
い
ま
す
。
人
間
は
、
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
一
つ
ひ
と
つ
の
語
、
文

字
に
視
線
を
集
中
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
語
列
の
い
く

つ
か
の
語
に
視
線
を
広
げ
て
、
欠
け
て
い
る
情
報
を
文
脈
に

よ
っ
て
、
自
分
で
補
う
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
な
る
可
能
性
が

高
い
の
で
す
。
母
語
話
者
だ
と
、
あ
ま
り
よ
く
見
え
な
い
と

こ
ろ
は
自
分
で
補
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
読
む
だ
け

で
は
な
く
、
聞
く
と
き
に
一
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
ち
ゃ
ん
と
聞

い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
は
っ
き
り
聞
い
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
漠
然
的
に
耳
に
は
い
る
部
分
も
あ
り
ま

す
。
で
も
母
語
話
者
は
、
こ
と
ば
を
知
っ
て
い
る
た
め
欠
け

て
い
る
情
報
を
補
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

読
む
と
き
に
、
目
が
一
線
一
方
向
に
進
む
の
で
は
な
く
、

早
い
左
右
の
動
き
を
し
な
が
ら
、
短
い
絞
り
込
み
を
し
ま

す
。こ

う
い
う
科
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。

読
解
教
育

読
解
教
育
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
英
語
で
い
うSub -lexical 

reading

で
、
語
ま
た
は
形
態
よ
り
短
い
要
素
を
読
み
ま
す
。
そ
の
教
え
方
は
、

一
つ
ひ
と
つ
の
文
字
ま
た
は
短
い
文
字
の
組
を
、
そ
の
発
音
と
結
び
つ
け
て
教
え

ま
す
。
そ
れ
は
、「
文
字
を
読
む
」
と
も
い
え
ま
す
。
語
を
読
む
の
で
は
な
く
て
、

も
っ
と
語
の
小
さ
く
て
、
短
い
文
字
を
読
み
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
が
つ
け
た「
音

読
」
と
い
う
名
前
で
す
。
音
を
読
む
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
、Lexical reading

で
す
。
つ
ま
り
、
語
彙
を
読
む
こ
と
で
す
。

そ
の
教
え
方
は
、
文
字
を
気
に
せ
ず
に
、
語
彙
ま
た
は
語
彙
の
組
を
認
識
し
て
読

ま
せ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は「
言
語
を
読
む
」
と
い
え
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
は
文
字
を
読
む
、
こ
ち
ら
は
言
語
を
読
む
で
す
。

「
意
読
」
と
い
っ
て
も
い
い
と
い
え
ま
す
。「
表
音
・
表
意
」の

文
字
の
種
類
と
並
ん
で
、「
音
読
・
意
読
」
と
い
う
読
み
方
と

呼
ん
で
も
い
い
と
い
え
ま
す
。

こ
の
二
つ
の
読
み
方
は
、
基
本
的
に
ロ
ー
マ
字
の
表
音
文

字
に
使
い
ま
す
が
、
表
音
文
字
の
仮
名
と
表
意
文
字
の
漢
字

が
あ
る
日
本
語
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、

必
ず
し
も
仮
名
が
音
読
、
つ
ま
り
文
字
を
読
む
教
育
、
漢

字
は
意
読
、
つ
ま
り
語
彙
教
育
に
限
る
の
で
は
な
く
て
、
む

し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
念
頭
に
入
れ
て
教
育
プ
ロ
セ
ス
を

進
め
る
べ
き
で
す
。
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
仮
名
の
場
合
、

「
音
読
」
教
育
も
「
意
読
」
教
育
も
で
き
ま
す
が
、
漢
字
の
場

合
は「
音
読
」
教
育
は
で
き
ず
、「
意
読
」
教
育
し
か
で
き
ま
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せ
ん
。

漢
字
の
場
合
、「
意
読
」
教
育
と
い
っ
て
も
、
ま
ず
、
漢
字
は
文
字
と
し
て
教
え

る
の
で
は
な
く
、「
語
」
と
し
て
教
え
る
の
が
本
当
の「
意
読
」
教
育
で
す
。
ど
う

違
う
か
と
い
え
ば
、
漢
字
を
文
字
と
し
て
教
え
れ
ば
、
学
習
者
が
漢
字
を
一
文
字

ず
つ
習
っ
て
、
そ
れ
か
ら
二
文
字
、
三
文
字
、
n
文
字
の
組
合
せ
を
習
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
語
」
を
文
字
の
組
合
せ（
漢
語
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
。
一

字
一
語
は
例
外
）、
の
結
果
と
し
て
習
っ
て
、
読
む
プ
ロ
セ
ス
に
、「
語
」
を
読
む

の
で
は
な
く
、「
文
字
」
を
読
ん
で
、
そ
の
文
字
の
読
み
の
結
果
と
し
て
、「
語
」
を

読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
反
し
て
、
漢
字
を
「
語
」
と
し
て
教
え
れ
ば
、
学
習
者
が
文
字
を
直
接

に
「
語
」
と
し
て
習
っ
て
、
そ
れ
か
ら
必
要
に
応
じ
て
、「
語
」
を
分
解
し
て
、
文

字
を
一
つ
ず
つ
認
識
し
ま
す
。
漢
字
を
文
字
と
し
て
教
え
、
漢
語
の
前
で
組
み
合

わ
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
知
っ
て
い
る
と
、
あ
る
程
度
、
語
の
理
解
が
で
き
る
と
い

う
プ
ラ
ス
の
面
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
漢
字
を
「
語
」
と
し
て

教
え
れ
ば
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
す
。
習
う
の
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
か
か

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
結
果
的
に
、
読
み
方
が
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

文
字
を
習
う
と
き
に
、
読
ん
で
習
う
と
い
う
の
が
、
基
本
で
す
。
も
し
、
読
む
こ

と
が
目
標
で
あ
っ
た
ら
、
や
は
り
読
ん
で
習
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
当
た

り
前
で
す
よ
ね
。
母
語
の
読
み
手
に
近
い
、
早
い
読
み
方
に
な
る
と
い
え
ま
す
。

こ
の
場
合
、
文
字
の
教
え
方
と
言
語
の
教
え
方
は
強
く
結
び
つ
き
ま
す
。
こ
う
す

れ
ば
、
日
本
人
の
読
み
方
に
近
く
な
り
ま
す
。

実
際
の
文
字
教
育
で
は
、
一
方
的
な
教
え
方
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
や
は
り
両

方
の
教
え
方
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
と
っ
た
も
の
が
理
想
的
だ
と
い
え
ま
す
。
文
字
一

つ
ひ
と
つ
と
し
て
の
習
い
方
と
、
語
と
し
て
の
習
い
方
で
す
。
た
だ
、
大
事
な
の

は
、
文
字
教
育
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
決
め
る
教
師
が
、
以
上
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ

リ
ッ
ト
を
念
頭
に
入
れ
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
、
自
然
な
読
み
方
を
目
指
し
て
教
育

プ
ロ
セ
ス
を
打
ち
出
せ
ば
よ
い
と
い
え
ま
す
。

読
む
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
ま
ず
、
一
字
ま
た
は
文
字
列
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、

基
本
は「
文
字
認
識
」
で
す
。
文
字
認
識
が
で
き
な
い
と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
文
字
認
識
を
し
な
い
読
み
方
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ム
ー
ズ

で
、
自
然
な
読
み
方
を
習
う
の
に
、
ス
ム
ー
ズ
で
、
自
然
な
文
字
認
識
を
欠
か
す

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
以
上
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
読
み
方
と
い
う
の
は
、

① 

読
む
プ
ロ
セ
ス
は
、
目
のfixation

（
定
着
、
絞
り
込
み
）
と
、saccades

（
目
の
早
い
左
右
の
動
き
）の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

② 

そ
の
結
果
と
し
て
、「
読
み
は
徹
底
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に

テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
こ
と
に
目
が
早
く
動
き
、
実
際
、
正
確
に（
精
密
に
）

見
る
こ
と
は
少
な
い
の
で
す
。」
と
い
う
の
は
、
普
通
、
慢
性
的
な
文
字
が
目

に
は
い
る
。
上
手
な
文
字
認
識
は
、
早
く
て
、
間
違
い
な
く
行
う
べ
き
で
す
。

「
実
際
、
正
確
に（
精
密
に
）
見
ら
れ
る
の
が
少
な
い
」
と
い
う
の
は
、
認
識

の
際
、
脳
の
な
か
で
行
わ
れ
て
い
る
文
字
処
理
は
、「
漠
然
と
し
た
形
」
に

よ
っ
て
認
識
す
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
漠
然
と
し
た
形
」
と
い
う

の
は
、
文
字
列
の
だ
い
た
い
の「
概
観
」
に
よ
る
認
識
と
い
う
こ
と
で
す
。
概

観
を
見
て
、
処
理
し
て
、
自
分
の
文
字
言
語
の
貯
蔵（repertory

）
に
照
ら

し
合
わ
せ
て
認
識
し
、
そ
れ
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
繰
り
返
し

に
な
り
ま
す
。

漢
字
を
知
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か
と
い
う
意
味
は
、
た
だ
、
漢
字
貯
蔵
に
は

い
っ
て
い
る
か
、
は
い
っ
て
い
な
い
か
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
ち
ろ
ん
は
い
っ
て
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い
な
け
れ
ば
読
む
プ
ロ
セ
ス
自
体
も
で
き
ま
せ
ん
が
、
は
い
っ
て
い
て
も
、「
概

観
」
で
早
く
、
正
確
な
取
り
だ
し
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
か
か
わ
っ

て
き
ま
す
。
私
の
教
え
子
が
日
本
語
を
読
む
と
き
、
す
ご
く
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か

け
て
読
み
ま
す
。
あ
あ
こ
の
字
と
か
、
こ
の
字
だ
、
こ
の
二
つ
の
字
の
組
合
せ
は

こ
の
こ
と
ば
だ
と
か
。
そ
れ
は
や
は
り
普
通
の
読
み
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
み

方
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

非
母
語
話
者
の
学
習
者
に
と
っ
て
漢
字
列
を
読
む
際
の
問
題
点

そ
の「
概
観
」で
、
早
く
て
、
正
確
に
貯
蔵
か
ら
取
り
だ
し
が
で
き
る
こ
と
は
大

事
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
本
当
は
、
こ
れ
だ
け
で
話
は
長
く
な
る
の
で
す
が
、
そ
の

概
観
で
速
く
、
正
確
に
貯
蔵
か
ら
取
り
出
し
が
で
き
る
と
い
う
タ
ス
ク
は
、
非
漢

字
圏
、
非
母
語
話
者
の
大
人
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
つ
ま
り
、
外
国
人
の
大
学
レ

ベ
ル
の
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
特
に
漢
字
列
を
読
む
と
き
に
な
じ
み
づ
ら
い
点
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
三
点
だ
け
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

一
つ
は
、
類
義
の
漢
字
で
す
。
は
っ
き
り
見
な
い
の
で
、
類
義
の
漢
字
が
間
違

い
や
す
い
で
す
。
も
う
一
つ
、
漢
字
の
非
局
在
化（delocalization

）
で
す
。
そ

こ
ま
で
の
話
は
時
間
の
関
係
で
残
念
な
が
ら
今
日
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
は
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
線
上
的
な
文
字
に
対
し
て
、
漢
字
は
二
次
元
的
な
文
字
を
読

む
こ
と
で
す
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
私
が
別
の
論
文
で
も
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

本
当
は
、
最
初
の
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
話
し
て
、
練
習
問
題
も
お
見
せ
し

た
か
っ
た
の
で
す
が
、
も
う
時
間
が
き
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
申
し
訳
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
こ
で
終
了
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


