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の
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鎮
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に

今
年
,
一
年
生
の
古
典
乙
I
を
担
当
す
る
に
あ
た
っ
て
、
年
間
指
導
計
画
を

た
て
た
。
こ
こ
に
古
文
の
年
間
指
S
討
国
を
記
し
t
.
'
U
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思

う
.
な
お
一
学
期
に
実
践
し
た
こ
と
も
記
す
。

指
浸
目
標
の
確
認

年
間
指
導
計
画
を
た
て
る
に
あ
た
っ
て
、
改
め
て
古
典
の
指
導
目
標
を
確
認

し
た
O
指
導
中
領
の
指
導
目
標
に
は
古
典
乙
-
古
文
の
目
標
と
し
て
二
項
目
あ

げ
て
あ
る
。

‖
　
文
化
の
享
受
や
創
造
に
匪
す
る
た
め
に
、
古
典
の
意
義
を
埋
解
さ
せ
て
、

古
典
に
親
し
む
態
度
や
肖
椙
を
挙
っ
.

は
　
古
典
と
し
て
の
古
文
を
読
解
L
I
望
見
す
る
能
力
を
憂
い
点
考
力
・
批

判
力
を
伸
ば
し
,
心
情
を
盟
か
に
す
る
と
と
も
に
、
読
解
を
通
し
て
、
作

品
と
そ
の
時
代
や
文
化
と
の
関
係
な
ど
が
わ
か
る
よ
う
に
す
る
。

目
標
日
は
「
文
化
の
享
受
や
創
造
に
托
す
る
た
め
」
と
い
う
表
現
に
.
中
心
が

あ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
'
国
語
科
総
目
標
の
川
.

生
活
に
必
要
な
同
語
の
能
力
を
高
め
、
-
一
孟
買
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
'

批
判
力
を
伸
ば
し
、
心
情
-
・
L
j
即
日
示
に
し
て
、
言
語
生
活
の
向
き
ゲ
図
る
O

を
受
け
て
い
る
の
で
'
主
と
し
て
「
言
語
文
化
」
の
貢
受
や
創
置
に
資
す
る

た
め
に
古
炎
を
学
7
日
さ
せ
る
こ
と
を
門
標
に
し
て
い
る
と
考
与
り
れ
る
o
し
た

が
っ
て
古
典
教
育
は
'
古
典
-
す
ぐ
れ
た
文
蛋
-
を
読
解
し
、
鋭
呈
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
生
徒
の
教
義
を
高
め
、
生
活
を
盟
か
に
し
、
か
つ
言
語
生
活
一
般

の
向
上
を
図
る
も
の
と
考
え
る
。

目
標
脚
で
は
'
,
i
t
山
ハ
と
し
て
の
古
文
を
読
解
、
鍔
笠
す
る
技
能
を
伸
ば
し
、

知
識
を
与
え
る
こ
と
や
'
読
宿
へ
監
且
を
通
し
て
'
思
考
力
・
批
判
力
を
伸
ば

し
'
心
樽
声
草
か
に
す
る
こ
と
が
あ
げ
て
あ
る
o

結
局
、
古
典
乙
I
の
古
文
の
目
標
と
し
て
'
私
は
次
の
五
項
目
を
と
ら
え
た
O

の
古
典
と
し
て
の
古
文
を
読
解
し
、
鑑
賞
す
る
技
能
空
恋
い
'
知
識
を
与
え

るt,

脚
星
:
'
?
力
・
批
判
力
を
伸
ば
し
、
心
情
を
豊
か
に
す
る
。

脚
作
品
と
時
代
や
文
化
の
関
係
を
理
解
し
、
教
養
を
高
め
る
。

付
古
典
に
粟
し
み
へ
古
典
を
読
む
習
慣
を
つ
け
る
o
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ゥ
I
畠
間
生
活
一
般
の
向
上
に
役
立
て
る
。

生
徒
の
実
態

中
学
校
学
習
指
導
墳
領
の
教
材
を
相
遷
す
る
考
慣
す
べ
き
事
項
の
う
ち
'
古

文
に
関
係
あ
る
部
分
を
拾
っ
て
み
る
と
'
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
一
学
年
　
古
典
を
わ
か
り
や
す
-
書
き
か
え
た
文
章
。

第
二
学
年
　
短
か
-
て
や
さ
し
い
文
語
文
.

第
三
学
年
　
現
代
語
訳
や
注
釈
な
ど
を
つ
け
た
り
等
き
下
し
た
り
し
て
理
解

し
や
す
-
し
た
古
典
。

ま
た
、
学
年
頭
初
'
中
学
校
で
の
古
典
学
習
状
況
を
知
る
目
的
で
'
一
年
生

二
ク
ラ
ス
を
対
象
に
調
べ
て
み
た
。
作
品
と
し
て
は
源
氏
物
語
、
枕
草
子
へ
徒

然
草
、
平
家
物
語
等
'
代
表
的
な
も
の
に
接
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

教
材
は
現
代
語
訳
'
あ
る
い
は
、
原
文
に
現
代
語
訳
を
付
け
た
も
の
が
多
く
、

授
業
の
形
式
も
、
教
師
が
解
釈
し
て
与
え
る
形
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
う
し
て
み
る
と
へ
中
学
校
で
は
、
古
文
読
解
の
技
能
は
、
ほ
と
ん
ど
与

え
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

r.)

年
間
指
導
の
方
針

以
上
の
目
標
を
ふ
ま
え
、
生
徒
の
実
態
の
上
に
た
っ
て
、
t
年
生
の
古
典
乙

」
古
文
の
教
育
は
、
ま
ず
古
文
の
読
解
力
を
挙
っ
こ
と
が
重
要
だ
と
判
断
し
た
。

も
ち
ろ
ん
指
導
安
領
の
古
典
乙
-
内
容
の
ア
「
古
典
と
し
て
の
古
文
に
親
し
む

態
度
を
挙
っ
こ
と
」
や
オ
「
古
典
と
し
て
の
古
文
を
読
ん
で
、
も
の
の
見
方
'

感
じ
方
'
考
え
方
を
深
め
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
」
な
ど
を
無
視
す
る
わ
け
で
は

な
い
.
同
じ
-
内
容
の
エ
「
古
文
の
戎
本
的
な
語
句
や
修
辞
の
意
味
と
用
法
を

理
解
す
る
と
と
も
に
へ
　
現
代
語
と
の
相
異
や
関
係
に
も
ふ
れ
る
こ
と
」
　
や
キ

「
古
文
の
読
解
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
を
理
解
す
る
こ
と
」
に
中
心
を
お
く

の
で
あ
る
。
一
年
生
で
古
文
読
解
の
基
礎
的
な
技
能
・
知
H
識
を
与
え
、
二
年
生

で
読
解
力
を
深
め
、
三
年
生
で
は
古
文
が
読
め
る
、
古
典
が
荒
勝
山
で
き
る
と
い

う
よ
う
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

古
文
読
解
の
第
一
歩
は
古
語
を
知
る
こ
と
で
あ
る
0
古
語
の
意
味
へ
用
法
を

知
っ
て
'
は
じ
め
て
古
文
読
解
が
可
能
に
な
る
.
も
う
一
つ
は
文
語
の
き
ま
り

の
知
識
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
o
こ
れ
に
つ
い
て
は
'
指
導
安
絹
に
「
作
品
の

i
.
;
W
U
F
-
し
て
行
な
う
」
-
蝣
)
4
^
;
。
r
。
"
V
i
-
1
杓
い
-
j
;
蝣
蝣
-
-
f
-
a
i
式
の
文
法
致
.
i
T
を
r
Z
'
-
J

L
、
作
品
の
読
解
、
醤
賞
を
十
分
に
生
か
し
な
が
ら
、
文
語
の
き
ま
り
指
導
を

し
て
行
-
た
め
の
指
針
で
あ
ろ
う
o
右
の
二
点
を
一
年
生
の
古
文
指
輔
の
中
心

に
祝
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

語いい, '蝣">-」.

今
ま
で
の
私
の
古
文
指
泊
r
F
は
'
こ
の
分
野
は
軽
-
扱
っ
て
い
た
。
先
の
方

針
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
年
は
こ
れ
に
力
を
注
ぎ
た
い
o
古
語
を
で
き
る
だ
け

多
く
、
三
年
生
で
は
古
文
読
解
が
で
き
る
ぐ
ら
い
へ
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
O

一
年
生
の
初
期
、
は
じ
め
の
二
小
竪
光
ぐ
ら
い
は
、
古
文
に
読
み
な
れ
る
よ

う
に
、
古
語
の
口
調
に
な
れ
る
よ
う
に
唱
詞
指
導
す
る
O
私
の
今
年
扱
っ
て
い

る
教
科
告
(
角
川
書
店
刊
、
古
典
乙
I
古
文
I
)
で
は
、
第
一
小
軍
刀
「
初
春

の
山
」
　
(
自
然
と
人
生
　
種
苗
皐
化
)
を
問
荊
さ
せ
た
が
、
導
入
段
階
で
'
古

文
に
慣
れ
さ
せ
る
の
に
効
E
・
1
-
北
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
・

次
に
古
語
に
は
、
語
の
発
生
の
面
か
ら
み
て
、
和
語
と
漠
語
が
あ
る
こ
と
、

ま
た
両
者
の
語
感
の
相
異
に
つ
い
て
指
導
す
る
。
前
述
「
初
春
の
山
」
は
'
和

語
と
撰
語
が
v
j
-
j
i
度
に
配
合
さ
れ
た
文
革
で
あ
り
、
こ
の
指
導
に
は
好
.
蛸
な
教
材

と
考
え
る
。

続
い
て
'
古
語
に
は
'
古
典
特
有
語
、
古
今
異
義
語
が
あ
る
こ
と
、
古
文
を

読
む
に
は
そ
れ
ら
の
意
味
・
用
は
を
稚
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指

&
・
す
る
O
そ
の
た
め
に
古
語
詐
山
ハ
や
古
典
図
頒
湖
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
明

し
、
古
語
辞
典
の
利
用
法
を
指
導
す
る
o
学
年
頭
初
の
ア
ン
ケ
1
-
で
古
語
辞

18



典
の
引
き
方
を
知
っ
て
い
る
と
挙
見
た
も
の
が
一
〇
七
名
中
七
二
名
も
い
た
。

し
か
し
実
際
に
ひ
か
せ
て
み
る
と
'
誤
っ
て
他
の
語
の
意
味
を
出
し
た
り
、
ま

た
目
的
の
語
が
見
出
せ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
第
一
二
小
単
元

「
九
月
二
十
日
の
こ
ろ
」
　
(
徒
然
薫
二
十
二
段
)
は
下
段
に
現
代
語
訳
が
付
し

て
あ
り
,
原
文
と
対
照
さ
せ
て
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
訳
が
出
て
-
る
の
か
、

古
語
の
誼
味
や
用
法
の
は
塩
に
好
渦
で
あ
る
。
古
語
辞
典
の
ひ
き
方
で
特
に
注

意
し
た
い
こ
と
は
t

の
見
出
し
は
惟
史
的
か
な
づ
か
い
で
あ
る
こ
と
。

i
j
活
用
語
は
基
本
形
が
あ
げ
て
あ
る
こ
と
o

仰
活
用
語
は
見
出
し
の
下
に
活
用
の
種
類
が
略
語
で
記
し
て
あ
る
こ
と
。

紬
多
義
語
は
語
源
に
近
い
も
の
か
ら
、
番
号
を
付
し
て
並
べ
て
あ
る
こ
と
。

刷
付
録
を
利
用
す
る
こ
と
。

脚
「
総
記
」
を
一
度
誹
ん
で
お
-
こ
と
。

等
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
入
門
当
期
の
指
m
の
あ
と
、
新
ら
し
い
聖
j
h
に
入
る
前
に
へ
敬

材
の
中
の
重
要
な
語
を
プ
-
ン
ト
し
、
家
庭
学
留
と
し
て
、
辞
書
を
ひ
い
て
'

語
志
を
調
べ
て
こ
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
プ
-
ン
-
し
た
の
は
'
ま
だ
仕
一
徒
が
一

語
一
語
の
は
塩
が
で
き
な
い
重
り
で
あ
り
、
ま
た
何
か
形
に
示
さ
な
い
と
'

家
庭
学
習
を
し
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
O
普
通
の
ノ
ー
ト
を
用
い
て
'
語
、
品

詞
、
活
用
の
穏
輿
意
味
を
冒
い
て
-
る
よ
う
指
示
し
た
o
ま
た
下
段
に
空
欄
を

残
し
て
お
き
、
類
義
語
へ
対
義
語
な
ど
の
必
要
事
項
を
苔
か
せ
る
よ
う
に
し

た
O
多
義
語
は
意
味
を
全
部
書
い
て
-
る
よ
う
指
示
し
、
文
脈
の
中
で
は
ど
の

意
味
が
立
通
で
あ
る
か
、
授
業
の
中
で
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
類
義
胃
対

・
_
.
'
・
-
-
'
'
・
"
'
.
.
f
'
、
r
.
-
.
'
・
'
・
.
.
‥
-
,
-
'
-
-
-
t
-
.
上
.
し
∴
;
蝣
?

過
,
唱
用
句
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
と
ら
え
て
'
で
き
る
だ
け
理
解
し
や

す
く
で
と
る
だ
け
語
意
を
覚
え
や
す
-
、
で
き
る
だ
け
古
語
に
関
心
を
も
た

せ
る
よ
う
に
す
る
.
 
〇
例
を
あ
げ
て
み
る
o

イ
類
覇
語

○
い
み
じ
(
今
昔
)
い
た
-
　
い
と
　
い
と
ど
　
き
は
め
て

こ
よ
な
く
　
　
は
な
は
だ
　
　
ゆ
ゆ
し

○
そ
こ
ら
(
竹
顕
)
あ
ま
た
　
お
は
し
　
こ
こ
だ

ロ
六
+
7
?
j
語

○
お
は
や
け
(
今
昔
)
　
わ
た
く
し

○
ま
か
る
(
竹
敢
)
　
ま
ゐ
る

ハ
同
音
2
i
f
.
S
語

○
痴
る
(
今
昔
)
　
　
知
る

○
往
ぬ
　
(
　
　
)
　
　
婁
ぬ

こ
語
の
枯
成

○
お
ぽ
っ
か
な
し
(
徒
然
)

「
お
ば
」
は
「
は
っ
き
り
し
な
い
」
意
の
接
頭
語
「
お
ぼ
ろ
げ
」

「
お
ぼ
ろ
」
な
ど
類
詩
語

○
お
と
な
ふ
　
(
徒
然
)

「
な
ふ
」
は
四
段
動
詞
を
つ
-
る
接
屋
語
　
あ
が
な
ふ
、
う
ぺ
な
ふ
、

あ
き
な
ふ
'
つ
み
な
ふ
、
い
ざ
な
ふ
t
と
も
な
ふ

ホ
音
劫
変
化

○
装
束
(
竹
堅
L
や
う
ぞ
-
1
さ
う
ぞ
-

下
衆
、
扱
者
、
障
子
へ
紙
燭
、
修
行
者
、
宿
世
、
出
家
'
受
領

○
案
内
(
今
昔
)
あ
ん
な
い
1
あ
な
い

新
訂
、
親
族
'
対
面
へ
木
琴
日
記

へ
現
代
語
と
の
閑
適
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○
あ
へ
て
(
今
昔
)
　
と
り
あ
え
ず

○
み
ゆ
　
(
今
昔
)
　
い
わ
ゆ
.
る
'
あ
ら
ゆ
る

ト
慣
用
句

○
音
に
聞
-
(
竹
攻
)
音
も
せ
ず

C
き
り
ぬ
べ
き
　
(
平
家
)
さ
り
け
な
し

チ
語
源

○
わ
び
し
(
徒
然
)
動
詞
「
わ
ぶ
」

○
に
は
ひ
(
徒
然
)
「
に
」
は
「
丹
」
で
赤
土
~
赤
色
。
し
た
が
っ
て
「
に

は
ひ
」
は
'
映
覚
的
な
も
の
で
な
-
、
視
覚
的
美
を

い
こ
m

-

語

の

ニ

ュ

ア

ン

ス

○
を
か
し
(
徒
烈
)
あ
は
れ
な
り

○
お
こ
な
ふ

個
人
的
に
何
か
す
る
の
で
は
な
-
、
一
定
の
法
式

に
従
っ
て
、
儀
式
を
と
り
行
な
う
。

ヌ
古
典
常
識

○
髪
上
げ
(
竹
取
)

j
l
:
;
-
・
/
、
¥
7
-
t
-
、
叫
圭
[
・
t
 
r
-
y
士
も
　
:
'
-
J
-
"
'
い
t
 
s
a

O
㌍
エ
ー
、
㌫
(
X
-
Z
t
一
蝣
t
-
*
」
t
巾
、
i
・
i
t
津
i
t
'
'
叩
?
u
t
&
蝣
拭
紅

単
語
幌
は
、
時
折
提
出
さ
せ
'
継
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
調
べ
た
り
、
不
俺

は
な
い
か
調
べ
る
。
ま
た
単
語
の
軍
ア
ス
ト
を
で
き
る
だ
け
多
-
す
る
。

文
語
の
き
ま
り
指
導

1
年
生
の
古
文
指
導
で
'
も
う
l
つ
の
頚
要
な
点
は
'
「
文
語
の
き
ま
り
」

の
指
導
で
あ
る
。
以
前
行
な
わ
れ
て
い
た
時
間
特
設
の
文
法
指
導
は
今
日
で
は

ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
よ
う
で
あ
る
o
私
も
今
ま
で
の
文
法
指
沼
を
反
省
し
'

次
の
よ
う
な
方
針
で
指
導
し
て
行
き
た
い
と
思
う
。

l
　
時
間
の
持
m
J
は
し
な
い
0

2
'
古
文
の
詑
解
指
導
と
「
文
語
の
き
ま
り
」
指
導
を
平
行
さ
せ
、
で
き
る

だ
け
機
能
的
に
指
導
す
る
0

3
へ
あ
る
期
間
を
限
り
'
「
動
詞
」
　
「
形
容
詞
」
　
「
助
動
詞
」
　
「
助
詞
」
と

い
う
よ
う
に
重
点
的
に
指
導
す
る
。

f
'
'
^
:
~
,
な
時
間
に
t
 
L
;
-
-
蝣
j
.
-
,
v
-
v
*
千
字
蝣
蝣
)
蝣
>
.
て
i
J
j
H
二
・
,
る
r
J

ま
た
、
1
年
生
で
の
「
文
語
の
き
ま
り
」
指
導
の
範
抱
を
次
の
よ
う
に
定
め

・
!
'
J

l
へ
　
文
語
又
の
特
質
に
つ
い
て
。

2
'
5
3
.
史
的
か
な
づ
か
い
に
つ
い
て
0

3
、
文
章
へ
文
へ
文
節
へ
蛍
語
な
ど
こ
と
ば
の
立
位
に
つ
い
て
0

4
へ
品
詞
は
助
詞
の
一
部
を
除
い
て
'
十
品
詞
全
部
に
つ
い
て
。

5
'
係
り
結
び
に
つ
い
て
。

6
'
誰
解
す
る
上
に
頂
要
だ
と
思
わ
れ
る
箇
所
の
語
句
の
か
か
り
受
け
に
つ

い
て
。

7
'
語
の
成
分
の
省
略
に
つ
い
て
0

8
、
文
や
段
落
の
内
容
を
と
ら
え
へ
主
照
や
吏
旨
の
は
石
を
す
る
こ
と
に
つ

い
て
。

9
、
修
辞
法
に
つ
い
て
.

以
下
へ
角
川
書
店
刊
古
典
乙
I
古
文
I
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
'
一
学
期
間
の

実
間
を
ま
じ
え
な
が
ら
'
年
間
指
導
の
討
関
を
述
べ
て
み
る
。

の
初
春
の
山

文
語
文
の
特
質
を
口
語
文
と
比
陀
し
て
指
導
し
た
。
こ
と
ば
の
輯
位
に
つ
い

て
は
へ
中
学
校
で
・
t
f
学
習
し
て
お
り
へ
今
後
の
指
導
に
も
た
ち
ま
ち
必
要
だ
と

考
え
ら
れ
た
の
で
'
最
初
の
単
冗
で
取
り
扱
っ
た
。
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切
学
者
の
ま
づ
か
た
き
ふ
L
を
問
ふ
こ
と

歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
指
導
を
し
た
.
「
あ
い
う
え
お
」
五
十
音
を
板
書
さ

せ
,
か
な
の
積
湖
を
確
認
さ
せ
た
上
で
,
現
代
か
な
づ
か
い
と
違
う
か
な
の
主

な
も
の
を
あ
げ
た
。
「
い
,
ゐ
,
ひ
」
　
「
え
,
へ
'
ゑ
」
「
お
、
を
'
ほ
」

「
は
,
わ
」
「
ず
,
づ
」
「
ぢ
,
じ
」
な
ど
。
そ
の
後
本
文
中
か
ら
歴
史
的
か

な
づ
か
い
の
部
分
を
耽
り
出
さ
せ
、
確
認
さ
せ
た
O
な
お
,
か
な
づ
か
い
の
違

い
に
よ
っ
て
,
幣
炭
が
違
っ
て
く
る
例
を
あ
げ
,
か
な
づ
か
い
の
重
要
さ
を
理

解
さ
せ
た
。
「
た
へ
て
」
「
た
え
て
」
,
「
い
る
」
「
ゐ
る
」
、
「
い
ら
ふ
」

「
い
ろ
ふ
H
.
な
ど
.

ま
た
,
こ
の
文
茸
は
,
わ
ず
か
五
文
で
成
っ
て
お
り
へ
論
理
的
な
文
事
な
の

で
、
一
文
一
文
内
容
を
は
接
し
、
要
旨
を
と
ら
え
る
練
告
を
さ
せ
た
。

畑
九
月
二
十
日
の
こ
ろ

品
詞
論
に
入
っ
て
動
詞
の
指
導
を
し
た
。
古
文
で
は
主
語
の
省
略
が
多
く
'

述
語
を
と
ら
え
て
主
語
を
推
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
'
古
語
辞
典
を
利
用
す

る
既
に
活
用
語
の
見
出
し
は
終
止
形
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
で
'
動
詞
の
指

導
か
ら
始
め
た
。
活
用
の
し
方
(
活
用
形
)
そ
れ
に
よ
る
分
頓
(
活
用
の
種

類
)
を
中
心
に
し
た
。
(
こ
こ
で
は
四
段
、
下
二
へ
サ
変
へ
ラ
変
へ
上
一
)
0

文
論
に
関
し
て
は
,
古
文
で
は
主
語
の
省
略
が
多
く
述
語
の
表
現
の
し
方
で

主
語
が
判
断
で
き
る
こ
と
を
本
文
の
例
で
示
し
た
。

ま
た
,
作
者
の
言
い
た
い
こ
と
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
文
か
考
え
さ

せ
、
段
落
,
主
題
,
要
旨
な
ど
の
望
H
U
に
つ
い
て
説
明
し
た
o

糾
鈴
鹿
山
に
お
い
て
蜂
盗
人
を
刺
し
殺
し
し
謡

副
詞
が
多
-
出
て
く
る
の
で
、
副
詞
の
指
導
を
し
た
Q
副
詞
の
械
輿
副
詞

の
種
類
を
指
導
し
,
本
文
中
の
副
詞
の
か
か
り
受
け
を
確
認
さ
せ
た
o
動
詞
で

は
カ
変
の
指
導
を
し
,
名
詞
の
指
導
を
し
た
。
文
の
切
れ
続
き
に
つ
い
て
は
へ

一
文
だ
け
接
続
助
詞
r
に
」
で
,
二
主
題
を
合
孟
」
た
文
が
あ
っ
た
の
で
、
二

文
に
切
っ
て
内
容
を
と
ら
え
さ
せ
た
。
な
お
事
前
文
体
と
し
て
、
「
今
は
昔
・
・
・

語
り
伝
へ
た
る
と
や
」
の
形
や
、
隻
㌢
仏
教
語
が
多
い
こ
と
を
あ
げ
、
当
時

の
新
文
体
で
あ
る
こ
と
,
筏
の
和
i
'
S
M
¥
父
文
の
先
導
竃
し
て
い
る
こ
と
を
話

し
た
O

馴
百
人
一
首

修
辞
法
の
指
導
を
し
た
o
枕
詞
へ
冥
州
'
掛
詞
へ
縁
語
に
つ
い
て
へ
テ
キ
ス

ト
の
歌
の
用
例
を
と
り
出
し
,
そ
れ
ぞ
れ
の
形
や
川
い
方
を
指
導
し
た
。
他
の

用
例
を
引
く
こ
と
は
や
め
,
」
?
蝣
カ
を
葦
っ
の
は
仙
の
機
会
に
回
し
た
O
ま
た
一

首
一
首
の
歌
の
中
で
、
文
の
は
迄
の
紋
日
を
さ
せ
た
0

第
一
軍
空
-
古
文
入
門
」
が
終
っ
た
所
で
、
動
詞
の
清
川
の
和
親
の
残
り
上

二
,
ナ
変
,
下
一
を
指
導
し
'
全
体
の
ま
と
め
を
し
た
。

㈲
竹
現
物
語

形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
指
導
を
し
た
。
先
に
摸
杭
や
活
用
の
し
方
を
説
明
し
.

本
文
中
か
ら
形
容
詞
,
形
容
動
詞
を
ぬ
き
出
さ
せ
た
o
文
章
論
の
関
係
で
は

「
今
は
昔
」
の
説
話
形
式
、
冒
頭
の
間
轡
芸
ん
だ
衰
u
H
T
同
語
反
復
に
よ
る

強
調
表
巧
対
句
形
式
、
会
話
の
前
後
の
同
語
圧
校
な
ど
古
い
説
話
の
語
り
口

に
つ
い
て
説
明
し
た
。

い蝣i',-y.-X- '-'…

二
学
期
に
入
り
,
こ
の
教
材
か
ら
'
助
動
詞
へ
助
詞
を
扱
う
0
各
小
単
花
に

多
-
出
て
く
る
助
動
詞
、
助
詞
を
と
ら
え
て
い
く
0
文
体
に
つ
い
て
は
和
挟
混

交
文
で
あ
る
こ
と
,
七
五
調
へ
対
句
の
多
い
流
麗
な
文
章
で
あ
る
こ
と
を
平
曲

と
関
連
づ
け
て
指
導
す
る
O
修
辞
法
で
は
'
係
り
結
び
や
比
輪
法
に
ふ
れ
る
O

「
橋
合
戦
」
の
載
闘
輿
翠
は
'
感
動
詞
や
-
り
辺
し
表
輿
望
己
の
音
便

形
,
撃
芸
,
粥
聖
相
に
つ
い
て
指
導
す
る
。
「
忠
良
の
都
落
ち
」
は
敬
語
表

蝣21



現
を
中
心
に
す
る
。

刷jlU4"-L-̂
-

助
動
詞
へ
助
詞
の
指
導
を
続
け
る
O
お
よ
び
語
句
の
接
続
関
係
の
指
導
を
す

る
0
時
に
徒
舛
葦
は
'
一
段
へ
一
段
へ
段
落
、
主
題
を
お
さ
え
て
い
く
。
主
題

の
あ
る
部
分
を
指
摘
し
'
文
章
の
四
形
式
、
頭
指
へ
尾
括
,
双
括
,
列
挙
に
つ

い
て
捕
印
す
r
r
-
-
 
-

用
俳
句
.
A

季
語
へ
切
れ
字
へ
字
余
り
へ
字
足
ら
ず
へ
省
略
,
比
倫
法
の
指
導
写
す
る
。

短
詩
形
で
あ
る
の
で
特
に
文
脈
に
注
諾
さ
せ
る
。

お

　

わ

　

り

　

に

以
上
の
よ
う
な
計
画
で
一
年
生
の
指
導
を
し
て
い
き
た
い
。
必
要
事
項
空

っ
一
つ
理
解
さ
せ
'
記
憶
さ
せ
る
た
め
'
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
と
り
た
い
。
反

復
練
習
も
重
要
で
あ
ろ
う
O
な
お
二
年
生
で
は
,
語
句
の
か
か
り
受
け
の
指
導

に
中
心
を
お
-
予
定
で
あ
る
。
今
年
度
一
二
学
期
中
旬
ご
ろ
か
ら
計
画
を
た
て
,

三
年
間
系
統
的
な
指
導
し
て
み
た
い
O

(
広
島
県
立
向
原
高
等
学
校
教
諭
)
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