
課
題
学
習
「
無
常
と
　
い
　
う
こ
　
と
」

一
課
題
学
習
と
読
解

課
題
学
習
の
目
標
と
し
て
色
々
な
項
目
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
文
章
を
読
解
す

る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
一
つ
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
課
題
に
よ
っ

て
文
章
の
読
解
が
よ
り
容
易
に
な
り
、
深
ま
っ
て
い
-
の
で
あ
る
.
乏
し
い
資

料
を
基
に
し
て
、
課
題
学
習
と
読
解
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
.

〓
　
実
践

I
t
　
日
時
・
対
象
・
教
科
書

日
時
　
昭
和
四
十
二
年
七
月

対
象
　
三
年
普
通
科

教
科
書
・
単
元
　
「
高
等
学
校
　
現
代
国
語
Ⅱ
」
単
元
皿
「
無
常
と
い
う
こ

と
」
小
林
秀
雄
(
中
央
図
番
)

2
'
単
元
目
標

作
者
の
感
じ
た
こ
と
・
考
え
た
こ
と
を
読
み
と
る
。

ィ
、
段
落
ご
と
に
「
事
柄
」
と
「
考
え
た
こ
と
・
感
じ
た
こ
と
」
と
を
区
別

し
て
ま
と
あ
る
o

藤
　
　
谷
　
　
博
　
　
亮

ロ
、
「
思
い
出
」
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

ハ
、
「
一
種
の
動
物
」
で
な
い
人
間
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
か
考
え
る
。

こ
、
「
無
常
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

ホ
、
文
章
の
構
成
を
図
示
す
る
。

へ
へ
作
者
の
「
歴
史
」
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
文
章
(
注
1
)
を
読
ん
で
ま

と
め
る
。

「
無
常
と
い
う
こ
と
」
は
評
論
文
に
屈
す
る
の
で
、
作
者
の
感
想
や
意
見
を

筋
道
立
て
て
読
み
と
る
こ
と
を
単
元
目
標
と
し
た
。
イ
I
へ
は
、
単
冗
目
標
を

-64-

具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
1
「
歴
史
と
文
学
」
　
1
部
引
用

3
'
課
題
と
配
当
時
間

A
　
単
元
目
標
イ
-
ニ
を
1
ま
と
め
に
し
た
プ
-
ン
ト
(
注
2
)

に
解
答
す

る
。

B
　
文
章
の
構
想
を
図
示
し
て
理
解
す
る
た
め
に
へ
プ
-
ン
ト

零
す
T
P
.

二
時
間

(
注
3
)
　
に
解

1
胡
澗



C
　
同
じ
作
者
の
「
歴
史
」
に
つ
い
て
苔
い
て
あ
る
文
章
を
引
用
し
た
プ
-
ン

ト
を
読
ん
で
ま
と
め
る
。

一
時
間

注
2
「
課
題
A
の
プ
-
ン
ト
」

「
無
常
と
い
う
こ
と
」
を
読
ん
で
、
次
の
間
に
答
え
よ
。

問
一
、
次
の
イ
-
ネ
に
適
当
な
語
句
を
記
入
せ
よ
。

前
段
(
範
囲
を
頁
と
行
数
で
示
す
o
以
下
「
頁
・
行
」
と
略
す
。
)

<
事
　
柄
∨

1
　
(
頁
・
行
)

「
三
百
芳
談
抄
」
を
読
む

(

2
　
(
貢
・
行
)

(

3
　
(
百
・
行
)

後
段

1
　
(
頁
・
行
)

(例
(
～

ヲヌ　チ

川
端
康
成
氏
と
の
会
話

2
　
(
頁
・
行
)

(

　

　

　

　

ヨ

3
　
(
頁
・
行
)

(

　

　

　

　

レ

<
考
え
た
こ
と
・
感

じ
た
こ
と
∨

(

　

　

　

イ

　

　

　

)

(

　

　

　

ハ

　

　

　

)

(

　

　

　

　

ツ

　

　

　

　

)

　

　

　

　

　

　

一

　

(

　

　

ネ

　

　

)

問
二
、
作
者
は
、
「
思
い
出
」
に
つ
い
て
'
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

問
三
、
ど
の
よ
う
な
状
態
の
人
間
を
、
「
一
種
の
動
物
」
で
な
い
人
間
と
い

う
の
か
。

問
四
へ
作
者
は
「
無
常
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

注
3
「
課
題
B
の
プ
リ
ン
ト
」

問
　
次
の
イ
-
リ
に
適
当
な
語
句
を
記
入
せ
よ
。

(
前
段
-
0
　
　
　
　
　
　
(
-
0

(

c

m

・

c

o

)

心
の
動
き

(( (　巾へ

「
I
 
t
己
芳
談
抄
」

v-):.tむ
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>
^
H
^
ォ

(
後
段
　
　
N
)

ヽノ

3

　

'

ト

　

　

的

(
会
話
の
内
容
)

(

　

　

カ

　

　

)

(

　

　

タ

　

　

)

(

　

　

ソ

　

　

)

表
　
層
　
凸

(

　

り

　

　

)

課
題
B
は
'
課
題
A
の
繰
り
遺
し
み
た
い
に
な
る
が
'
矢
印
で
示
し
た
部
分



の
内
容
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
こ
と
、
最
後
に
「
無
常
」
に
つ
い
て
述
べ

て
し
め
く
く
っ
て
あ
る
こ
と
を
わ
か
ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

4
、
解
答
例

×
印
は
、
解
答
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
'
そ
れ
以
外
の
も
の
は
正
解

で
あ
る
。

課
題
A
に
つ
い
て

生
徒
1
(
女
)

問
1
、

カ
、
生
き
て
い
る
人
間
と
は
、
人
間
に
な
り
つ
つ
あ
る
1
桂
の
動
物
で
あ

H

ニ

r

e

i

x
ヨ
'
1
種
の
動
物
と
い
う
考
え
の
糸
が
き
れ
た
ま
ま
で
い
た
。

ィ
、

ロ
、

ヽ
　
ヽ

ノニ
'

い
い
文
章
だ
と
感
じ
た
。

比
鞍
山
に
行
く
0

ひ
ど
く
心
が
動
き
'
あ
や
し
い
思
い
が
し
っ
づ
け
た
。

同
じ
文
を
目
の
前
に
す
る
。

タ
、

レ
、

ソ
、

ツ
、

×
ネ
、

×
問
二
、

問
三
'

記
憶
す
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
へ
思
い
出
さ
な
-
て
は
。

思
い
出
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
。

上
手
に
思
い
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
成
功
の
期
は
あ
る
。

無
常
に
つ
い
て
考
え
る
.

現
代
人
に
は
無
常
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。

思
い
出
と
は
動
じ
な
い
美
し
い
形
と
し
て
現
わ
れ
る
。

記
憶
す
る
だ
け
で
は
な
く
'
動
じ
な
い
美
し
い
形
と
し
て
現
わ
れ
る

×
ホ
、
銘
文
と
は
思
わ
れ
る
が
、
自
分
を
動
か
し
た
美
し
さ
は
見
つ
け
ら
れ

な
い
。

X
へ
、
そ
の
美
し
さ
を
つ
か
む
、
心
身
の
状
髄
看
取
り
も
ど
す
術
を
知
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ト
、
ど
の
よ
う
な
自
然
の
諸
条
件
に
、
精
神
の
ど
の
よ
う
な
性
質
が
順
応

し
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。

×
チ
、
歴
史
の
見
方
や
解
釈
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
。

リ
、
歴
史
は
勤
か
し
が
た
く
て
、
美
し
い
と
感
じ
た
。

ヌ
、
晩
年
の
釈
外
に
つ
い
て
の
説
。

ル
'
考
証
を
始
め
る
に
至
っ
て
や
っ
と
歴
史
の
魂
に
推
参
し
た
の
だ
ろ
う

と
考
え
る
。

ヲ
'
古
郡
記
伝
を
読
ん
だ
。

ワ
'
_
解
釈
を
拒
絶
し
て
動
じ
な
い
も
の
だ
け
が
美
し
い
。

歴
史
を
思
い
出
す
人
間
。

問
四
、
無
常
と
は
け
っ
し
て
仏
説
と
い
う
も
の
で
は
な
-
'
い
つ
、
い
か
な

る
時
代
で
も
人
間
の
置
か
れ
る
一
種
の
動
物
的
状
態
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。
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生

徒

2

問
1
.ィ

、
ロ
、

m
mニ

'
ホ
、 (

・

i

-

'

J

い
い
文
章
だ
と
思
っ
た
。

比
叡
山
に
登
っ
た
o

「
I
l
l
l
口
芳
談
抄
」
が
心
に
浮
か
び
、
文
の
節
々
が
心
に
澄
み
渡
っ
た
o

「
i
 
t
e
芳
談
抄
」
に
開
通
し
て
。

自
分
を
動
か
し
た
美
し
さ
は
ど
こ
に
準
え
て
し
ま
っ
た
の
か
.

X
へ
'
け
っ
し
て
美
学
に
は
行
き
着
か
な
い
。

×
卜
'
そ
ん
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
ぬ
ば
か
り
で
な
く
'
そ
う
い

う
ぐ
あ
い
な
考
え
方
が
す
で
に
'
二
片
の
酒
蕗
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ



S
R
S

チ
'
歴
史
の
見
方
、
解
釈
に
つ
い
て
。

-
'
歴
史
は
い
よ
い
よ
美
し
く
感
じ
ら
れ
た
。

ヌ
、
晩
年
の
時
外
。

ル
、
膨
大
な
考
証
を
始
め
る
に
至
っ
て
や
っ
と
歴
史
の
魂
に
推
参
。

ヲ
'
古
事
記
伝
。

ワ
,
解
釈
を
拒
絶
し
て
動
じ
な
い
も
の
だ
け
が
美
し
い
。

カ
'
生
き
て
い
る
人
間
は
'
人
間
に
な
り
つ
つ
あ
る
1
種
の
動
物
O

ヨ
'
歴
史
と
過
去
に
つ
い
て
。

タ
、
思
い
出
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。

レ
、
上
手
に
思
い
出
す
こ
と
。

ソ
、
時
間
と
い
.
う
蒼
ざ
め
た
思
想
か
ら
逃
れ
る
唯
1
の
有
効
な
や
り
方
。

ツ
、
無
常
に
つ
い
て
。

×
ネ
、
常
な
る
も
の
を
見
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

問
二
へ
思
い
出
は
美
し
く
み
え
る
と
い
う
が
'
我
我
が
過
去
を
飾
り
が
ち
な

の
で
な
く
'
過
去
の
方
で
我
々
化
よ
け
い
な
思
い
を
さ
せ
な
い
だ
け

で
、
思
い
出
が
我
々
を
一
楯
の
動
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
救
う
.

問
三
へ
解
答
な
し
。

×
問
四
へ
常
な
る
も
の
を
見
失
っ
た
。

生
徒
-
・
2
共
に
不
十
分
な
答
で
あ
る
の
_
は
、
へ
「
途
方
も
な
い
迷
路
に
押

し
や
ら
れ
る
O
」
ネ
「
い
つ
、
い
か
な
る
時
代
で
も
、
人
間
の
置
か
れ
る
一
種

の
動
物
的
状
態
で
あ
る
。
」
の
二
つ
。

課
題
B
に
つ
い
て
、
正
解
は
次
の
通
り
。

ィ
、
比
額
山
に
登
る
。

ロ
、

ヽ
　
ヽ

ノ

こ
、

ホ
、

へ
へ

ト
ヽチ

'
:
r

同
じ
文
を
前
に
す
る
。

歴
史
。

思
い
出
。

い
い
文
章
だ
。

ひ
ど
-
心
が
動
-
0

動
か
し
が
た
い
も
の
だ
け
が
美
し
い
。

上
手
に
思
い
出
す
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

一
種
の
動
物
的
状
態
。

≡
　
反
省

時
間
数
が
予
定
よ
り
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
い
'
そ
の
上
は
じ
め
に
予
定
し
た

課
題
を
全
部
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
課
題
A
に
時
間
を
取
ら
れ
'
B

と
C
を
十
分
考
え
る
時
間
が
な
か
っ
た
。
も
う
少
し
綿
密
な
計
画
を
立
て
る
べ

き
で
あ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。

ま
た
、
プ
-
ン
ト
を
主
と
し
た
課
芯
だ
け
で
終
わ
っ
た
が
、
こ
れ
で
読
解
が

十
分
に
行
な
わ
れ
た
か
疑
問
で
あ
る
。
ほ
か
の
形
式
に
よ
る
課
題
も
考
え
て
み

る
べ
き
だ
と
思
う
。

課
題
の
内
容
に
つ
い
て
は
へ
課
題
<
'
m
・
O
は
自
分
な
り
に
決
定
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
教
科
古
の
欄
外
に
あ
る
小
さ
な
問
(
注
4
)
　
や
「
研
究
の
手
び

き
」
　
(
注
5
)
を
も
う
少
し
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
と
思

う
。
欄
外
の
関
は
'
語
句
の
解
釈
や
文
章
の
部
分
的
な
理
解
を
深
め
る
た
め
の

も
の
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
も
の
も
含
め
た
課
題
に
よ
っ
て
文
章
を
読
解
し
て
い

-
こ
と
を
考
え
て
も
よ
い
と
思
う
。

注
4
「
欄
外
の
問
」
次
の
よ
う
な
問
が
十
三
あ
る
。

*
「
お
そ
ら
-
」
を
受
け
る
語
に
注
意
す
る
。
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*
「
歴
史
の
魂
に
推
参
し
た
」
と
は
'
ど
う
い
う
定
味
か
を
考
え
る
d

*
「
同
じ
よ
う
な
も
の
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
考
え
る
。

*
「
蒼
ざ
め
た
」
と
い
う
比
境
の
意
味
を
考
え
る
。

*
「
常
な
る
も
の
」
と
は
何
か
を
考
え
る
。

注
5
「
研
究
の
手
び
き
」

1
'
作
者
は
、
「
t
言
芳
談
抄
」
か
ら
の
引
用
文
の
中
で
、
特
に
ど
の
部
分

に
心
を
強
-
打
た
れ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
、

話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

二
へ
作
者
は
'
歴
史
に
つ
い
て
'
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、
ま
と
め
て

み
よ
う
。

三
へ
作
者
は
'
「
無
常
」
と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、

わ
か
り
や
す
-
説
明
し
て
み
よ
う
。

四
、
文
体
上
の
特
色
を
調
べ
、
整
理
し
て
み
よ
う
。

t

い

ま

　

　

　

　

　

さ

ね

と

も

五
、
小
林
秀
雄
の
「
当
麻
」
　
「
徒
然
草
」
　
「
実
朝
」
　
(
「
無
常
と
い
ふ
事
」

所
収
)
な
ど
の
評
論
を
読
ん
で
、
読
後
の
感
想
文
を
書
い
て
み
よ
う
.

四
　
お
わ
け
に

評
論
文
は
へ
そ
の
性
質
上
へ
本
文
を
読
解
す
る
こ
と
が
大
き
な
目
標
と
な

る
の
で
'
課
題
も
動
い
読
解
中
心
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
O
し
か
し
'
読

解
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
課
題
が
必
要
で
あ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
取
り

か
か
り
'
尻
切
れ
と
ん
ぼ
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
大
い
に
反
省
す
べ
き

で
あ
る
。
今
後
も
'
読
解
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
課
題
が
よ
り
効
果
的
で
あ

る
か
に
つ
い
て
模
索
し
て
い
こ
う
と
思
う
。(

前
山
E
j
県
立
久
賀
尚
等
学
校
教
諭
)

(
硯
山
口
県
立
岩
国
高
等
学
校
教
諭
)
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