
古
典
学
習
に
お
け
る
教
材
反
応
と
鑑
賞
の
深
化
.
拡
充

-
　
中
学
校
に
お
け
る
「
万
葉
集
」
の
場
会
　
-

そ
の
一
一
読
後
の
教
材
反
応
を
中
心
と
し
て

l
'
は
じ
め
に

万
葉
集
の
学
習
指
導
の
研
究
を
,
次
の
三
段
階
に
分
け
て
計
画
し
て
い
る
0

川
一
読
後
の
教
材
反
応
に
つ
い
て

生
徒
の
関
心
の
集
ま
る
歌
・
関
心
の
集
ま
ら
な
い
歌
を
輿
へ
、
そ
の
理
由
を

L
^
a

脚
　
指
導
の
実
際

〓
蒜
の
教
材
反
応
に
も
と
ず
き
、
効
果
的
な
指
導
法
を
探
求
す
る
0
学
習

の
到
達
点
を
あ
き
り
か
に
し
、
指
導
の
限
界
と
可
能
性
を
み
き
わ
め
る
O

川
　
発
展
学
習
に
つ
い
て

教
室
の
授
業
以
外
に
お
け
る
'
生
徒
の
意
欲
と
個
性
に
応
じ
た
自
主
的
鑑
光

の
方
法
を
研
究
す
る
。

発
表
の
ほ
う
も
以
上
の
三
つ
に
焦
点
を
し
ぼ
り
た
い
と
思
う
。
本
稿
は
、
そ
の

中
の
「
川
一
読
後
の
教
材
反
応
に
つ
い
て
」
を
7
-
マ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

〓
'
研
究
の
方
法

対
象
の
生
徒
　
広
島
大
学
教
育
学
部
付
属
東
雲
中
学
三
年
生
八
十
七
名

阿
　
　
部
　
　
真
　
　
人

(
男
子
四
十
一
名
'
女
子
四
十
六
名
)
0

間
　
調
査
の
時
期
　
昭
和
四
十
二
年
十
月

間
　
教
材
の
選
定
　
現
行
の
教
科
か
十
1
柾
の
う
ち
、
二
種
以
上
の
教
科
書
が

採
択
し
て
い
る
も
の
二
十
1
首
に
、
三
首
を
つ
け
加
え
た
。
(
つ
け
加
え
た

歌
は
、
あ
と
に
記
誠
し
た
⑥
・
⑲
・
⑳
の
歌
で
あ
る
。
)

選
ん
だ
歌
二
十
四
首
は
'
次
の
よ
う
な
形
で
プ
-
ン
ト
を
L
へ
そ
れ
に
語

句
の
注
釈
、
作
者
の
説
明
な
ど
を
付
し
た
。

と
よ
は
4
1
ぐ
も
　
　
　
　
　
　
　
　
l
J
よ
5
,
　
つ
く
よ

①
わ
た
つ
み
の
豊
旗
雲
に
入
り
日
さ
し
今
夜
の
月
夜
ま
さ
や
か
に
こ
そ

て
ん
C

X

%

・

-

-

'

、

n

J

に

*

?

'

・

+

・

つ

　

　

　

　

ん

　

　

　

　

_

か

　

　

5

,

　

　

　

　

い

◎
熟
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
糊
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
こ
ぎ
出
で
な

C
<
蝣
ォ
牀
か
ぶ
K
A
.

額
田
　
王

し
ろ
　
え
　
　
こ
ろ
も
　
　
　
　
あ
わ
　
　
か
ぐ
や
ま

③
春
過
ぎ
て
夏
釆
た
る
ら
し
自
た
へ
の
衣
は
し
た
り
天
の
香
具
山

h
レ
と
え
ノ

持
統
天
皇

5
,
わ
　
　
　
　
t
る
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

④
石
ば
し
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
も
え
い
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も

-

J

A

R

一

8

1

7

志
貿
皇
子
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;
>
・
<
:
が
し
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
　
　
　
　
　
　
か
仁

⑤
東
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
み
す
れ
ば
月
傾
ぶ
き
ぬ

か
き
の
も
と
の
ひ
と
ま
る

柿

本

人

麻

呂

i
>
'
U
'
-
J
　
　
　
い
　
　
　
　
　
ム
か
し
　
　
と
　
　
　
や
ま
と
し
ま

⑥
あ
ま
ざ
か
る
ひ
な
の
長
路
ゆ
恋
ひ
く
れ
ば
明
石
の
門
よ
り
大
和
島
見
ゆ

柿
本
人
麻
呂

お
う
み
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え

⑦
淡
海
の
海
夕
波
ち
ど
り
汝
が
鳴
け
ば
心
も
し
の
に
い
に
L
へ
恩
は
ゆ

柿
本
人
麻
呂

Q
・
圭
が
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
つ
き
　
　
た
け

⑧
あ
し
ひ
き
の
山
川
の
瀬
の
な
る
な
べ
に
弓
月
が
岳
に
雲
立
ち
渡
る

柿
本
人
麻
呂

さ
く
ら
だ
　
　
ヤ
　
I
　
　
　
　
　
あ
ゆ
ち
t
.
七
　
　
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

⑨
桜
E
E
へ
た
づ
鳴
き
渡
る
年
魚
市
潟
潮
干
に
け
ら
し
た
づ
鳴
き
渡
る

七
け
ち
の
く
ろ
ひ
と

H
i
e
 
E
r
!
人

血

　

　

　

　

　

　

　

日

月

E

Z

^

^

^

E

I

z

^

K

I

E

E

l

⑲
田
子
の
浦
ゆ
う
ち
山
で
て
見
れ
ば
黄
白
に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け

品

酎

B

f

e

&

H

a

p

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
部
　
赤
人

*

*

:

　

　

蝣

<

し

ペ

　

　

　

　

4

p

⑬
わ
か
の
浦
に
糊
満
ち
く
れ
ば
潟
を
な
み
葦
辺
を
さ
し
て
た
づ
鳴
き
渡
る

山
部
赤
人

+
t
-
J
の
　
　
き
さ
や
ま
　
ま
　
　
こ
n
h

⑫
み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
末
に
は
こ
こ
だ
も
さ
わ
-
馬
の
声
か
も

-
L
Z
L
布
人

ひ

<

!

*

・

む

　

o

 

t

:

C

ら

⑬
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
ふ
け
ゆ
け
ば
久
木
生
ふ
る
活
き
川
原
に
ち
ど
り
し
ぼ

鳴
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
部
赤
人

ん

　

　

　

ん

　

　

　

　

　

わ

　

　

　

ん

㊥
憶
艮
ら
は
今
は
ま
か
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
母
も
我
を
待
つ
ら
む
ぞ

や
ま
の
う
え
の
お
く
ら

山
上
　
憶
良

*-t

㊥
う
り
食
め
ば
　
子
ど
も
忠
は
ゆ
　
-
り
食
め
ば
　
ま
し
て
し
の
ば
ゆ
　
い

や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
,
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
す

づ
く
よ
り
　
来
た
り
し
も
の
ぞ
　
ま
な
か
ひ
に
　
も
と
な
か
か
り
て
　
安

5

,

　

な

眠
し
寝
さ
ぬ

し

ろ

%

c

く

-

.

p

ね

　

　

　

　

ん

⑯
銀
　
も
金
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も山

上
憶
良

う

　

　

　

　

　

　

え

⑮
世
の
中
を
憂
L
と
や
さ
し
と
恩
へ
ど
も
飛
び
立
ち
か
ね
つ
烏
に
し
あ
ら
ね

ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
上
憶
良

⑲
人
も
な
き
む
な
し
き
家
は
-
さ
ま
-
ら
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り

お
か
と
も
f
T
^
'
S
,
と

火
-
-
L
-
¥
i
人

か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
う

⑲
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
-
花
の
に
は
ふ
が
ど
と
く
今
盛
り
な
り

お
の
の
　
お
ゆ

小
野
　
老

S
'

⑳
春
の
野
に
か
す
み
た
な
び
き
う
ら
悲
し
こ
の
夕
か
げ
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も

お
お
と
も
の
や
か
も
ち

大
伴
　
家
持

U
ら
t
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
・
o
ペ

⑪
わ
が
宿
の
い
さ
さ
群
竹
吹
-
凧
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
か
も

5

5

E

3

1

屈

は

一

ォ

」

>

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

/

.

⑳
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
心
悲
し
も
ひ
と
り
し
恩
へ
ば

大
伴
家
持

し
な
C
じ
　
　
　
　
J
j
^
v
ふ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
%
>

⑳
信
淡
路
は
今
の
撃
退
刈
り
ば
ね
に
足
踏
ま
し
な
む
-
つ
は
け
わ
が
夫

は
t
a
r
i
a
は

東
　
　
歌

か

し

ら

　

　

さ

　

　

　

　

i

　

け

と

ほ

⑳
父
母
が
溺
か
き
な
で
辛
く
あ
れ
て
言
ひ
し
言
葉
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る

V
i
f
r
も
h
.

J
r
v
人
の
駅

間
　
調
査
の
概
要

プ
-
ン
-
に
載
せ
た
二
十
四
首
の
歌
に
つ
い
て
、
一
読
後
、
た
だ
ち
に
次

の
要
領
で
調
査
を
試
み
た
。

〔
調
査
こ
今
ま
で
に
知
っ
て
い
る
歌
に
つ
い
て
答
え
て
-
だ
さ
い
。
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八
同
順
位
が
あ
っ
て
も
よ
ろ
、
し
い
。
V

〔
調
査
二
〕
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
つ
い
て
、

次
の
記
号
を
書
い
て
下
さ
い
い

○
　
ひ
じ
よ
う
に
好
き
な
(
よ
い
と
思
う
)
敬

△
　
少
し
は
好
き
な
(
よ
い
と
思
う
)
敬

×
　
好
き
に
な
れ
な
い
　
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
敬

〔
調
査
三
〕
好
き
な
(
よ
い
と
思
う
)
旧
に
十
首
選
ん
で
-
だ
さ
い
o

<
同
順
位
が
あ
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
∨

こ
れ
ら
の
調
査
に
も
と
づ
い
て
'
一
読
後
に
お
い
て
生
徒
が
積
極
的
姿
勢
を
示

す
歌
へ
消
柏
的
姿
勢
を
示
す
歌
の
二
つ
に
分
け
て
検
討
を
進
め
た
.

≡
'
調
査
結
果
と
そ
の
考
察

川
　
生
徒
が
積
極
的
姿
勢
を
示
す
歌
は
ど
れ
か
'
ま
た
へ
ど
ん
な
点
に
親
し
み

を
感
じ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

〔
調
査
三
〕
に
お
い
て
、
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
選
ん
だ
一
位
の
歌
を
十
点
、

二
位
の
歌
を
九
点
'
　
　
十
位
の
歌
を
t
点
と
し
て
全
生
徒
の
も
の
を
集
計

す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

79

〔
調
査
巴
好
き
に
な
れ
な
い
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
順
に
三
首
選
ん
で
く

だ
さ
い
。



・
次
に
上
位
の
歌
五
首
に
つ
い
て
、
生
徒
が
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
点
を
'

そ
れ
ぞ
れ
異
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
な
お
'
各
歌
の
あ
と
に
記
し
た
棒
グ

ラ
フ
は
'
〔
調
査
二
〕
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
.
縦
軸
は
人
数
(
形
)

を
示
し
、
一
=
一
は
ひ
じ
ょ
う
に
好
き
だ
(
ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
)
と
し
た

も
の
'
r
　
=
　
I
は
'
少
し
は
好
き
だ
(
少
し
は
よ
い
)
と
し
た
も
の
、

一
…
一
は
'
好
き
に
な
れ
な
い
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
と
し
た
も
の
を
あ

ら
わ
す
。

⑲
　
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
に
は
ふ
が
ど
と
く
今
盛
り
な
り

・
「
に
は
ふ
が
ご
と
く
」
に
情
感
が
こ
も
っ
て
い
る
。

・
口
調
が
よ
い
。

だ
い
た
い
に
お
い
て
的
を
射
た
鑑
賞
と
思
え
る
が
'
そ
の
要
因
と
し
て
、
次
の

生
徒
の
感
想
に
注
目
し
た
い
。

・
社
会
科
の
時
間
に
何
度
か
聞
い
て
い
る
の
で
、
す
ぐ
親
し
め
る
。

・
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
読
み
や
す
く
、
イ
メ
ー
ジ
も
す
ぐ
浮
か
ぶ
。

つ
ま
り
'
小
学
校
と
中
学
校
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
科
の
時
間
に
、
ほ
と
ん
ど
の

生
徒
は
す
で
に
こ
の
歌
に
親
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
家
庭
の
会
話
や
古
物
に

お
い
て
も
触
れ
る
機
会
の
あ
っ
た
者
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ひ

じ
ょ
う
に
ス
ム
ー
ス
に
生
徒
の
心
の
中
に
は
い
っ
て
い
っ
て
い
る
。
蝉
に
イ
メ

ー
ジ
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
快
い
調
子
と
し
て
、
作
者
の
感
動
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。

⑰
　
世
の
中
を
憂
L
と
や
さ
し
と
恩
へ
ど
も
飛
び
立
ち
か
ね
つ
烏
に
し
あ
ら
ね

ば

80

好
き
な
(
よ
い
と
思
う
)
点
を
、
生
徒
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

・
奈
良
の
都
が
盛
ん
だ
っ
た
よ
う
す
が
目
に
浮
か
ぶ
。

・
奈
良
の
都
の
美
し
さ
が
よ
く
で
て
い
る
。

・
明
る
く
、
は
な
や
か
な
感
じ
。

・
優
雅
な
、
の
ん
び
り
と
し
た
感
じ
.

・
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
情
緒
が
な
ん
と
も
言
え
な
い
。

o

 

o

 

o

 

o

 

o

O
 
O
>
　
　
0
0
　
　
C
^
　
　
t
D

H
H

s

 

S

3

　

8

・
世
の
不
条
理
に
抵
抗
で
き
な
い
つ
ら
さ
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

・
作
者
や
当
時
の
庶
民
の
心
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

生
徒
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
'
具
体
的
に
は

・
「
苦
し
い
な
あ
、
ど
う
に
か
な
ら
な
い
も
の
か
な
あ
。
」
と
い
う
作
者
の



た
め
い
き
が
も
れ
て
-
る
よ
う
だ
。

・
あ
き
ら
め
に
似
た
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。

・
「
鳥
で
な
い
の
な
ら
、
な
ん
と
か
こ
の
世
を
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
だ
な
あ
。
」
と
い
う
嘆
き
と
も
決
意
と
も
つ
か
ぬ
作
者
の
気
持
ち

が
う
か
が
え
る
。

と
い
う
ふ
う
に
へ
そ
の
受
け
取
り
方
は
さ
ま
ざ
ま
な
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に

・
ぼ
く
の
現
在
の
心
境
に
ぴ
っ
た
り
。

・
烏
に
な
っ
て
飛
ん
で
い
き
た
い
　
-
。
苦
し
い
時
、
人
間
な
ら
一
度
は
考

え
る
こ
と
、
私
に
も
そ
の
経
験
が
あ
り
へ
　
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
。

と
い
っ
た
種
類
の
表
現
を
し
て
い
る
者
が
、
こ
の
歌
を
ベ
ス
ト
十
の
中
に
選
ん

だ
者
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
よ
ん
で
い
る
。
受
験
期
を
ひ
か
え
た
生
徒
た

ち
の
気
持
ち
が
'
こ
の
歌
に
対
す
る
共
感
度
を
増
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
ま
た
'

・
社
会
の
つ
め
た
さ
を
感
じ
る
O

・
作
者
の
世
間
に
対
す
る
批
判
が
よ
く
出
て
い
る
。

・
今
の
世
の
中
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
う
。

と
い
う
指
摘
か
ら
は
、
生
徒
た
ち
の
現
実
批
判
の
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

EEfiい
ず
れ
に
し
て
も
'

・
意
味
が
よ
く
わ
か
る
。

・
作
者
の
率
直
な
気
持
ち
が
出
て
い
る
か
ら
好
き
だ
。

と
い
う
感
想
か
ら
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
歌
は
'
ご
く
自
然
に
生
徒
た
ち

の
心
の
中
に
と
け
こ
ん
で
い
き
、
か
な
り
の
共
感
度
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

⑳
　
田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
で
て
見
れ
ば
裏
白
に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け

・
小
学
校
の
時
習
っ
た
中
で
、
1
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
〇

・
前
か
ら
知
っ
て
い
た
せ
い
か
、
情
景
が
は
っ
き
り
と
目
に
浮
か
ぶ
。
調
子

も
好
き
だ
。

と
い
う
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
の
七
十
パ
ー
セ
ン
-
が
、
す
で
に
こ
の
歌
を
知
っ

て
い
た
と
し
て
い
る
。
な
じ
み
に
-
い
古
語
の
み
ら
れ
る
歌
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
の
り
こ
え
て
イ
メ
ー
ジ
が
描
き
や
す
か
っ
た
の
は
、
す
で
に
知
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
最
大
の
要
因
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
へ
富
士
山
の
雄
姿
が
、

直
接
経
験
や
、
絵
画
・
写
真
な
ど
の
間
接
経
験
に
よ
っ
て
'
比
較
的
親
し
み
や
す

い
も
の
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
見
の
が
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

生
徒
た
ち
の
こ
の
歌
に
つ
い
て
の
印
象
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
〇

・
美
し
い
O
さ
わ
や
か
な
気
分
に
な
る
。

・
雄
大
な
ォ
j
じ
O

・
告
士
山
の
y
i
の
白
さ
が
印
象
的
。

・
調
子
が
よ
い
。

⑲
　
人
も
な
き
む
な
し
き
家
は
-
さ
ま
く
ら
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り

・
注
が
な
-
て
も
意
味
が
わ
か
っ
た
。

・
調
子
が
よ
い
。
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・
作
者
の
素
直
な
態
度
に
好
感
が
持
て
た
。

と
い
う
よ
う
に
'
歌
志
の
平
明
き
'
作
者
の
率
荘
さ
が
好
感
を
よ
ん
で
い
る
よ

う
で
あ
る
。

・
妻
を
し
の
ぶ
気
持
ち
が
よ
-
出
て
い
る
。

・
妻
を
な
く
し
た
夫
の
さ
び
し
さ
、
悲
し
さ
'
空
虚
さ
を
感
じ
る
。

と
'
ま
ず
ま
ず
的
確
に
作
者
の
心
情
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

・
こ
う
い
う
気
持
ち
が
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

・
だ
れ
も
い
な
い
家
に
帰
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
似
た
空
虚
さ
を
経
験
し
た
こ

と
が
あ
る
。

と
共
感
度
も
か
な
り
高
い
よ
う
で
あ
る
。

⑩
　
憶
良
ら
は
今
は
ま
か
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
れ
そ
の
母
も
我
を
待
つ
ら
む
ぞ

中
学
校
二
年
の
社
会
科
の
時
間
に
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
ら
れ
た
歌
で
あ
る

が
'
軍
乙
て
い
た
者
は
約
三
分
の
一
で
あ
っ
た
。
生
徒
の
反
応
と
し
て
は
、
「
口

調
が
よ
い
。
」
と
古
い
た
者
が
、
か
な
り
あ
り
、
ま
た
'
「
作
者
の
妻
子
を
思

う
気
持
ち
」
　
「
あ
た
た
か
い
家
庭
愛
」
が
率
直
に
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
好
感

を
不
し
て
い
る
0
な
お
'
「
今
日
で
も
見
ら
れ
る
庶
民
的
な
感
情
」
と
い
う
生

徒
の
こ
と
ば
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
憶
良
の
心
情
は
、
現
代

の
世
相
を
反
映
し
て
い
る
と
も
亭
見
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
案
外
親
し
み
や
す

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

は
　
生
徒
が
消
極
的
姿
勢
を
示
す
歌
は
ど
れ
か
、
ま
た
、
ど
ん
な
点
に
抵
抗
を

感
じ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

〔
調
査
四
〕
に
お
い
て
、
前
項
と
同
じ
要
領
で
、
一
位
を
三
点
、
二
位
を

二
点
、
三
位
を
1
点
と
し
て
集
計
し
た
結
果
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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次
に
上
位
の
歌
五
首
に
つ
い
て
、
生
徒
が
親
し
み
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な



い
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ
只
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
歌
の
あ
と
に
記
し
た
棒
グ

ラ
フ
は
、
前
項
の
要
領
と
同
じ
で
あ
る
D

⑨
　
桜
川
へ
た
づ
鳴
き
法
る
年
魚
市
潟
潮
干
に
け
ら
し
た
づ
鳴
き
渡
る

が
く
ど
い
感
じ
だ
と
し
た
者
が
、
こ
の
歌
を
好
き
に
な
れ
な
い
　
(
よ
い
と
思
え

な
い
)
　
三
首
に
選
ん
だ
人
数
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら

推
察
す
る
と
'
「
た
づ
鳴
き
渡
る
」
の
-
り
近
し
に
よ
っ
て
生
じ
る
つ
る
の
動

的
な
動
き
が
把
握
で
き
な
い
こ
と
に
へ
　
そ
の
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
0

ま
た
'
時
代
を
へ
だ
て
た
自
然
に
対
す
る
生
徒
の
認
識
の
浅
さ
と
い
う
も
の

も
'
こ
の
歌
の
鑑
賞
を
困
難
に
し
て
い
る
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
野
生
の

つ
る
が
餌
を
求
め
て
、
群
れ
を
な
し
て
飛
ん
で
い
く
姿
を
実
感
と
し
て
つ
か
む

こ
と
は
'
意
外
に
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。

⑫
　
み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
本
に
は
こ
こ
だ
も
さ
わ
く
鳥
の
芦
か
も

好
き
に
な
れ
な
い
　
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
理
由
は
、
次
の
二
つ
に
大
別
さ
れ

る
。1

つ
は
'
歌
謡
が
つ
か
め
な
い
こ
と
で
あ
る
O
調
査
の
結
果
に
よ
る
と
'

・
く
ざ
れ
が
つ
か
め
な
い
。

・
「
年
魚
市
潟
」
と
「
潮
干
に
け
ら
し
」
の
問
の
助
詞
の
省
略
に
気
が
つ
か

な
い
。

・
「
桜
田
」
と
「
年
魚
市
潟
」
の
付
置
関
係
が
つ
か
め
な
い
。

な
ど
が
へ
　
そ
の
主
な
原
関
と
み
ら
れ
る
。

次
は
'

・
作
者
が
何
に
感
動
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

・
そ
の
場
の
情
景
を
よ
ん
だ
だ
け
で
、
感
動
が
な
い
。

・
も
り
あ
が
り
が
感
じ
ら
れ
な
い
。

・
「
た
づ
鳴
き
渡
る
」
の
く
り
返
し
が
-
ど
い
感
じ
で
あ
る
。

と
い
う
生
徒
の
感
想
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
'
作
者
の
感
動
し
た
実
感
が
わ

か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
点
後
の
「
た
づ
鳴
き
渡
る
」
の
く
り
返
し

83

「
情
景
が
ば
っ
と
思
い
浮
か
ば
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
生
徒
が
多
く
'
そ

の
原
因
と
し
て
は
'

・
固
有
名
詞
や
普
通
名
詞
が
つ
づ
い
て
、
こ
ま
ご
ま
と
し
て
い
る
。

・
「
際
」
　
「
永
末
」
　
「
こ
こ
だ
も
」
　
「
さ
わ
-
」
と
い
っ
た
古
語
が
ぴ
ん
と

こ
な
い
。

と
い
う
点
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
れ
と
と
も
に
へ

・
平
凡
で
あ
る
。

・
作
者
が
何
を
言
い
た
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。



・
ざ
わ
ざ
わ
し
た
感
じ
で
'
お
ち
つ
か
な
い
。

と
い
っ
た
生
徒
の
感
想
か
ら
考
え
る
と
'
自
然
に
対
す
る
経
験
の
狭
さ
、
浅
さ

が
、
こ
の
歌
の
鑑
賞
を
い
っ
そ
う
困
難
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

都
会
っ
子
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
補
っ
て
、
作
者
の
新
鮮
な
感
動
を
伝
え
る
方

法
が
当
然
問
題
に
な
っ
て
-
る
。

◎
　
熱
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
糊
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
こ
ぎ
山
で
な

づ
く
よ
り
　
来
た
り
し
も
の
ぞ
　
ま
な
か
ひ
に
　
も
と
な
か
か
り
て
　
安

眠
し
寝
さ
ぬ
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・
意
味
が
と
り
に
く
く
'
ま
た
読
み
に
-
い
〇

・
情
H
山
が
浮
か
ん
で
こ
な
い
O

と
述
べ
て
お
り
'
で
だ
し
の
「
熟
田
津
」
の
文
字
・
音
へ
の
抵
抗
、
「
船
乗
り

せ
む
」
　
「
か
な
ひ
ぬ
」
　
「
今
は
こ
ぎ
山
で
な
」
と
い
っ
た
古
語
へ
の
抵
抗
へ
そ

う
い
っ
た
も
の
が
こ
の
歌
を
親
し
み
に
-
い
も
の
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
同
時
に
'

・
事
実
を
書
い
た
だ
け
の
よ
う
で
感
動
が
な
い
。

と
い
っ
た
意
見
を
述
べ
て
い
る
者
が
多
い
の
は
、
作
者
の
感
動
を
集
約
し
た

「
糊
も
か
な
ひ
ぬ
」
　
「
今
は
こ
ぎ
出
で
な
」
と
い
う
こ
と
ば
の
高
い
格
調
が
理

解
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
.
ま
た
'
こ
の
歌
が
新
羅
征
討
へ
の
途
上
の

歌
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
者
は
皆
無
で
あ
っ
た
。

⑬
　
う
り
食
め
ば
　
子
ど
も
忠
は
ゆ
　
く
り
食
め
ば
　
ま
し
て
し
の
ば
ゆ
　
い

好
き
に
な
れ
な
い
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
理
由
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
も
の

の
ほ
と
ん
ど
は
、
歌
が
長
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
長
い
た
め
に
'
と
っ
つ
き

に
く
い
'
意
味
が
と
り
に
く
い
、
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
C
 
L
か

し
へ
　
こ
の
歌
は
、
好
き
に
な
れ
な
い
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
と
す
る
者
と
'
ひ

じ
ょ
う
に
好
き
だ
(
ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
)
と
す
る
者
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
り
、
生

徒
に
よ
る
反
応
の
差
が
著
し
い
歌
と
い
え
る
o
好
き
な
(
よ
い
と
思
う
)
理
由

と
し
て
は
'
次
の
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

・
親
の
愛
惜
が
に
じ
み
で
て
い
る
よ
う
だ
。

・
最
初
の
対
句
表
現
が
、
こ
ど
も
へ
の
思
い
を
い
っ
そ
う
ひ
き
た
た
せ
る
。

・
調
子
が
よ
い
。

㊨
　
信
濃
路
は
今
の
墾
道
刈
り
ば
ね
に
足
踏
ま
し
な
む
く
つ
は
け
わ
が
夫

こ
の
歌
も
グ
ラ
フ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
徒
に
よ
る
反
応
の
差
の
著

し
い
歌
と
亭
見
る
。
両
者
の
受
け
取
り
方
の
違
い
を
記
す
と
次
の
通
り
で
あ

る
。

①
好
き
に
な
れ
な
い
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
と
し
た
生
徒
は
、
そ
の
理
由
と
し

て
'
次
の
点
を
あ
げ
て
い
る
。
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,
イ
メ
ー
ジ
が
ピ
ン
と
こ
な
い
。
ま
た
、
口
調
も
悪
い
。

・
「
く
つ
は
け
わ
が
夫
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
'
強
制
的
な
感
じ
が
す
る
。
愛

惜
が
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
て
い
て
、
い
な
か
-
さ
い
。

⑧
ひ
じ
ょ
う
に
好
き
だ
(
ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
)
と
し
た
者
は
、
次
の
点
を
そ
の

理
由
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

・
や
さ
し
く
気
を
つ
か
っ
て
い
る
妾
の
姿
が
目
に
見
え
る
よ
う
だ
。
ま
た
へ

口
調
も
よ
く
'
-
ズ
ム
が
あ
る
。

・
「
く
つ
は
け
わ
が
夫
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
愛
惜
が
に
じ
み
で
て
い
て
、
感

情
の
盛
り
上
が
り
を
感
じ
る
。
そ
ぼ
く
で
、
庶
民
的
な
味
わ
い
が
あ
る
。

ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
り
、
特
に
「
-
つ
は
け
わ
が
夫
」
と
い
う
と
こ
ろ
で

は
、
生
徒
個
人
の
好
み
と
い
っ
た
も
の
も
感
じ
ら
れ
る
。

川
　
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
一
読
後
に
お
い
て
生
徒
が
積
極
的
姿
勢
を

示
す
歌
に
は
'
生
徒
が
す
で
に
知
っ
て
い
た
歌
が
多
-
含
ま
れ
て
い
る
。

「
⑲
あ
を
に
よ
し
-
-
」
が
そ
う
で
あ
る
し
、
「
⑳
田
子
の
浦
ゆ
-
-
」
「
⑩

惜
良
ら
は
-
-
」
も
そ
れ
に
あ
た
る
。
ち
な
み
に
'
生
徒
が
選
ん
だ
好
き
な

(
よ
い
と
思
う
)
腰
位
の
歌
ど
七
に
'
〓
跳
以
前
に
す
で
に
知
っ
て
い
た
生
徒

数
を
記
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

生
徒
が
こ
れ
ら
の
歌
を
知
っ
た
の
は
、
小
学
校
・
中
学
校
の
社
会
科
の
授

業
'
小
学
校
の
国
語
科
の
授
業
、
百
人
l
首
へ
小
学
校
の
時
使
っ
た
参
考
詔

・
問
題
集
、
「
万
葉
集
物
語
」
な
ど
の
本
、
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書
な
ど

に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
今
ま
で
に
少
し
で
も
触
れ
て
い
た
も
の
の
ほ
う

が
'
語
句
や
文
脈
の
抵
抗
を
の
り
こ
え
て
、
作
者
の
感
動
・
声
調
を
か
な
り

ス
ム
ー
ス
に
伝
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
親
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
比
較
的
イ
メ
ー
ジ
が
描
き
や
す
く
、
音
押
詰
と
し
て
の
そ
の
調
子
も
、

舌
端
に
こ
こ
ち
ょ
い
わ
け
で
あ
る
。
か
な
づ
か
い
・
語
句
・
語
法
な
ど
の
抵

抗
を
持
つ
古
代
和
歌
の
学
習
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
こ
の
点
は
見
の
が
せ
な

い
。
で
き
る
だ
け
多
く
の
歌
を
学
習
さ
せ
'
朗
詞
を
か
さ
ね
さ
せ
る
こ
と

が
、
将
来
、
短
歌
に
よ
り
親
し
ま
せ
る
機
縁
に
な
る
と
思
う
。

既
知
の
歌
を
の
ぞ
い
て
、
生
徒
の
関
心
の
集
ま
る
歌
を
見
て
み
る
と
、
そ

れ
ら
は
'
歌
意
が
平
明
で
あ
り
、
作
者
の
感
動
し
た
実
感
が
生
徒
の
生
活
経
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験
か
ら
し
て
理
解
し
や
す
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ベ
ス
ト
十
の
中
に
は
い

っ
て
い
る
歌
を
見
て
み
る
と
、
「
⑰
世
の
中
を
-
-
」
「
⑲
人
も
な
き
-
-
」

「
①
石
ば
し
る
-
-
」
　
「
⑳
春
の
野
に
-
・
⊥
な
ど
'
み
な
そ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
歌
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
主
観
的
な
こ
と
ば
で
、

作
者
の
気
持
ち
が
表
面
に
お
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

・
憂
L
と
や
さ
し
と
恩
へ
ど
も

・
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り

・
も
え
い
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も

‥
つ
ら
悲
し

な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
中
に
は
具
象
性
に
欠
け
、
概
念
的
色
彩
の
強
い
も
の

も
あ
る
が
'
こ
の
期
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
'
一
読
後
に
お
い
て
は
、
こ

の
ほ
う
が
作
者
の
感
動
が
と
ら
え
や
す
く
'
親
し
み
や
す
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に
'
生
徒
が
消
極
的
姿
勢
を
不
し
た
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

は
歌
志
が
つ
か
み
に
-
-
'
作
者
の
感
動
の
実
感
が
理
解
し
に
-
い
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
歌
意
を
つ
か
む
上
の
抵
抗
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、

語
句
の
意
味
・
助
詞
の
省
略
・
く
ざ
れ
の
理
解
に
欠
け
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
.
ま
た
へ
長
歌
の
長
さ
に
よ
る
抵
抗
と
い
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

作
者
の
感
動
の
実
感
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
作
者
の
感
動

を
集
約
し
た
表
現
に
対
す
る
理
解
度
の
浅
さ
と
と
も
に
、
生
徒
の
生
活
体
験

の
豊
か
さ
、
貧
し
さ
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
'
前
に
へ
歌
に

即
し
て
只
体
的
に
み
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
は
い
え
へ
　
こ
の
期
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
'
理
解
の
困
難
な
心
情
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
⑳
う
ら
う
ら
に
-
-
」
の
歌
を
例
に
と
る
と
、
「
春

な
ら
う
き
う
き
す
る
の
が
普
通
な
の
に
、
作
者
の
心
は
悲
し
-
沈
ん
で
い

る
。
孤
独
な
思
い
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
」
と
作
者
の
心
情
へ
の
理
解

を
示
し
'
さ
ら
に
'
「
自
分
も
'
な
ん
と
な
-
こ
ん
な
心
境
の
と
き
が
あ
る
。
」

と
作
者
の
心
情
へ
の
共
感
を
あ
ら
わ
す
者
が
い
る
反
面
、
「
『
う
ら
う
ら
に

照
れ
る
布
目
に
ひ
ば
り
上
が
り
』
と
『
心
悲
し
も
』
の
結
び
つ
き
が
ど
う
し

て
も
わ
か
ら
な
い
。
」
と
訴
え
る
生
徒
も
多
い
。

生
活
体
験
の
差
か
ら
く
る
追
い
で
あ
ろ
う
が
'
こ
う
し
た
作
者
の
心
帖
、

感
動
を
こ
の
期
の
生
徒
に
ど
こ
ま
で
迫
体
験
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
、

大
き
な
課
題
で
あ
る
.

四
、
お
わ
U
に

以
上
、
万
葉
集
の
歌
二
十
四
首
に
つ
い
て
へ
　
1
読
後
に
お
い
て
生
徒
た
ち
が

示
し
た
関
心
の
度
合
い
を
み
て
き
た
。
ま
た
、
そ
れ
が
ど
ん
な
理
由
に
も
と
づ

く
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
て
き
た
。

万
禁
集
の
指
導
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
限
ら
れ
た
時
間
数
に
お
い
て
、
ど
ん

な
教
材
を
取
り
上
げ
れ
ば
よ
い
か
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
生
徒
の
胸
に
深
い
感

動
を
呼
び
お
こ
す
も
の
'
内
容
の
木
質
的
検
討
に
耐
え
た
も
の
へ
作
品
お
よ
び

そ
の
時
代
の
思
潮
の
中
核
を
伝
え
た
も
の
、
と
い
っ
た
諸
要
素
が
が
考
え
ら
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
'
そ
れ
ら
を
扱
う
場
令
へ
語
句
・
文
脈
な
ど
の
抵
抗

が
少
な
-
'
親
し
み
を
感
じ
る
も
の
か
ら
は
い
っ
て
い
-
こ
と
が
'
郁
々
の
学

習
抵
抗
を
も
つ
古
代
和
歌
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
重
要
と
な
っ
て
-
る
。
と
同

時
に
、
親
し
み
に
く
い
歌
を
親
し
み
や
す
い
も
の
に
す
る
こ
と
に
も
指
導
の
意

義
が
あ
り
'
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
ど
ん
な
歌
を
教
材
と
し
て
採
択
す
れ
ば
よ

い
か
'
1
応
の
め
や
す
を
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
.
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か
に
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
教
材
反
応
に
も
と
づ
い
て
'
ど
の
よ
う

な
指
導
過
程
を
構
築
し
、
実
際
に
授
業
を
進
め
て
い
く
か
が
問
題
と
な
っ
て
く

る
。
ま
た
,
そ
の
結
果
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
指
導
の
限
界
と
可
能
性
を

み
き
わ
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
た
い
。

(
広
島
大
学
教
育
学
部
付
属
東
雲
中
学
校
教
諭
)




