
古
典
学
習
に
お
け
る

教
材
反
応
と
鑑
賞
の
深
化
・
拡
充

1
中
学
校
に
お
け
る
万
葉
集
の
場
会
　
-

そ
の
二
　
指
導
の
実
際

1
'
は
じ
め
に

万
柴
集
の
学
習
指
導
の
研
究
を
、
次
の
三
段
階
に
分
け
て
試
み
た
.

‖
一
読
後
の
教
材
反
応
に
つ
い
て

は
　
指
導
の
実
際

川
　
発
展
学
習
に
つ
い
て

こ
の
報
告
は
脚
の
「
指
導
の
実
際
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
あ
り
'
川
の

「
一
読
後
の
教
材
反
応
に
つ
い
て
」
は
'
「
同
語
教
育
研
究
」
第
十
六
号
(
広

島
大
学
教
育
学
部
光
業
会
)
　
に
報
告
ず
み
で
あ
る
.

二
、
研
究
の
立
場

和
歌
の
鑑
賞
は
本
来
個
性
的
な
直
感
作
業
で
、
直
接
指
導
の
余
地
は
少
な

い
t
と
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
へ
そ
れ
が
'
「
わ
か
ら
な
い
」
と

い
う
こ
と
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
き
は
、
学
習
効
果
を
大
い
に
期
待
す
る
こ
と

が
で
き
る
.
学
習
抵
抗
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
つ
き
と
め
、
そ
れ
を
除
去
す
る

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
き
ら
い
か
ら
好
き
へ
と
転
移
さ
せ
う
る
場
合
も
少
な
く
な

い
。万

葉
集
の
学
習
指
導
を
試
み
る
に
あ
た
っ
て
、
プ
-
ン
ト
し
た
二
十
四
首
の

歌
に
つ
い
て
、
生
徒
た
ち
が
好
き
に
な
れ
な
い
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
と
し
た
理

阿
　
　
部
　
　
真
　
　
人

由
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
お
お
ま
か
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
.

た
。
一
つ
は
、
「
大
意
が
つ
か
め
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
1
つ
は
'

大
意
は
つ
か
め
て
も
'
「
作
者
の
感
動
が
つ
か
め
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
前
者
は
、
「
語
句
の
意
味
が
む
ず
か
し
い
、
全
体
の
烹
味
が
わ
か
ら
な

い
'
情
景
が
目
に
浮
か
ば
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
へ
後
者
は
、
「
あ

た
り
享
乙
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
'
単
純
・
平
板
で
あ
る
、
何
に
感
動
し
て
い

る
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
教
材
反
応
に
基
づ
い
て
'
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
次
の
よ
う
に
考
え
た
。

A
t
大
意
の
把
握
の
た
め
に

①
　
漢
字

③
　
か
な
づ
か
い

⑧
　
語
句

④
　
文
脈
(
-
ざ
れ
、
主
語
・
述
語
の
関
係
、
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係
、

終
止
形
と
迂
体
形
の
区
別
、
助
詞
の
は
た
ら
き
<
特
に
意
味
が
切
れ

る
も
の
>
'
助
詞
な
ど
の
省
略
)

※
　
中
学
校
の
段
階
で
は
、
む
ず
か
し
い
漢
字
に
は
読
み
が
な
を
'
歴
史

的
か
な
づ
か
い
に
は
現
代
か
な
づ
か
い
を
、
ま
た
語
句
に
は
で
き
る
だ
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け
注
を
付
記
し
、
そ
の
抵
抗
を
の
ぞ
い
て
や
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し

た
が
っ
て
へ
　
「
大
意
の
把
握
」
の
た
め
の
指
導
の
中
心
は
'
「
文
脈
の

理
解
」
と
考
え
る
。

B
t
作
者
の
感
動
の
発
見
と
追
体
験
の
た
め
に

①
　
作
者
の
感
動
を
集
約
し
た
こ
と
ば
の
味
わ
い

⑧
　
学
習
者
の
生
活
体
験
の
補
充

.
③
　
作
者
の
生
き
た
歴
史
的
背
景
の
理
解

④
　
声
調
の
把
握

こ
の
う
ち
「
声
調
の
把
握
」
は
'
和
歌
の
音
律
詩
と
し
て
の
性
格
上
、
ど
の

歌
に
お
い
て
も
最
終
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
指
導
の
過
程
と
し
て
t
 
A
の
①
～
④
と
B
の
①
～
③
が
あ
る
と
考
え
た
。

こ
の
関
係
を
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

通
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
同
じ
ウ
ェ
イ
-
で
押
え
ら
れ
る
性
質

の
も
の
で
は
な
く
歌
に
よ
っ
て
そ
の
ウ
ェ
イ
-
の
か
け
方
は
当
然
違
っ
て
く

る
。
以
下
、
こ
う
い
っ
た
観
点
の
上
に
立
っ
て
試
み
た
い
く
つ
か
の
実
践
例
を

報
告
し
た
い
。
対
象
と
し
た
生
徒
は
'
広
島
大
学
教
育
学
部
附
属
東
雲
中
学
校

三
年
生
八
十
七
名
(
男
子
四
十
7
名
女
子
四
十
六
名
)
で
、
指
導
の
時
期
は
,

昭
和
四
十
二
年
十
月
で
あ
る
。

三
へ
指
導
の
実
際

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
つ
い
て
、
次
の
三
段
階
に
分
け
て
報
告
し
た
い
。

①
指
導
の
観
点
　
⑧
指
導
の
過
程
　
⑧
指
導
結
果
と
そ
の
考
察

な
お
、
各
項
の
前
に
記
載
し
た
歌
お
よ
び
そ
の
注
釈
は
'
教
材
と
し
て
生
徒

に
与
え
た
プ
-
ン
ト
の
ま
ま
の
形
で
あ
る
。
ま
た
、
「
指
導
の
観
点
」
の
項
に

載
せ
た
棒
グ
ラ
フ
は
'
学
堅
剛
後
に
お
け
る
教
材
反
応
の
推
移
を
み
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
り
'
綻
軸
は
人
数
(
形
)
を
示
し
、
頼
軸
の
左
半
分
は
二
院
後
、
　
1

右
半
分
は
学
習
後
の
反
応
を
示
す
。
∩
日
石
ひ
じ
ょ
う
に
好
き
だ
(
ひ
じ
　
3

よ
う
に
よ
い
)
と
し
た
も
の
,
l
帖
Ⅱ
は
少
し
は
好
き
だ
(
少
し
は
よ
い
)
　
I

と
し
た
も
の
、
[
朝
川
盲
好
き
射
れ
な
い
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
と
し
だ

も
の
を
あ
ら
わ
す
。

川
　
文
脈
の
理
解
に
重
点
を
お
い
た
指
導
例

感
動
の
発
見
と
追
体
験

大
意
の
把
握

な
お
へ
こ
れ
ら
の
〓
二
つ
は
、
学
習
の
過
程
に
お
い
て
は
せ
つ
然
と
分
離

し
て
あ
る
も
の
で
は
な
-
、
い
ろ
い
ろ
と
か
ら
み
あ
っ
て
学
習
さ
れ
る
の
が
普

ぅ
り
食
め
ば
　
子
ど
も
恩
は
ゆ
　
-
り
食
め
ば

す

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

づ
-
よ
り
　
来
た
り
し
も
の
ぞ
　
ま
な
か
ひ
に

5

,

　

な

眠
し
寝
さ
ぬ

ま
し
て
し
の
ば
ゆ
　
いn

*

も
と
な
か
か
り
て
　
安

山
上
　
・
p
良

う
り
食
め
ば
う
り
を
食
べ
る
と
。

ま
し
て
し
の
ば
ゆ
　
い
っ
そ
う

気
に
か
か
る
。
・
い
づ
く
よ
り
来
た
り
し
も
の
ぞ
ど
こ
か
ら
来
た
も

の
な
の
か
。
・
ま
な
か
ひ
目
と
目
の
問
。
目
の
前
。
・
も
と
な
し
き

り
に
。
む
や
み
に
。
・
か
か
り
て
ち
ら
つ
い
て
・
安
眠
し
寝
さ
ぬ
安

眠
さ
せ
な
い
こ
と
よ
。
「
し
」
は
強
め
の
助
詞
・
瓜
巻
五
-
八
⑦
l
l
V



①
指
導
の
観
点

あ
た
っ
て
の
重
点
を
'
文
脈
を
押
え
て
、
と
も
か
-
も
歌
の
大
意
を
つ
か
ま
せ

る
こ
と
に
お
い
た
。
そ
の
上
に
立
っ
て
朗
読
を
-
り
返
さ
せ
へ
そ
の
声
調
に
親

し
ま
せ
よ
う
と
試
み
た
。
作
者
の
生
活
環
境
の
想
像
も
、
鑑
質
に
ふ
-
ら
み
を

持
た
せ
る
意
図
で
取
り
上
げ
た
。

⑧
　
指
導
の
過
程
(
二
十
五
分
)

こ
の
歌
に
対
す
る
一
読
後
の
生
徒
反
応
は
'
グ
ラ
フ
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う

に
,
「
ひ
じ
よ
う
に
好
き
だ
(
ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
)
」
と
す
る
者
と
「
好
き
に

な
れ
な
い
　
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
」
と
す
る
者
と
が
は
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
。
「

ひ
じ
よ
う
に
好
き
だ
(
ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
)
」
と
す
る
者
は
'
親
の
愛
情
が
に

じ
み
で
て
い
る
'
く
り
返
し
の
表
現
法
が
作
者
の
思
い
を
ひ
き
た
て
る
'
調
子

が
よ
い
'
と
い
っ
た
こ
と
を
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
が
、
「
好
き
に
な

れ
な
い
　
(
よ
い
と
思
え
な
い
)
」
と
す
る
者
は
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
'
歌
が
長

い
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
長
い
た
め
に
へ
と
っ
つ
き
に
-
い
'
意
味
が

と
り
に
く
い
'
ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
t
　
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
教
材
に
対
す
る
生
徒
反
応
に
基
づ
い
て
、
こ
の
歌
を
指
導
す
る
に

学
習
活
動

1
、
〓
抗
後
の
調
査
緒

E
^
J
知
る
O

二
、
教
師
の
朗
読
を
聞

く
〇

三
、
朗
読
練
習
を
す

る
。

四
、
語
句
・
文
脈
を
理

解
す
る
。

指
導
上
の
留
意
点

五
、
歌
を
作
っ
た
時
の

作
者
の
境
遇
に
つ

い
て
想
像
す
る
。

六
、
朗
読
練
習
1
発

f
t
サ

1
'
生
徒
反
応
の
差
が
著
し
い
こ
と

を
知
ら
せ
、
関
心
を
も
た
せ
る
。

二
、
-
ざ
れ
に
注
意
さ
せ
る
。

三
へ
遅
進
児
に
指
名
し
て
読
ま
せ
'

確
か
め
を
す
る
。

四
、
プ
-
ン
ト
の
注
を
も
と
に
、
教
師

中
心
で
行
な
う
。
特
に
、
「
子
ど

も
」
の
実
体
お
よ
び
「
い
づ
-
よ

り
来
た
り
し
も
の
ぞ
」
の
主
語
を

お
さ
え
る
。
,

玉
へ
プ
-
ン
ト
の
作
者
ら
ん
を
参
照
さ

せ
る
。
生
徒
個
々
の
イ
メ
ー
ジ
を

た
い
せ
つ
に
さ
せ
、
自
由
に
想
像

さ
せ
る
。

六
・
-
ざ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
。

・
く
り
返
し
の
表
現
効
果
を
出
す
よ

う
に
く
ふ
う
さ
せ
る
。
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◎
　
指
導
結
果
と
そ
の
考
察

学
習
後
の
生
徒
反
応
に
お
い
て
は
'
前
記
の
グ
ラ
フ
の
よ
う
に
'
「
好
き
に

な
れ
な
い
(
よ
い
ど
思
え
な
い
)
」
と
す
る
者
が
激
減
し
て
い
る
0
長
い
と
い

う
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
て
い
た
者
が
、
そ
れ
を
取
り
除
か
れ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
へ
　
そ
れ
に
と
も
な
う
親
し
み
の
増
大
は
、
「
ひ
じ
ょ
う

に
好
き
だ
(
ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
)
」
と
す
る
者
の
増
加
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
に
思
う
。
学
習
後
の
調
査
で
は
'
長
歌
の
よ
さ
へ
-
ズ
ム
の
よ
さ
を
強
調
し

た
も
の
が
め
だ
っ
た
。

脚
　
作
者
の
感
動
を
集
約
し
た
こ
と
ば
の
味
わ
い
に
重
点
を
お
い
た
指
導
例

S
-
"
^
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
e
-
ペ

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

お
お
と
も
<
?
　
9
-
か
　
も
ち

大
　
伴
　
v
/
p
　
持

・
い
さ
さ
群
竹
　
わ
ず
か
ば
か
り
の
む
ら
が
っ
て
は
え
て
い
る

竹
。
・
か
そ
け
き
　
か
す
か
な
。
・
夕
か
も
　
夕
方
で
あ
る
こ

と
よ
O
　
「
か
も
」
は
詠
嘆
の
助
詞
.
瓜
巻
1
九
-
四
二
九
T
V

33

①
　
指
導
の
過
程
(
二
十
7
分
)

①
　
指
導
の
融
点
　
(
生
徒
反
応
下
図
)

親
し
み
が
も
て
な
い
理
由
は
、

・
何
に
感
動
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

・
一
本
調
子
で
も
り
あ
が
り
が
な
い
。

と
い
っ
た
感
想
に
代
表
さ
れ
る
0
そ
こ
で
、
「
か
そ
け
き
」
と
い
う
作
者
の
感

動
を
集
約
し
た
こ
と
ば
に
前
脱
さ
せ
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
こ
の
歌
の
も
つ

声
調
へ
の
切
り
こ
み
を
ね
ら
っ
た
。
方
法
と
し
て
は
「
重
ね
読
み
」
を
と
っ

た
。

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

一
'
自
由
読
み
を

す
る
。

二
、
朗
読
の
棟
習

を
す
る
。

三
'
口
語
訳
を
す

る
。

四
、
同
一
作
者
の

T
t
　
イ
メ
ー
ジ
を
頭
に
描
か
せ
る
こ
と

を
ね
ら
う
。

二
へ
休
止
の
箇
所
を
は
っ
き
り
さ
せ

~
る
。

三
、
「
い
さ
さ
群
竹
」
　
「
か
そ
け
さ
」

「
夕
か
も
」
な
ど
の
語
を
理
解
さ

b3ES

四
'
全
体
の
感
じ
・
作
者
の
姿
勢
・
表



下
欄
の
既
習

教
材
二
首
と

比
べ
て
'
共

通
点
・
相
泣

点
を
詣
し
合

こ

r

a

五
'
教
師
の
補
説

を
聞
-
0

六
へ
朗
読
の
練
習

1

発

表

現
法
な
ど
を
お
さ
え
る
。

・
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

‥
つ
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

五
、
短
歌
の
声
調
に
つ
い
て
説
明
し
、

朗
読
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
話
す
。

・
「
の
」
の
重
な
り
が
-
ズ
ム
を
作
っ
て
い
る
。

・
耳
に
だ
け
訴
え
て
い
る
。
竹
は
見
え
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も

成
り
立
つ
。
(
「
か
そ
け
き
」
が
印
象
的
な
こ
と
か
ら
。
)

「
か
そ
け
さ
」
と
い
う
表
現
効
果
に
特
に
心
を
引
か
れ
た
よ
う
で
'
全
身
で

歌
っ
て
い
る
作
者
の
感
動
の
盛
り
上
が
り
が
'
活
-
さ
わ
や
か
な
、
そ
し
て
細

く
,
g
ん
だ
声
調
と
し
て
'
生
徒
た
ち
の
心
の
中
に
か
な
り
伝
わ
っ
て
い
っ
た
よ

う
に
思
う
。

脚
　
学
習
者
の
生
活
体
験
の
抑
充
に
琵
点
を
お
い
た
指
導
例

⑧
　
指
導
結
果
と
そ
の
考
察

家
持
の
他
の
二
首
の
歌
と
比
べ
て
の
話
し
合
い
は
、
問
題
の
提
出
の
し
か
た

が
少
々
大
き
す
ぎ
る
か
と
も
心
配
し
た
が
、
教
師
が
生
徒
に
畢
与
ら
れ
た
よ
う

な
ポ
ー
ズ
を
示
し
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
か
、
実
に
活
発
で
頁
剣
で
あ
っ
た
。
結

果
は
'
次
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
。

は
る
ひ

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

詛
:M

S

お
お
と
も
の
　
や
か
も
ち

大
　
伴
　
家
　
持

・
う
ら
う
ら
に
　
う
ら
ら
か
に
。
・
心
悲
し
も
　
な
ん
と
も

心
が
悲
し
い
こ
と
よ
。
「
も
」
は
詠
嘆
の
助
詞
。
・
ひ
と
り

し
恩
へ
ば
　
ひ
と
り
、
も
の
を
思
っ
て
い
る
と
。
「
し
」
は

強
め
の
助
詞
。
瓜
巻
t
九
-
四
二
九
二
Ⅴ
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も
の
さ
び
し
い
。

・
活
-
、
さ
わ
や
か
に
軽
ん
だ
感
じ
O

(
「
か
そ
け
き
」
か
ら
。
)

・
作
者
が
自
然
の
中
に
と
け
こ
ん
で
い
る
。
(
他
の
二
首
は
、
自

然
と
作
者
の
心
情
が
対
立
的
。
)

・
お
ち
つ
い
た
感
じ
。
(
ぐ
っ
と
ひ
き
こ
ま
れ
る
感
じ
。
)

・
「
悲
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
は
使
わ
ず
に
、
そ
の
気
持

ち
を
だ
し
て
い
る
。

・
く
ざ
れ
が
な
い
。
(
約
-
ひ
と
つ
づ
き
に
歌
っ
て
い
る
。
)

①
　
指
導
の
観
点
(
生
徒
反
応
次
百
回
)

こ
の
歌
の
学
習
抵
抗
と
な
っ
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
作
者
の
心
情
が
理
解

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
生
徒
た
ち
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
な
こ
と

ば
で
表
わ
し
て
い
る
。

・
「
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
」
と
「
心
悲
し
も
」
が
ど

う
し
て
も
結
び
つ
か
な
い
。

・
春
に
な
っ
て
悲
し
-
思
う
な
ど
全
く
逆
で
、
作
者
の
気
持
ち
が
理
解
で
き

な
い
。

・
わ
か
っ
た
よ
う
な
'
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
感
じ
。



こ
れ
は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
作
者
の
よ
う
な
体
験
が
全
く
な
い
か
へ
あ

る
い
は
、
生
徒
た
ち
の
体
験
が
そ
れ
と
只
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
'
反
面
、
作
者
の
心
情
を
理
解
し
、
そ
れ
に
共
感

を
示
し
て
い
る
者
も
多
い
。

・
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
表
わ
れ
て
い
る
。

・
自
分
も
な
ん
と
な
-
こ
ん
な
心
境
の
と
き
が
あ
る
o

そ
こ
で
-
'
作
者
の
心
情
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
の
助
け
を
借
り
て
'

理
解
で
き
な
い
生
徒
の
経
験
を
的
足
・
拡
充
す
る
こ
と
に
禿
点
を
お
い
て
'
作

者
の
心
情
へ
の
追
体
験
を
試
み
よ
う
と
し
た
。

①
指
導
の
過
程
(
二
十
五
分
)

書
同
国
胞
固
題
I

1
'
-
ざ
れ
を
つ

か
み
、
朗
読
の

練
習
を
す
る
。

二
'
口
語
訳
を

し
、
.
情
景
を
把
'

担
す
る
。

三
、
作
者
の
心
情

に
つ
い
て
話
し

合
う
。

四
、
話
し
合
っ
た

i
i
i
t
r
を
発
表
す

る
。

玉
へ
作
者
の
境
遇

に
つ
い
て
の
教

師
の
説
明
を
聞

a
m

六
、
朗
読
の
練
習

を
す
る
。

指
導
上
の
留
意
点

~
ヨ
碑
山
A
J
A
J
t
P
h
i
'
小
錦
止
G

箇
所
も
つ
か
ま
せ
る
。

二
・
助
詞
「
も
」
　
「
し
」
に
は
特
に

留
意
す
る
。

・
情
景
と
作
者
の
心
情
と
の
対
立

を
確
認
す
る
。

三
・
六
人
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
よ

る
。

・
次
の
よ
う
に
発
問
す
る
。

「
ど
ん
な
時
に
、
こ
ん
な
気
持
ち

に
な
る
か
.
自
分
の
体
験
を
も
と

に
し
て
'
で
き
る
だ
け
具
体
的
に

考
え
て
み
な
さ
い
。
余
裕
が
あ
れ

ば
、
作
者
自
身
の
境
遇
・
気
持
ち

に
つ
い
て
想
像
し
て
み
な
さ
い
。
」

四
へ
他
の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
内
容
と

玉
接
し
な
い
よ
う
に
配
庄
す
る
O

五
、
生
徒
た
ち
が
理
解
し
た
心
情
を

も
と
に
し
て
、
当
時
の
政
治
的
・

社
会
的
諸
環
境
下
に
お
け
る
作
者

自
身
の
気
持
ち
を
追
体
験
さ
せ

る
。
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③
　
指
導
結
果
と
そ
の
考
察

グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
は
ひ
じ
ょ
う
に
活
発
で
'
ど
ん
な
時
に
作
者
の
よ

う
な
気
持
ち
に
な
る
か
に
つ
い
て
の
多
-
の
体
験
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
大
要

は
'
次
の
よ
う
疋
あ
っ
た
.

・
遠
足
に
出
か
け
、
朝
、
母
と
け
ん
か
し
た
こ
と
に
つ
い
て
思
い
出
し
た
と

き
。

・
修
学
旅
行
中
'
家
庭
が
恋
し
く
な
っ
た
と
き
。

・
試
験
が
翌
日
と
い
う
'
よ
-
晴
れ
た
日
曜
日
の
朝
十
時
ご
ろ
。

・
試
験
の
点
が
悪
か
っ
た
と
き
。

・
試
合
に
負
け
て
帰
る
途
中
。

・
信
頼
し
て
い
た
人
に
裏
切
ら
れ
た
と
き
。

・
友
を
失
っ
た
と
き
。
　
　
・
失
恋
し
た
と
き
。

・
家
族
や
親
友
が
な
く
な
っ
た
と
き
〇

・
日
分
の
こ
と
を
他
人
が
認
め
て
く
れ
な
い
と
き
。

・
ま
わ
り
の
人
か
ら
と
り
残
さ
れ
た
と
き
。

・
人
に
け
い
べ
つ
さ
れ
た
と
き
。

・
友
だ
ち
に
対
す
る
劣
等
感
を
強
く
意
識
し
た
と
き
。

・
過
去
の
悪
い
で
き
ご
と
を
思
い
出
し
た
と
き
。

・
心
が
汚
れ
た
自
分
を
み
つ
め
、
自
分
が
い
や
に
な
っ
た
と
き
。

な
お
、
作
者
自
身
の
気
持
ち
と
し
て
は
'

・
妻
が
死
ん
だ
と
き
。
　
　
・
母
が
死
ん
だ
と
き
。

・
老
い
て
'
は
か
な
い
自
分
の
1
生
を
思
う
と
き
.

・
政
治
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
と
き
。

・
す
る
こ
と
が
な
-
て
、
1
日
の
暮
ら
し
に
充
実
感
が
な
い
と
き
。

・
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
自
分
の
立
場
を
考
え
た
と
き
。

と
い
う
ふ
う
に
想
像
し
て
い
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
話
し
合
い
の
結
果
、
こ
の
歌
に
よ
ま
れ
た
よ
う
な
気
持

ち
は
、
大
な
り
小
な
り
会
員
が
体
験
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
結
果
と
な

り
'
そ
の
意
味
で
は
成
功
し
た
よ
う
に
思
う
。
「
好
き
に
な
れ
な
い
　
(
よ
い
と

思
え
な
い
)
」
と
す
る
者
の
数
が
大
幅
に
減
少
し
た
こ
と
も
'
こ
れ
を
基
づ
け

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
「
ひ
じ
ょ
に
好
き
だ
　
(
ひ
じ
ょ
う
に
よ
い
)
」
と
す
る

者
も
倍
増
し
て
い
る
が
'
中
学
生
を
対
象
に
'
こ
う
い
っ
た
傾
向
の
歌
へ
の
共

感
度
を
さ
ら
に
ど
こ
ま
で
高
め
る
こ
と
が
可
能
か
'
1
つ
の
課
題
で
あ
ろ
う
.

糾
　
歴
史
的
背
景
の
理
解
に
重
点
を
お
い
た
指
導
例

お
う
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

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

か
を
の
も
と
の
ひ
と
ま
る

柿
　
本
　
人
麻
呂

.
b
　
わ

・
技
海
の
海
　
琵
琶
湖
O
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
'
今
の
大
津
市
に
'

天
智
天
皇
の
都
、
大
津
の
宮
が
あ
っ
た
。
・
夕
波
ち
ど
り
　
夕

暮
れ
の
波
の
上
を
飛
ぶ
ち
ど
り
0
・
汝
が
鳴
け
ば
　
お
ま
え
が

鳴
-
と
。
・
心
も
し
の
に
　
心
も
う
ち
し
お
れ
て
。
・
い
に
L

へ
恩
は
ゆ
　
昔
(
今
は
荒
れ
は
て
た
大
津
の
官
の
時
代
)
　
の
こ

と
が
思
わ
れ
る
こ
と
だ
。

∴
i
'
i
三
-
二
六
六
＼
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①
　
指
導
の
槻
点
(
生
徒
反
応
次
買
図
)

こ
の
歌
は
'
生
徒
た
ち
が
最
初
か
ら
比
較
的
関
心
を
示
し
た
歌
で
あ
る
が
、

そ
の
受
け
取
り
方
に
は
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
は
'
大
別
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。



ジ
を
描
き
'
ど

ん
な
感
じ
が
す

る
か
を
発
表
す

る
。

二
へ
対
立
点
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
、
ど
こ
か
ら

そ
れ
を
感
じ
る

か
話
し
合
う
。

三
'
教
師
の
考
え

を
沓
r
a
:

き
り
さ
せ
る
。

れ
い
'
ロ
マ
ン
チ

・

'

・

=

Z

し
み
、
切
な
甘
'
-
産
前
首
」

四
へ
朗
読
練
習
1

発
表

二
へ
表
現
と
と
も
に
へ
　
歴
史
的
背
景

(
昔
の
は
な
や
か
な
大
津
の
都
1
じ

ん
し
ん
の
乱
1
現
在
の
大
津
の
都
跡

と
人
麻
呂
の
境
遇
)
を
押
え
る
。

三
へ
私
自
身
の
戦
争
体
験
や
詩
人
(
人

肺
呂
)
　
の
せ
ん
さ
い
な
岱
受
性
か
ら

考
え
て
'
後
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と

を
述
べ
る
。

四
、
日
分
の
鑑
賞
の
立
場
に
立
っ
て
'

そ
れ
が
生
せ
る
よ
う
な
く
ふ
う
を
さ

せ
る
。
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こ
の
両
者
を
あ
る
て
い
ど
対
立
し
た
も
の
と
し
て
話
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ

り
へ
作
者
の
感
動
を
よ
り
確
か
に
、
よ
り
深
-
把
握
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ

た
.
話
し
合
い
の
過
程
に
お
い
て
は
、
「
い
に
L
へ
恩
は
ゆ
」
の
歴
史
的
背
景

の
理
解
に
重
点
を
お
こ
う
と
し
た
o

⑧
　
指
導
の
過
程
(
二
十
五
分
)

③
　
指
導
結
果
と
そ
の
考
察

全
体
の
感
じ
と
し
て
は
'
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
感
じ
が
す
る
か
、
悲
し
み
に
満

ち
た
感
じ
が
す
る
か
で
論
議
が
ふ
っ
と
う
し
た
。
そ
の
割
合
は
'
前
者
が
六
十

%
、
後
者
が
四
十
%
で
'
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
表
現
に
基
づ
い
て
'
自
己
の
描
く

独
自
の
イ
オ
-
ジ
を
開
陳
し
合
っ
た
o

話
し
合
い
は
、
結
局
対
立
し
た
ま
ま
で
い
き
づ
ま
っ
た
が
へ
　
「
い
に
L
へ
恩

は
ゆ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
'
当
時
の
歴
史
的
背
景
を
中
心
に
押
え
て
い
っ
た
と
こ

ろ
'
後
者
が
七
十
二
%
と
そ
の
鑑
光
に
質
的
転
換
が
見
ら
れ
た
.
艮
後
ま
で
前

者
の
立
場
を
捨
て
な
か
っ
た
生
徒
に
は
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
見
聞
き
し
た



現
在
の
琵
琶
湖
の
優
雅
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
強
烈
に
作
用
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ

た
。

四
へ
　
お
わ
り
に

以
上
、
「
大
志
を
把
握
す
る
」
た
め
の
、
あ
る
い
は
「
作
者
の
感
動
の
発
見

と
追
体
験
」
の
た
め
の
指
導
例
を
ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
報
告
し
、
そ
の
指
導
の
観

点
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
生
徒
の
第
一
印
象
を
た
い

せ
つ
に
し
、
親
し
み
を
感
じ
て
い
る
点
や
学
習
抵
抗
と
な
っ
て
い
る
点
を
は
っ

き
り
と
み
さ
だ
め
る
こ
と
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

た
終
的
に
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
朗
読
を
丑
視
す
る
こ
と
を
し
あ
げ

と
し
て
考
え
た
O
和
歌
の
強
命
で
あ
る
声
調
を
心
ゆ
-
ま
で
味
わ
わ
せ
る
た
め

に
は
、
そ
れ
が
舌
端
に
心
地
よ
く
感
じ
る
ま
で
、
撤
底
的
に
朗
唱
を
重
ね
さ
せ

る
こ
と
が
だ
い
じ
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
古
典
学
習
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
三
日
し
た
い
。
生
徒
た
ち
に

と
っ
て
'
そ
れ
は
'
教
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
へ
学
ぶ
も
の
だ
と
思
う
。
古

典
で
あ
る
か
ら
に
は
'
現
代
の
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
学
ぶ
上
で
の
抵

抗
も
多
い
O
教
師
の
助
言
も
1
段
と
必
衰
に
な
っ
て
こ
よ
う
が
、
根
本
的
姿
勢

と
し
て
は
'
や
は
り
そ
れ
は
'
現
代
文
学
に
対
す
る
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
べ
き

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.

歴
史
的
背
景
の
指
導
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
鑑
賞
指
導
に
お
い
、
て
'
歴

史
的
背
景
を
も
ち
だ
す
タ
イ
ミ
ン
グ
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
。
最
初
に
、
あ
る
い

は
途
中
で
、
最
後
に
'
な
ど
考
え
ら
れ
る
が
、
わ
た
く
L
は
'
そ
れ
を
も
ち
だ

す
場
合
は
、
原
則
と
し
て
'
途
中
以
後
に
し
て
い
る
0
　
「
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
」
を
例
に
と
る
と
「
い
に
L
へ

恩
は
ゆ
」
の
イ
メ
ー
ジ
壕
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、
歴
史
的
背
景
を
最
初

に
指
導
し
て
お
-
と
ど
-
ス
ム
ー
ズ
に
い
-
と
い
う
体
験
を
も
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
こ
に
は
前
述
の
よ
う
な
か
っ
と
う
は
何
ら
生
じ
な
い
.
滋
初
に
1
定

の
レ
ー
ル
を
敷
い
て
お
く
こ
と
な
-
、
〓
跳
後
の
生
徒
個
々
の
イ
メ
ー
ジ
の
上

に
立
っ
て
、
表
現
に
即
し
な
が
ら
そ
れ
を
ぶ
つ
け
あ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
鑑
賞

の
深
化
が
あ
る
0
歴
史
的
背
景
の
指
導
は
、
そ
の
一
助
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
べ
き
だ
と
思
う
。

教
師
の
朗
読
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
ち
だ
す
タ
イ
ミ
ン
グ
も
い

ろ
い
ろ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
原
則
と
し
て
、
R
N
初
の
ほ
う
で
は
行
な
わ
な
い
よ

う
に
し
て
い
る
。
文
字
・
か
な
づ
か
い
・
語
句
・
文
脈
な
ど
の
抵
抗
の
多
い
古

代
和
歌
の
学
習
指
導
に
あ
っ
て
は
、
教
師
の
朗
読
か
ら
は
い
る
こ
と
の
必
要
な

場
面
も
当
然
考
え
ら
れ
る
が
'
そ
れ
に
よ
っ
て
生
徒
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
化
す

る
こ
と
は
こ
わ
い
こ
と
で
あ
る
。
鑑
賞
を
深
め
る
過
程
に
お
い
て
、
生
徒
に
新

し
い
発
見
を
さ
せ
る
た
め
の
素
材
と
し
て
'
あ
る
い
は
朗
読
練
習
に
お
け
る
質

的
高
ま
り
を
要
求
す
る
刺
戟
剤
と
し
て
付
置
づ
け
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う

か
。教

師
の
定
見
の
出
し
方
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
O
指
導
者
と
し

て
の
意
見
を
は
っ
き
り
言
う
こ
と
は
た
い
せ
つ
で
あ
る
が
'
鑑
賞
の
個
別
性
へ

自
由
性
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
'
そ
れ
は
け
っ
し
て
押
し
っ
け
ら
れ
る
べ

き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

古
典
の
学
習
指
導
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
'
古
典
学
習
に
よ
っ
て
何
に
め

ざ
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
た
え
ず
標
ぼ
う
さ
せ
つ
つ
、
教
え
ら
れ
る
古
典
学
習

で
は
な
く
、
学
ぶ
古
典
学
習
と
し
て
の
姿
勢
を
堅
持
さ
せ
た
い
と
思
う
0

<
本
稿
は
、
昭
和
4
3
年
8
月
1
1
日
、
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で

口
頭
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
∨

(
広
島
大
学
教
育
学
部
附
属
東
雲
中
学
校
教
諭
)
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