
「
国
語
I
」
　
の
効
果
的
な
学
習
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て

桑

　

島

　

　

伸

　

子

-
　
ま
　
え
　
が
　
き

新
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
教
育
課
程
が
'
昭
和
五
十
七
咋
虻
か
ら
実
施
さ
れ

る
に
あ
た
り
t
.
五
十
六
年
度
夏
の
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
「
「
国

語
工
.
!
の
あ
り
方
を
求
め
て
」
と
題
し
て
'
研
究
協
議
会
が
も
た
れ
た
。
そ
の

捉
案
者
で
あ
っ
た
7
人
と
し
て
、
実
際
に
「
国
語
I
」
を
ど
の
よ
う
に
指
導
し

て
い
く
か
を
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
へ
現
在
勤
務
し
て
い
る
香

川
県
立
小
豆
島
高
等
学
校
の
生
徒
の
実
態
を
ふ
ま
え
た
上
で
'
さ
ら
に
夏
の
協

議
会
で
の
提
案
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
も
つ
け
加
え
て
へ
指
導
の
あ
り
方
を
で

き
る
だ
け
具
体
的
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

H
　
新
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
教
育
課
程
編
成
案

「
国
語
I
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
'
本
校
の
昭
和
五
十
七
年
度

か
ら
の
教
育
課
程
編
成
案
を
示
し
、
国
語
科
全
休
の
巾
で
「
国
語
I
」
が
ど
の

よ
う
な
位
抗
に
あ
る
か
述
べ
て
み
た
い
O
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前
表
の
教
育
課
程
編
成
案
の
特
色
と
し
て
次

の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ア
'
進
路
別
ク
ラ
ス
編
成
に
応
じ
て
の
'
コ
ー

ス
別
の
科
目
婦
成
に
な
っ
て
お
り
へ
　
特
に

二
、
三
年
で
の
選
択
科
目
が
同
じ
国
語
科
内

で
の
選
択
で
は
な
く
'
他
教
科
他
科
目
と
の

モ
ザ
イ
ク
授
業
の
形
態
を
と
っ
て
い
.
る
。

イ
'
「
国
語
I
L
　
「
国
語
Ⅲ
」
が
t
 
T
年
生
で

五
柑
位
、
二
年
生
で
四
即
位
と
な
っ
て
お

り
'
固
定
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
・
る
。



ウ
'
下
記
編
成
モ
デ
ル
図
の
よ
う
に
'
上
学
年
選
択
科
目
型
で
あ
る
が
'
「
現

代
文
」
が
必
修
に
近
い
形
に
な
っ
て
お
り
'
現
課
程
の
「
-
J
代
国
語
」
前
祝

型
に
な
っ
て
い
る
。

m
　
必
修
科
目
「
国
語
工
」
の
効
果
的
な
学
習
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て

「
国
語
工
」
の
特
色
と
し
て
、

ア
'
兆
礎
的
基
本
的
内
容
を
身
に
つ
け
る
科
目
で
あ
る
こ
と
。

イ
'
現
行
の
「
現
代
同
語
」
と
「
古
山
ハ
」
を
総
合
し
た
科
目
で
あ
る
こ
と
3

ウ
、
「
表
現
」
「
m
解
」
の
二
領
域
、
「
言
語
郡
項
」
の
f
事
項
か
ら
構
成
さ
れ

る
科
目
で
あ
る
こ
と
3

と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
三
点
の
上
に
本
校
の
実
態
や
'
教
育
課

程
の
特
色
を
考
慮
す
る
と
'
次
の
よ
う
な
こ
と
が
'
つ
け
加
え
ら
れ
る
と
思
う
。

工
、
中
学
校
卒
業
時
に
お
け
る
国
語
能
力
の
格
差
を
足
j
E
L
'
基
本
的
な
事
項

を
特
に
し
ぼ
っ
て
'
習
熟
さ
せ
る
た
め
の
科
目
で
あ
る
こ
と
。

オ
、
上
学
年
の
「
国
語
Ⅱ
」
へ
選
択
科
目
「
現
代
文
」
　
「
古
典
」
　
「
国
語
表
現
」

を
学
習
す
る
た
め
の
科
目
で
あ
る
こ
と
。

カ
'
「
古
典
」
の
入
門
的
指
導
を
行
う
た
め
の
科
目
で
あ
る
こ
と
.

本
校
は
特
に
離
島
内
の
;
日
立
高
校
で
'
島
内
の
中
学
生
の
ほ
と
ん
ど
全
員
が

入
学
し
て
く
る
。
そ
の
た
め
'
上
下
の
学
力
差
が
年
々
大
き
-
な
っ
て
い
る
憤

向
が
あ
る
。
そ
の
点
を
考
慮
し
'
選
択
科
目
を
増
や
し
た
り
'
英
語
へ
数
学
で

は
習
黙
度
別
ク
ラ
ス
編
成
に
す
る
な
ど
の
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
が
'
国
語
に

関
し
て
は
'
三
年
生
に
な
っ
て
'
選
択
科
目
制
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
'
1
年

生
で
は
コ
ー
ス
分
け
も
な
く
、
全
く
平
等
ク
ラ
ス
で
指
導
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
'
同
じ
ク
ラ
ス
内
で
か
な
り
の
学
力
差
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
熟
慮

し
て
'
特
に
「
国
語
工
」
で
は
'
基
本
的
、
基
礎
的
事
項
の
徹
底
的
な
習
得
と

い
う
こ
と
に
力
点
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
.
以
上
の
こ
と
に

留
意
し
て
'
「
国
語
工
」
の
効
果
的
な
学
習
の
あ
り
方
と
し
て
、
時
に
次
の
三

点
か
ら
迫
っ
て
み
た
い
。

川
　
「
国
語
工
」
に
お
け
る
教
材
選
択
と
単
冗
構
成
に
つ
い
て

「
国
語
I
」
の
特
色
で
あ
る
古
文
'
漢
文
'
現
代
文
の
総
入
日
化
を
め
ざ
し
た
総

(
=
単
U
r
,
に
よ
る
学
習
が
考
与
ら
れ
る
。
単
九
の
つ
-
り
方
と
し
て
は
'
㊥
「
人

生
と
旅
」
の
よ
う
な
主
題
別
単
冗
'
⑤
古
典
を
軸
に
し
て
、
そ
の
銭
貨
文
や
評

論
文
を
組
み
合
わ
せ
た
型
u
r
,
 
'
◎
古
文
入
門
へ
摸
文
入
門
の
よ
う
な
目
的
別
の

料
元
'
⑪
古
文
'
班
文
へ
現
代
文
を
そ
れ
ぞ
れ
ジ
ャ
ソ
ル
別
に
し
た
単
兄
、
◎

小
説
、
詩
、
短
歌
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
別
の
塑
E
'
①
時
代
性
分
に
よ
る
単
九
な

ど
が
想
定
で
き
る
。
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餌
元
モ
デ
ル

㊥
「
人
生
と
旅
」

三
木
清
「
人
生
論
ノ
ー
ト
ー
旅
に
つ
い
て
-
」

川
端
斑
成
「
伊
豆
の
嗣
子
」

萩
原
朔
太
郎
「
旅
上
」

松
は
包
難
「
奥
の
拙
　
　
旅
立
ち
、
平
泉
-
」

李
白
「
送
友
人
」

作
文
の
た
め
に
-
旅
に
つ
い
て
熊
=
こ
う
I

⑤
「
論
語
を
読
む
」

「
論
語
」
　
(
抄
)

高
相
和
巳
「
論
語
-
私
の
古
典
-
」



㊨
「
古
文
入
門
」

「
ち
ど
の
そ
ら
寝
」
(
宇
治
拾
迫
物
語
一

古
文
と
現
代
文

「
絵
仏
師
良
秀
」
(
宇
治
拾
退
物
語
)

小
「
杓
治
を
:
2
,
'
.
,
i
J

「
伊
勢
物
語
-
筒
井
筒
へ
東
下
り
-
」

「
山
」
T
'
ろ
i
s
汁
=
」
(
^
J
-
T
U

I
的
'
:
i
れ
語
)

・
㈱
「
歌
と
自
然
」
・

「
万
葉
集
」

「
I
s
*
.
*
-
榊
的
1
J
L

「
現
代
短
歌
」

①
「
中
古
の
文
学
」

「
古
今
和
歌
集
」

「
枕
T
-
7
‥
子
」

「
更
級
日
記
」

お
の
単
冗
モ
デ
ル
は
前
述
の
㊥
～
①
の
単
兄
の
条
件
を
そ
れ
ぞ
れ
'
具
体
的

な
教
材
間
戊
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
・
る
.
こ
の
中
で
総
合
型
U
,
,
的
性
格
を

は
つ
も
の
は
'
@
'
㊤
'
⑥
の
モ
デ
ル
に
な
る
と
思
わ
れ
る
.
㊥
の
単
冗
「
人

生
と
旅
」
は
主
題
に
よ
る
総
合
単
H
で
あ
り
'
大
き
な
「
人
生
と
旅
」
と
い
う

主
出
に
e
)
人
生
=
旅
'
㊥
旅
-
日
常
か
ら
の
脱
出
、
③
旅
=
出
会
い
と
別
れ
t

と
い
う
よ
う
な
三
つ
の
観
点
か
ら
せ
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
古
人
と

現
代
人
に
相
通
じ
る
人
生
観
や
相
反
す
る
人
生
観
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
へ

生
徒
た
ち
に
教
材
そ
の
も
の
か
ら
の
感
動
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
Q
反
面
'
こ
の
よ
う
な
主
迎
別
塑
冗
ば
か
り
で
「
同
認
工
」
を

構
成
す
る
こ
と
は
'
大
変
難
し
く
'
現
行
の
「
古
典
」
'
「
現
代
国
語
」
の
授
業

形
態
を
継
続
し
な
が
ら
'
そ
の
中
に
取
り
入
れ
る
形
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
.
軍
刀
モ
デ
ル
⑤
は
現
在
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
'
現

行
で
は
'
こ
れ
を
単
元
と
は
考
え
ず
に
t
 
T
つ
の
教
材
に
対
す
る
補
助
教
材
と

の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
7
昨
年
'
実
際

に
'
本
校
採
用
の
三
省
堂
の
「
現
代
国
語
3
」
の
教
科
F
.
=
に
従
っ
て
'
三
年
生

の
現
代
国
語
の
授
業
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
ー
ー
I
冗
モ
デ
ル
㊥
も
総
合
単
冗
の

T
形
態
で
あ
る
が
'
㊥
の
主
題
別
単
元
に
'
さ
ら
に
ジ
ャ
ソ
ル
と
い
う
枠
を
加

え
た
も
の
で
'
総
合
単
九
の
指
導
の
手
始
め
と
し
て
は
'
滋
も
指
導
し
や
す
い

形
で
は
な
い
か
と
思
う
。
◎
'
⑥
'
①
は
い
ず
れ
も
古
文
の
例
ば
か
り
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
'
⑧
は
入
門
単
元
で
'
実
際
に
指
導
す
る
古
文
の
原
文
教
材
と
'

入
門
期
用
の
解
説
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
'
尚
学
図
書
の
新
し
い
「
国
語

I
」
教
科
雷
の
軍
刀
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
④
は
古
文

の
軍
刀
に
さ
ら
に
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
枠
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
上
に
主
題
と
い
う
枠
を
加
え
る
と
「
物
語
に
あ
ら
わ
れ
る
女
性
像
」
'
「
物
語

に
あ
ら
わ
れ
る
愛
」
と
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
る
が
'
そ
こ
ま
で
枠
を
加
え
る

と
'
少
し
単
冗
と
し
て
の
広
さ
に
欠
け
る
よ
う
な
気
も
す
る
。

こ
の
よ
う
な
単
冗
モ
デ
ル
を
考
え
た
上
で
'
実
際
に
本
校
で
は
、
ど
の
よ
う

に
単
光
を
組
み
合
わ
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ふ
れ
て
み
た
い
o
本
校

に
お
い
て
は
'
「
国
語
工
」
の
学
兄
構
成
を
い
き
な
り
主
題
別
総
合
単
元
ば
か

り
で
構
成
し
、
総
合
化
を
は
か
っ
て
い
-
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
見

が
多
く
'
従
米
の
「
古
血
ハ
」
へ
「
現
代
国
語
」
の
授
業
形
態
を
継
続
し
な
が
ら
早

元
モ
デ
ル
㊥
の
よ
う
な
総
合
単
冗
を
学
期
に
7
回
く
ら
い
の
回
数
で
入
れ
る
こ

と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
'
モ
デ
ル
⑥
の
よ
う
な
入
門
里
冗
を
'
古
文
へ
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撰
文
に
つ
い
て
は
'
入
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
モ
デ
ル
⑧
'
◎
の
よ
う
な
単
刀

は
,
ど
の
教
材
も
同
列
に
扱
う
の
で
は
な
-
'
単
冗
中
の
三
の
教
材
を
主
と

し
,
他
の
教
材
を
祁
助
教
材
'
参
考
教
材
と
し
、
主
と
な
る
教
材
に
よ
っ
て
へ

古
文
'
洪
文
、
現
代
文
の
い
ず
れ
か
の
時
間
に
割
り
ふ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
モ
デ
ル
⑧
、
①
に
つ
い
て
は
'
従
来
ど
お
り
の
形
で
、
古
文
'

預
文
,
別
代
文
の
い
ず
れ
か
の
時
間
に
扱
い
'
飛
花
し
な
い
形
で
'
平
易
な
順

に
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
う
。
(
図
式
1
参
堕

〔図式1〕

「国語I」

1
撰
文
仙
I
・
撰
文
入
門
1

-
古
文
仙
1
古
文
入
門
1

-F. -i代iJr戯

総合叩元A

l l l

総合単元B

総合Iti元C

潔( )内数字は
過あたり時間数

式　　　　　　2〕

こ
の
よ
う
な
「
国
語
I
」
の
単
冗
構
成
を
'
実
際
の
年
間
指
導
計
画
を
た
て

て
考
え
て
み
る
と
'
次
の
よ
う
に
な
る
。
(
図
式
2
参
照
)

こ
れ
は
'
本
校
で
採
択
し
た
「
国
語
工
」
教
科
書
の
単
冗
構
成
に
は
ば
従
い

な
が
ら
、
仮
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
械
軸
が
「
表
B
J
・
「
琵
」
の
姦
　
洞

域
・
た
て
軸
が
学
期
等
の
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
吋
元
モ
デ
ル
㊥
の

主
脳
別
総
合
型
冗
を
'
六
月
の
と
こ
ろ
に
入
れ
て
み
た
Q
こ
の
よ
う
な
単
元
柄

戊
で
授
業
を
行
う
場
合
の
留
意
点
と
し
て
'
次
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
が
あ
げ
ら

聞Esli
ア
'
総
合
塑
冗
A
t
 
B
t
 
C
(
図
式
1
参
照
)
に
組
み
入
れ
る
教
材
が
'
そ
れ

ぞ
れ
'
現
代
文
へ
古
文
へ
洪
文
の
授
業
の
た
て
の
流
れ
の
中
で
'
難
輿
旧

文l洪　文二;　r>:　∴ 、J~印　元憎旨引作　文
km n

謡。上。サワソ

累直な疑問符
て　」　Ill

iJl豆のIi'J T一

人生論ノート
旅　　上

旅につい
て普こう

小　説　H

古文への誘い

1円を常のl)ズム
伊勢の的矢の口和両
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序
'
ジ
ャ
ン
ル
の
面
で
逆
行
し
た
り
'
武
神
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う

慢
E
S
S
,

イ
'
本
校
で
は
'
「
国
語
I
」
の
授
業
を
現
代
文
と
古
文
・
漢
文
に
分
け
て
'

二
人
の
教
師
で
担
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
'
そ
の
場
合
'
総
合
単
冗
A
、

B
t
 
C
に
お
い
て
は
'
7
人
の
教
師
が
指
導
す
る
か
'
二
人
の
教
師
で
指
導

す
る
の
で
あ
れ
ば
'
連
絡
を
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ウ
'
古
文
'
撰
文
に
お
い
て
は
'
総
合
里
冗
A
、
B
t
 
C
に
お
い
て
も
継
続
し

て
、
文
法
へ
　
語
法
指
導
を
行
う
よ
う
に
す
る
。

工
、
総
合
蛍
光
A
t
 
B
'
C
の
ま
と
め
と
し
て
'
作
文
指
導
を
行
う
ば
か
り
で

な
-
'
現
代
文
教
材
を
中
心
に
継
続
的
に
作
文
指
導
を
行
い
'
古
文
'
洪
文

に
お
い
て
も
'
適
宜
'
作
文
を
書
か
せ
る
時
間
を
設
け
'
ま
た
'
作
文
そ
の

も
の
を
目
的
と
し
た
「
文
章
表
別
」
単
元
を
楕
成
す
.
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
.

オ
t
t
総
合
2
r
l
冗
A
t
 
B
t
 
C
の
古
文
、
茨
文
教
材
は
主
題
を
重
視
し
な
が
ら
へ

で
き
る
だ
け
平
易
な
も
の
か
ら
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
o

カ
'
総
合
単
刀
A
'
B
'
C
に
組
み
込
む
別
代
文
教
材
の
ジ
ャ
ン
ル
へ
時
代
'

作
家
等
は
、
で
き
る
だ
け
多
岐
に
わ
た
り
、
片
寄
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

キ
'
評
価
に
つ
い
て
は
'
総
合
型
冗
A
t
 
B
t
 
C
'
そ
の
他
の
尊
兄
に
わ
た
っ

て
総
合
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
'
定
期
考
査
に
つ
い
て
は
'

時
間
等
の
問
題
が
あ
り
'
「
国
語
I
L
 
a
　
(
現
代
文
一
'
「
国
語
工
」
b
(
古

文
・
洪
文
)
　
に
分
け
て
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
.
そ
の
場
合
'
総
合
的
な
問
題

に
つ
い
て
は
、
適
宜
'
「
国
語
I
L
 
a
t
　
「
国
語
I
L
 
b
の
い
ず
れ
か
で
出

題
し
て
'
評
価
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

物
　
「
国
語
I
」
に
お
け
る
古
文
、
撰
文
の
入
門
期
指
導
に
つ
い
て

前
述
の
「
国
許
I
」
の
特
色
の
カ
と
し
て
、
「
古
典
」
の
入
門
的
指
導
を
行

う
科
目
で
あ
る
こ
と
を
位
置
づ
け
た
。
現
行
教
科
湘
L
.
で
は
'
古
文
、
浜
文
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
'
入
門
単
元
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
'
そ
れ
に
従
っ
て
入

門
指
導
を
行
っ
て
い
る
.
古
文
で
は
「
ち
ど
の
そ
ら
寝
」
　
　
治
拾
退
物
語
'

口
語
訳
つ
き
)
'
「
伯
山
殿
の
水
車
」
　
(
徒
然
芭
'
「
安
益
の
尼
の
小
袖
」
一
十

訓
抄
)
　
の
三
教
材
'
洪
文
で
は
「
1
送
り
が
な
と
返
り
点
」
'
「
2
撰
文
の
基
本

的
な
構
造
」
'
「
2
訓
読
上
注
意
す
べ
き
文
字
」
の
三
つ
の
説
朋
が
'
「
春
望
」

他
'
格
言
等
の
例
文
を
用
い
て
'
f
つ
の
嬰
兄
を
構
成
し
て
い
る
。
し
か
し
'

災
際
問
題
と
し
て
は
'
入
門
単
元
を
終
え
た
の
ち
で
も
'
か
な
り
な
期
間
'
入

門
的
内
容
を
指
導
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
、
口
語
訳
つ
き
の
教

材
は
古
文
の
鼓
初
の
一
教
材
'
洪
文
の
古
き
下
し
文
つ
き
の
教
材
も
7
教
材
の

み
で
あ
る
が
'
も
う
少
し
'
口
語
訳
へ
傍
訳
へ
書
き
下
し
文
つ
き
の
教
材
を
使

用
す
る
期
間
を
延
長
し
、
丑
も
増
や
し
た
方
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
入
門
期
の
古
典
指
導
に
あ
り
が
ち
な
'
文
法
'
語
釈
中
心
主
義
の
授
業
に

抑
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
'
「
古
典
と
人
生
」
'
「
古
=
=
ハ
と
私
」
等
の
単
元

を
設
け
て
、
古
典
に
向
か
う
姿
勢
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
を
学
習
さ
せ
る
こ

と
も
'
よ
り
深
い
内
容
の
理
解
を
う
な
が
す
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
ま
た
'
古
典

の
意
義
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

ま
た
、
「
国
語
工
」
で
の
古
文
'
沃
文
は
'
「
国
語
Ⅱ
」
'
「
古
的
」
に
向
か

う
た
め
の
基
礎
づ
-
り
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
本
校
で

は
'
幅
広
い
学
力
差
を
考
慮
し
て
'
英
語
、
数
学
で
は
'
コ
ー
ス
別
や
'
習
熟

止
別
の
ク
ラ
ス
編
成
が
と
ら
れ
て
い
る
が
'
国
語
で
は
三
咋
生
に
な
っ
て
'
選

択
科
目
制
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
高
校
入
学
時
で
は
t
.
か

な
り
の
学
力
差
の
あ
る
生
徒
が
同
T
ク
ラ
ス
に
お
り
、
そ
の
ク
ラ
ス
で
、
「
国

語
工
」
の
授
業
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
特
に
'
高
校
に
入
っ
て
初
め
て
本
格
的
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に
学
習
す
る
古
文
、
洪
文
は
、
出
初
の
時
点
で
取
り
残
さ
れ
て
'
三
年
間
何
も

わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ケ
ー
ス
も
少
な
-
な
い
。
そ
の

た
め
に
'
従
来
の
入
門
的
内
容
を
も
っ
と
長
期
間
に
わ
た
っ
て
学
習
さ
せ
t
と

に
か
-
'
古
典
の
も
つ
雰
囲
気
に
慣
れ
さ
せ
'
「
食
わ
ず
嫌
い
」
に
な
ら
な
い

こ
と
を
第
7
義
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
ま
た
、
基
本
的
内

容
の
精
選
と
徹
臆
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
本
校
の
生
徒
の
実
態
を
考
え
て
み

る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
を
中
心
に
'
習
熟
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

思
わ
れ
る
。

S
基
本
的
な
文
法
事
項
(
語
の
識
別
'
用
言
の
活
用
、
係
り
結
び
等
)
　
を
出

解
す
る
こ
と
。

帥
口
語
訳
へ
傍
訳
の
利
用
の
し
方
を
学
ぶ
こ
と
。

桝
原
文
に
慣
れ
る
こ
と
。

帥
辞
書
の
ひ
き
方
に
慣
れ
る
こ
と
。

帥
平
易
な
名
文
を
暗
罰
す
る
こ
と
。

脚
音
読
や
朗
読
が
正
確
に
で
き
る
こ
と
。

帥
古
典
に
向
か
う
姿
勢
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
3

S
古
典
に
あ
ら
わ
れ
た
人
間
や
社
会
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。

ま
た
、
現
行
の
古
典
I
乙
を
学
習
し
て
い
る
7
年
生
の
古
典
を
学
習
す
る
う

え
で
の
討
点
や
つ
ま
ず
き
を
把
挺
し
て
、
指
導
に
生
か
す
工
夫
も
必
要
で
あ
る
。

特
に
'
本
校
丁
年
生
の
弱
点
と
し
て
'

<

3

サ

S
語
と
語
の
切
れ
目
が
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
。

川
音
読
が
た
ど
た
ど
し
い
c
L

肋
用
言
の
終
止
形
が
わ
か
ら
ず
群
F
i
が
引
け
な
い
。

3
:
口
語
訳
す
る
場
合
に
'
こ
と
ば
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
い
で
い
け
ば
よ
い
か

わ
か
ら
な
い
。
(
特
に
助
詞
や
形
式
名
詞
の
訳
し
方
、
つ
な
ぎ
方
)

〔
洪
文
)

の
漢
文
の
返
り
点
の
使
い
方
が
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
た
め
語
脱
が
理
解
で

き
な
い
。

川
む
き
下
し
文
に
直
す
手
臓
が
あ
い
ま
い
な
た
め
速
度
が
遅
い
。

桝
漢
字
そ
の
も
の
の
持
つ
意
味
や
読
み
が
わ
か
ら
な
い
。

叫
漢
和
辞
典
が
使
え
な
い
。

と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
弱
点
を
見
放
さ
せ
る
た
め

に
'
前
述
の
基
本
的
内
容
の
徹
底
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
'
範
読
の
し
方
を
工
夫

し
た
り
、
授
業
中
に
辞
古
を
使
う
機
会
を
設
け
た
り
、
口
語
訳
や
解
説
の
利
用

の
工
夫
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
へ
古
き
写
し
た
り
'
書

き
下
し
文
に
直
し
た
り
す
る
な
ど
'
作
業
を
取
り
入
れ
た
練
習
の
工
夫
も
必
要

で
あ
る
。
と
か
-
'
文
法
中
心
、
語
法
中
心
に
進
み
'
急
ぎ
す
ぎ
な
入
門
期
の

古
山
ハ
指
導
を
よ
り
生
き
生
き
し
た
も
の
に
し
、
生
徒
の
価
値
意
識
や
問
題
意
識

を
引
き
出
す
よ
う
な
方
向
づ
け
を
し
て
い
-
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

矧
　
「
国
語
工
」
に
お
け
る
効
果
的
な
作
文
指
導
に
つ
い
て

「
国
語
工
」
に
お
け
る
作
文
指
導
に
お
い
て
は
、
選
択
科
目
「
国
語
表
現
」

の
導
入
段
階
と
し
て
'
基
礎
的
な
作
文
力
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
が
'
小
へ
中

学
校
で
の
生
活
綴
り
方
的
な
作
文
に
加
え
て
'
意
見
文
'
感
想
文
'
随
筆
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
文
に
慣
れ
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

特
に
'
作
文
指
導
の
柱
と
し
て
、

S
実
際
に
書
か
せ
て
学
習
さ
せ
る
面
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㈹
書
き
方
、
推
敵
の
し
方
な
ど
を
理
論
的
に
学
習
さ
せ
る
I
E

桝
す
ぐ
れ
た
文
革
を
鑑
裳
さ
せ
て
学
習
さ
せ
る
面

の
三
つ
の
こ
と
が
ら
が
考
与
ら
れ
る
。
し
か
し
'
従
来
の
作
文
指
導
で
は
、
の
'

川
は
融
合
さ
れ
て
い
た
が
'
肋
の
点
は
、
単
に
読
解
、
鑑
箕
の
み
に
終
始
L
t

文
章
を
古
く
技
術
に
ま
で
結
び
つ
か
な
い
場
合
が
多
-
あ
っ
た
。
そ
こ
で
'
桝

の
面
か
ら
'
妥
当
と
思
わ
れ
る
教
材
を
'
「
文
章
表
現
」
単
R
に
織
り
込
み
'

主
題
中
心
'
心
配
追
求
中
心
の
読
み
方
で
は
な
く
優
れ
た
表
現
を
指
摘
す
る

な
ど
の
'
実
際
の
表
現
に
直
接
結
び
つ
い
た
指
導
の
し
方
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
「
文
章
表
別
」
単
刀
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
t
 
S
の
桝
の
三
つ
の
柱
を
含
ん

だ
教
材
を
配
置
し
た
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
孝
を
ら
れ
る
。

単
元
モ
　
デ
　
ル

㊥
「
紀
行
文
を
吾
-
」

福
永
武
彦
「
見
合
わ
せ
」

岡
本
太
郎
「
秋
田
」

紀
行
文
を
讃
こ
う

推
蔽
の
し
方

⑥
「
説
古
と
私
」

井
上
ひ
さ
し
「
忘
れ
ら
れ
な
い
本
」

生
徒
作
品
「
『
あ
ゝ
野
麦
峠
』
を
読
ん
で
」

読
書
体
験
を
苔
こ
う

ま
た
t
 
S
の
面
に
つ
い
て
は
、
主
題
別
総
合
単
光
の
中
で
の
ま
と
め
の
作
文

(
前
述
の
嬰
冗
モ
デ
ル
「
人
生
と
旅
」
で
は
「
旅
に
つ
い
て
出
m
J
う
」
と
い
う

教
材
に
な
る
)
を
書
か
せ
て
み
る
こ
と
も
'
「
表
現
」
と
「
配
解
」
の
各
領
域

の
関
連
と
い
う
点
か
ら
、
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
'
こ
の
よ
う
な
単
冗
構
成
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
を

F
.
=
か
せ
る
場
合
に
'
主
題
設
定
'
取
材
'
梢
想
'
叙
述
へ
推
輿
評
価
と
い
う

作
文
作
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
学
習
さ
せ
'
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
の
指
導
や
'
評
価

を
適
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
作
成
の
過

程
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
、
上
学
年
で
の
選
択
科
目
「
国
語
表
現
」
に
対

し
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
其
本
的
な
過
程
を
'
例
え
ば
、

課
題
文
を
設
定
し
て
'
そ
れ
を
も
と
に
要
約
'
批
評
'
意
見
等
を
む
か
せ
る
指

導
、
単
九
の
ま
と
め
や
'
感
想
を
書
か
せ
る
指
導
な
ど
'
変
化
の
あ
る
'
さ
ま

ざ
ま
な
角
度
の
指
導
の
中
で
、
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
-
こ
と
が
望
ま
し
い
。

さ
ら
に
'
本
校
で
は
'
こ
の
よ
う
な
「
国
語
I
」
で
の
作
文
指
導
を
ふ
ま
え
'

選
択
科
目
「
国
語
表
現
」
で
は
t
よ
り
通
碓
な
こ
と
ば
を
使
っ
て
表
現
で
き
る

よ
う
に
'
語
奴
、
語
句
指
導
に
力
点
を
お
-
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
新

し
い
指
導
方
法
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ
で
の
課
題
レ
ポ
ー
ト
を
通
じ
て
'
相
互
批

正
を
取
り
入
れ
た
り
、
模
範
文
に
よ
る
指
導
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

ま
た
へ
作
文
指
導
と
読
容
指
導
の
有
機
的
な
結
び
つ
き
を
ね
ら
っ
て
、
読
書

メ
モ
や
読
書
カ
ー
ド
を
作
成
さ
せ
て
み
る
こ
と
も
7
案
で
あ
ろ
う
。
年
月
日
'

題
名
、
作
者
へ
気
づ
き
程
度
の
冊
蝉
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
1
年
間
に
t
 
T
定

量
を
こ
な
す
こ
と
は
'
作
文
力
は
も
と
よ
り
へ
読
書
生
活
設
計
の
7
つ
の
方
法

で
も
あ
る
し
、
担
然
と
読
ん
だ
り
'
古
い
た
り
し
て
い
る
生
徒
の
現
状
を
少
し

で
も
打
開
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

Ⅳ

　

あ

と

が

き
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・
以
上
'
「
国
語
I
」
の
効
果
的
指
導
の
あ
り
方
を
求
め
て
'
お
も
に
へ
塑
L
j
h
へ

古
典
の
入
門
指
導
、
作
文
指
導
を
と
り
あ
げ
て
述
べ
た
。
特
に
「
国
語
I
」
で

は
'
総
合
化
を
急
ぐ
あ
ま
り
に
'
現
代
文
、
漢
文
、
古
文
へ
表
現
の
'
そ
れ
ぞ

れ
の
学
習
.
の
体
系
性
や
'
継
続
性
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
快
も

感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
問
題
を
打
開
し
て
い
-
上
で
も
'
「
表
現
」
'
「
理
解
」
領

域
の
効
果
的
な
間
迅
学
習
'
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
多
角
的
な
-
み
あ
わ
せ

が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
'
現
代
文
'
古
文
'
洪
文
は
も
と
よ
り
'
作

文
指
導
、
読
者
指
導
、
言
語
事
項
も
織
り
込
ん
だ
、
有
機
的
な
年
間
指
導
計
画

の
立
案
が
必
要
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
「
国
語
I
」
を
T
人
の
授
業
者
で
担
当
す
る
に
せ
よ
'
二
人
で
担
当

す
る
に
せ
よ
'
十
分
な
情
報
交
換
や
、
意
思
疎
通
が
必
要
に
な
る
と
思
う
。
特

に
「
国
語
工
」
で
は
、
基
礎
学
力
の
養
成
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
の
'

教
師
間
の
共
通
理
解
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
今
回
は
'
「
国
語
～
」
に
お
け
る
言
語
事
項
の
指
導
や
、
表
現
領
域

の
具
体
的
な
指
導
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
'
昭
和
五
十
七
年
蛇
か

ら
の
新
課
程
に
よ
る
指
導
を
通
し
て
'
桟
来
し
て
い
き
た
い
と
寧
っ
。

(
香
川
県
立
小
豆
島
高
等
学
校
教
諭
)

《
新
刊
紹
介
》

源
氏
物
語
の
文
章
と
表
現

甲
　
斐
　
陸
　
郎
著

拡
氏
物
語
研
究
の
魅
力
を
'
国
語
学
と
田
文
学
が
統
7
さ
れ
た
点
に
求

め
、
著
者
の
長
い
間
の
問
題
意
識
に
従
っ
て
批
氏
物
語
を
と
ら
え
た
書
で

あ
る
　
ォ
U
i
判
三
七
四
ペ
ー
ジ
'
昭
和
五
五
年
九
月
二
〇
日
'
桜
槻
社

刊
　
六
、
八
〇
〇
円
)

地
方
人
の
罪
想
払

-
く
ら
し
と
方
言
-

室
　
山
　
敏
　
昭
若

A
方
言
(
生
活
語
)
　
は
'
地
方
人
の
思
考
・
認
識
の
基
盤
で
あ
る
と
い
う

視
点
か
ら
'
地
方
人
の
造
語
発
想
の
世
界
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(
B
6
判
二
八
五
ペ
ー
ジ
'
昭
和
五
五
年
1
　
1
月
四
日
'
文
化
評
論
出
版

刊
一
'
五
〇
〇
円
)

変
革
を
読
み
と
る
文
学
教
育
　
森
　
本
　
正
　
丁
編
著

文
学
教
育
の
目
標
は
'
作
中
人
物
の
自
己
変
革
を
児
童
・
生
徒
に
迫
体

験
さ
せ
'
自
己
変
革
を
促
す
こ
と
だ
と
L
t
指
導
拙
論
・
方
法
が
展
間
さ

れ
て
い
る
　
ォ
"
5
判
二
六
六
ペ
ー
ジ
'
昭
和
五
五
年
7
　
7
月
一
五
日
へ

繋
明
書
房
刊
　
二
へ
　
八
〇
〇
円
)
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