
古
典
に
楽
し
ま
せ
る
学
習
指
導
の
試
み

ー
　
「
伊
勢
物
語
」
の
実
践
　
-

[
　
は
じ
め
に
　
　
生
徒
の
実
態
と
試
み
の
理
由

l
九
九
l
年
度
に
担
当
し
た
l
年
生
三
ク
ラ
ス
(
1
四
七
名
)
　
に
'

四
月
、
次
の
こ
と
を
尋
ね
た
。

。
古
典
が
好
き
か
'
嫌
い
か
'
理
由
も
含
め
で

。
な
ぜ
古
典
を
学
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。

結
果

。
好
き
と
答
え
た
生
徒
　
三
四
名

。
嫌
い
と
答
え
た
生
徒
　
二
三
名

約
八
割
の
生
徒
が
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
に
進
学
し
た
時
点
で
す

で
に
古
典
嫌
い
な
の
で
あ
る
。
教
壇
に
立
っ
た
ば
か
り
の
私
は
こ
の

よ
う
な
現
状
に
シ
ョ
ッ
ク
を
覚
え
た
。
嫌
い
な
理
由
と
し
て
生
徒
達

は
次
の
こ
と
を
あ
げ
た
。

。
言
葉
が
難
し
く
て
意
味
が
わ
か
ら
な
い

。
文
法
へ
文
学
史
、
冒
頭
文
な
ど
覚
え
る
こ
と
が
多
い
。

。
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
役
に
立
つ
と
は
思
え
な
い
。

。
昔
の
こ
と
を
知
る
の
に
は
日
本
史
だ
け
で
充
分

江
　
藤
　
結
　
花

整
理
し
て
み
る
と

。
言
語
に
対
す
る
抵
抗
が
あ
る
。

。
知
識
偏
重
に
対
す
る
抵
抗
が
あ
る
。

。
自
ら
の
生
活
と
直
接
に
結
び
つ
け
に
く
い
。

と
い
う
こ
と
が
生
徒
達
の
古
典
嫌
い
の
主
な
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
ら

が
古
典
の
内
容
に
触
れ
る
以
前
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
あ

ら
ゆ
る
場
面
で
受
身
的
な
立
場
に
立
た
さ
れ
へ
　
そ
の
こ
と
に
慣
れ

き
っ
て
い
る
生
徒
達
は
古
典
を
自
ら
と
か
け
は
な
れ
た
存
在
と
し
て

意
識
し
て
「
教
え
ら
れ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
」
「
自
分
に
は
苦
の

人
の
考
え
方
な
ん
て
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
」
と
恩
い
込
ん
で
い

る
面
が
あ
る
。

一
方
へ
好
き
な
理
由
と
し
て
は

。
簡
潔
な
文
章
の
中
に
複
雑
な
心
境
が
伺
え
る
。

。
独
特
の
リ
ズ
ム
や
言
葉
の
持
つ
優
し
い
響
き
が
好
き
だ
.

。
現
代
人
に
は
な
い
セ
ン
ス
を
感
じ
る

。
昔
の
人
の
生
き
方
へ
考
え
方
に
魅
か
れ
る

。
昔
の
人
は
何
に
感
動
L
へ
ど
う
感
じ
た
の
か
に
興
味
が
あ
る
。
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ま
た
そ
の
感
動
を
自
分
も
味
わ
え
た
時
に
喜
び
を
感
じ
る
。

。
自
分
な
り
に
解
釈
で
き
る
と
こ
ろ
へ
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
が
好

E
a
s
s

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
生
徒
達
は
古
典
の

。
過
去
に
生
き
た
人
々
の
想
い
や
生
き
方
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。

。
現
代
(
言
語
・
文
体
・
思
想
・
生
き
方
等
)
を
相
対
化
で
き
る
。

。
想
像
を
ふ
-
ら
ま
せ
な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
様
な
側
面
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
。
古
典
好
き
の
生

徒
達
は
'
古
典
の
文
化
的
価
値
を
と
ら
え
、
古
典
の
お
も
し
ろ
さ
を

実
感
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
好
き
だ
と
答
え
た
生
徒
達
は
'

相
当
高
い
段
階
に
お
い
て
内
容
把
握
が
で
き
て
い
る
と
も
い
え
る
。

ま
た
な
ぜ
学
ぶ
の
か
に
つ
い
て
は

。
大
学
受
験
の
た
め
。

。
日
本
古
来
の
文
化
を
継
承
し
て
い
く
た
め
。

。
温
故
知
新
。

と
答
え
て
い
る
。
大
学
受
験
の
た
め
仕
方
な
く
t
と
い
う
答
え
は
生

徒
の
本
音
で
あ
ろ
う
。
現
代
に
生
き
る
生
徒
に
と
っ
て
は
'
古
典
は

英
語
よ
り
も
難
し
い
教
科
で
あ
る
ら
し
い
。
英
単
語
テ
ス
ト
よ
り
古

文
単
語
テ
ス
ト
の
方
が
は
る
か
に
得
点
率
が
低
い
。
ま
た
合
理
的
へ

現
実
的
な
生
徒
達
は
'
自
分
に
と
っ
て
即
役
に
立
つ
か
へ
立
た
な
い

か
で
物
事
の
価
値
を
判
断
し
て
し
ま
う
面
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
生

徒
達
に
と
っ
て
は
「
古
典
は
嫌
い
だ
け
れ
ど
へ
入
試
に
必
要
だ
か
ら
へ

と
り
あ
え
ず
へ
　
言
わ
れ
た
こ
と
は
書
き
う
つ
し
て
覚
え
て
し
ま
お

う
。
」
と
考
え
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'

古
典
嫌
い
の
生
徒
達
は
、
古
典
そ
の
も
の
で
は
な
-
、
古
典
を
読
む

た
め
の
知
識
の
と
こ
ろ
で
ひ
っ
か
か
り
'
投
げ
出
し
て
い
る
様
に
患

わ
れ
る
。
古
典
好
き
の
生
徒
達
は
内
容
を
把
握
し
へ
　
そ
の
魅
力
を
問

題
に
し
て
い
る
。
内
容
の
お
も
し
ろ
さ
に
ふ
れ
た
時
、
「
お
も
し
ろ
く

な
い
。
」
「
嫌
い
。
」
と
拒
絶
ば
か
り
し
て
い
る
生
徒
の
意
識
も
少
し
は

変
化
す
る
の
で
は
な
い
か
。
で
き
る
だ
け
読
む
前
の
段
階
の
ひ
っ
か

か
り
を
解
消
す
る
手
だ
て
を
L
へ
内
容
の
お
も
し
ろ
さ
に
ふ
れ
さ
せ

味
わ
わ
せ
れ
ば
、
す
ん
な
り
古
典
の
世
界
に
は
い
っ
て
い
け
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
読
ん
で
み
た
い
な
へ
と
思
わ
せ
れ
ば
'
詳
し
く

読
む
た
め
に
言
語
的
知
識
の
必
要
性
を
自
ら
感
じ
へ
学
ぶ
意
欲
も
湧

い
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
年
生
の
段
階
で
'
一
度
で
も

「
古
典
っ
て
お
も
し
ろ
い
。
」
と
思
っ
て
欲
し
い
'
そ
し
て
一
人
で

も
古
典
嫌
い
の
生
徒
を
減
ら
し
た
い
と
患
い
以
下
の
よ
う
な
拙
い
試

み
を
行
っ
た
。

二
　
教
材
と
授
業
の
ね
ら
い

-
　
単
元
「
伊
勢
物
語
」
に
描
か
れ
た
愛
の
形

2
　
教
材
「
東
下
り
」
(
第
九
段
)

「
筒
井
筒
」
第
二
三
段
)

「
梓
弓
」
(
第
二
四
段
)

「
大
和
物
語
」
(
一
四
九
段
)

(
参
考
と
し
て
'
六
段
へ
十
二
段
へ
　
四
五
段
へ
六
十
段
を
プ
リ
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ン
ト
し
て
配
布
)

3
　
教
材
観

「
伊
勢
物
語
」
は
簡
潔
な
文
章
の
中
に
素
朴
で
美
し
い
人
間
の
真

情
が
描
か
れ
て
い
る
歌
物
語
で
あ
る
。
具
体
性
へ
個
別
性
が
限
り
な

-
薄
-
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
内
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

全
体
の
お
よ
そ
三
分
の
一
以
上
が
恋
愛
談
で
あ
る
が
'
男
女
の
心
の

動
き
と
高
ま
り
が
へ
そ
ぎ
お
と
さ
れ
た
文
責
に
よ
っ
て
強
く
読
み
手

に
迫
り
深
い
感
銘
を
あ
た
え
る
。
ま
た
行
間
を
読
み
こ
み
ち
想
像
し
'

自
由
に
作
品
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
の
で
き
る
作
品
で
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
特
色
に
よ
っ
て
へ
古
来
よ
り
多
-
の
人
々
に
愛
さ
れ
親
し

ま
れ
'
多
-
の
文
学
や
芸
術
に
影
響
を
与
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
考

え
る
。

4
　
教
材
と
し
て
の
価
値

比
較
的
平
易
な
語
へ
　
l
話
完
結
の
形
式
な
の
で
言
語
的
抵
抗
を
あ

ま
り
感
じ
さ
せ
な
い
作
品
で
あ
る
。
簡
潔
素
朴
な
文
章
で
あ
る
為
へ

書
か
れ
て
い
な
い
部
分
を
自
分
な
り
に
想
像
し
'
読
み
を
創
造
す
る

楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
常
に
受
身
の
生
徒
達
に
も
自
ら

の
想
像
力
を
働
か
せ
て
積
極
的
に
作
品
を
読
む
楽
し
さ
を
感
じ
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
い
ず
れ
も
男
女
の

愛
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
年
代
の
生
徒
達
は
恋
愛
に
関
心
を
持
っ

て
い
る
の
で
'
興
味
を
持
っ
て
作
品
を
読
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
'
生
徒
達
の
考
え
て
い
る
「
変
」
は
非
常
に
軽
い
。
言
葉
や

イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
先
行
し
へ
そ
の
雰
囲
気
を
楽
し
ん
で
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
そ
ん
な
生
徒
達
に
本
当
に
人
を
変
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
ま
た
自
ら
の
愛
に
対
す
る
考
え
を
深
め
る
き
っ
か
け
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
t
と
考
え
た
。
特
に
二
三
段
、
二
四
段
に

措
か
れ
た
女
性
の
愛
に
生
き
る
姿
は
生
徒
達
に
驚
き
や
感
動
を
与
え

る
に
違
い
な
い
。
現
代
に
生
き
る
女
性
と
の
違
い
や
'
自
分
達
の
心

の
中
に
も
流
れ
て
い
る
「
伊
勢
物
語
」
の
女
性
達
と
の
共
通
の
感
情

を
発
見
し
'
千
年
も
の
時
を
超
え
て
'
想
い
を
共
有
で
き
る
古
典
に

魅
力
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
伊
勢
物
語
は
こ
の
よ
う
に

様
々
な
可
能
性
を
含
ん
だ
魅
力
的
な
教
材
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

5
　
授
業
の
ね
ら
い
と
単
元
の
目
標

古
典
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。

そ
の
た
め
に

。
魅
力
あ
る
作
品
に
よ
る
内
容
把
握
を
中
心
と
し
た
授
業
を
試
み

る
。
(
原
文
の
ま
ま
味
わ
わ
せ
る
。
言
語
的
事
柄
を
円
班
低
限
に

絞
っ
て
指
導
す
る
。
登
場
人
物
の
心
情
を
想
像
さ
せ
自
由
に
発

言
さ
せ
る
。
)

。
生
徒
が
主
体
的
に
作
品
を
読
み
味
わ
え
る
工
夫
を
す
る
。
(
レ

ポ
ー
ト
集
制
作
)
を
試
み
た
。

そ
の
た
め
の
単
元
目
標
と
し
て

。
真
実
の
愛
に
生
き
よ
う
と
す
る
人
間
の
姿
を
読
み
と
り
'
自
ら

の
愛
に
対
す
る
思
い
を
深
め
さ
せ
る
。
・
人
物
の
心
情
を
想
像

力
豊
か
に
読
み
と
り
作
品
の
世
界
に
浸
り
'
古
典
を
読
む
楽
し
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さ
を
味
わ
わ
せ
る
。

を
設
定
し
た
。

三
　
授
業
の
実
際

眉
配
i
l
l

第
一
次

第
二
次

第
三
次

第
四
次

指
導
案

東
下
り
　
(
一
斉
授
業
)

筒
井
筒
　
(
l
斉
授
業
)

筒
井
筒
と
大
和
物
語
の
比
較

梓
弓
　
　
(
一
斉
授
業
)

レ
ポ
ー
ト
制
作
(
個
別
作
業
)

。
教
材
「
東
下
り
」

。
指
導
目
標

・
旅
の
困
難
さ
と
そ
れ
に
伴
う
望
郷
の
想
い
を
読
み
と
ら
せ
る
。

・
都
に
残
し
た
愛
す
る
女
性
へ
の
切
実
な
想
い
を
和
歌
を
中
心

に
読
み
と
ら
せ
る
。

。
展
開

・
男
が
あ
づ
ま
へ
下
っ
た
理
由
を
押
さ
え
る
。

・
当
時
の
旅
の
困
難
さ
を
想
像
さ
せ
る
。
ま
た
男
の
旅
は
ど
う

だ
っ
た
か
を
押
さ
え
そ
の
心
情
を
想
像
さ
せ
る
。

・
国
ご
と
に
何
を
見
、
ど
う
感
じ
へ
　
ど
う
し
た
か
を
整
理
し
な

が
ら
読
ま
せ
る
。

・
男
に
と
っ
て
「
旅
の
心
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
「
か
き

つ
ば
た
-
」
の
歌
の
主
題
を
明
ら
か
に
し
男
の
妻
へ
の
想
い

を
読
み
と
ら
せ
る
。

・
「
わ
ぶ
」
「
も
の
わ
び
し
」
の
押
さ
え

・
「
名
に
し
負
は
ば
-
」
　
の
歌
か
ら
男
の
切
実
な
気
持
ち
を
読

み
と
ら
せ
る
。

。
板
雷血

相
蒜も

仙tT .令笛 朝 鮮
▲〇′′揮 凋
i,ドA ,

t わ夏早 鋸

*
, l

貫目 完 特 需

..詛l ^
ド
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。
教
材
「
筒
井
筒
」

。
指
導
目
標

・
幼
な
な
じ
み
の
二
人
の
活
純
な
恋
を
読
み
と
ら
せ
る
。

・
一
途
で
献
身
的
な
女
の
愛
を
読
み
と
ら
せ
愛
に
つ
い
て
恩
い

を
深
め
さ
せ
る
。

。
展
開

・
第
7
段
落
に
お
け
る
男
と
女
の
関
係
を
お
さ
え
る
.

・
女
の
強
い
思
い
が
ど
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
確
認
す
る
。

・
歌
に
こ
め
ら
れ
た
二
人
の
心
情
と
そ
れ
ぞ
れ
の
人
柄
を
想
像

さ
せ
る
。

・
第
二
段
落
に
お
け
る
二
人
の
行
動
と
心
情
を
整
理
す
る
。

・
当
時
の
結
婚
形
態
を
確
認
す
る
。

・
二
人
の
心
情
を
想
像
さ
せ
る
。

・
和
歌
に
よ
み
こ
ま
れ
た
女
の
心
情
を
読
み
と
ら
せ
る
。

・
男
が
再
び
女
の
も
と
へ
戻
っ
た
理
由
を
考
え
さ
せ
る
。

・
「
か
な
し
」
　
の
押
さ
え
。

・
男
と
女
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ど
う
お
も
っ
た
か
。
ま
た
こ

の
段
に
描
か
れ
て
い
る
愛
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
。
自
由
に

意
見
を
発
表
さ
せ
る
。
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。
教
材
「
筒
井
筒
」
「
大
和
物
語
」
(
1
四
九
段
)

・
指
導
目
標

・
一
四
九
段
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
伊
勢
物
語
の
特
色
を

実
感
さ
せ
る
。

。
展
開

・
口
語
訳
つ
き
の
大
和
物
語
を
読
む

・
伊
勢
物
語
と
違
う
と
恩
わ
れ
る
部
分
に
線
を
ひ
か
せ
る
。

・
次
の
項
目
に
し
た
が
っ
て
比
較
し
整
理
す
る
。

・
男
が
河
内
へ
行
っ
た
理
由

・
女
の
態
度
、
心
情

・
女
の
態
度
を
男
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

・
男
が
河
内
へ
い
か
な
く
な
っ
た
理
由
。

・
女
に
つ
い
て
ど
う
患
う
か
。

・
表
現
の
違
い
。

・
読
者
に
与
え
る
影
響

。
伊
勢
物
語
の
特
色
を
整
理
す
る
。

・
簡
潔
な
文
章
で
あ
る
の
で
想
像
し
な
が
ら
作
品
を
味
わ
え
る

・
歌
が
重
要
な
役
割
を
は
た
す
。

・
文
芸
性
に
富
む
。

。
板
書

∬
す
け
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。
教
材
「
梓
弓
」

。
指
導
目
標

・
歌
に
こ
め
ら
れ
た
二
人
の
心
情
と
ど
う
い
う
気
持
ち
で
歌
を

詠
み
へ
相
手
の
歌
を
聞
い
た
時
ど
の
よ
う
に
想
っ
た
か
。
想

像
さ
せ
な
が
ら
読
ま
せ
る
。

・
男
と
女
の
真
実
の
愛
に
生
き
よ
う
と
す
る
葛
藤
を
読
み
と
ら

せ
'
時
と
し
て
悲
劇
に
も
な
り
得
る
愛
の
奥
深
さ
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
る
。

。
展
開

・
三
年
間
へ
夫
を
待
ち
続
け
て
い
た
女
の
心
情
を
想
像
さ
せ
る
。

・
待
ち
わ
ぶ
の
押
さ
え

・
「
あ
け
で
」
の
女
の
気
持
ち
を
想
像
さ
せ
る
。

・
歌
に
こ
め
ら
れ
た
気
持
ち
を
押
さ
え
る

・
ど
う
い
う
気
持
ち
か
ら
そ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
か
。

・
お
さ
え
て
い
た
女
の
感
情
は
何
を
き
っ
か
け
に
流
れ
だ
し
た

の
か
。

・
か
な
し
の
押
さ
え

・
指
の
血
で
書
き
残
し
た
「
あ
ひ
恩
は
で
」
の
歌
に
は
女
の
ど

の
よ
う
な
感
情
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
。
・
女
は
何
を
考
え

な
が
ら
死
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
、
想
像
さ
せ
る
。

・
悲
劇
を
う
み
だ
し
た
原
因
を
考
え
さ
せ
る
。

・
梓
弓
の
女
性
の
愛
に
つ
い
て
ど
う
恩
う
か
'
自
由
に
発
言
さ

せ
る
。



四
　
レ
ポ
ー
ト
集
制
作
に
つ
い
て

T
斉
授
業
終
了
後
へ
課
題
を
設
定
し
'
レ
ポ
ー
ト
集
を
制
作
し
た
。

浮
橋
康
彦
先
生
が
「
古
典
を
主
体
的
に
楽
し
-
学
習
さ
せ
る
た
め
に
」

実
践
さ
れ
た
「
リ
レ
ー
小
説
梓
弓
」
を
ヒ
ン
ト
に
創
作
文
の
課
題
を

設
定
し
た
。
創
作
の
他
に
も
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
合
計
八
つ
の
課

題
を
設
定
し
た
.

(
観
点
)

⑤
　
「
伊
勢
物
語
」
と
い
う
作
品
を
生
徒
自
身
に
と
ら
え
な
お
さ
せ

る
課
題

⑥
　
平
安
時
代
に
生
き
る
女
性
の
姿
や
愛
の
形
が
現
代
に
生
湾
る
自

分
達
の
心
の
中
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
違
っ
て
い
る
と

こ
ろ
は
ど
こ
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
在
り
方
や
現
代

を
問
い
直
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
つ
く
る
課
題
。

⑥
　
「
伊
勢
物
語
」
学
習
終
了
後
の
愛
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を

整
理
さ
せ
る
課
題

⑤
　
筒
井
筒
と
梓
弓
の
比
較

⑥
　
伊
勢
物
語
に
描
か
れ
た
愛
の

形
に
つ
い
て
E
心
う
こ
と

⑦
　
伊
勢
物
語
に
描
か
れ
た
愛
の

形
と
共
通
し
た
他
作
品
を
さ
が

し
比
較
す
る

⑧
　
伊
勢
物
語
の
学
習
に
よ
っ
て

愛
に
対
す
る
考
え
方
に
変
化
は

あ
っ
た
か
。
今
考
え
て
い
る
愛

に
つ
い
て
書
き
な
さ
い

(
課
題
)

①
　
筒
井
筒
の
物
語
化

②
　
梓
弓
の
物
語
化

③
　
伊
勢
物
語
に
お
け
る
歌
と
本

文
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

④
　
筒
井
筒
と
大
和
物
語
の
比
較

(
観
点
)

(
S
/
A
.
o
J

④
⑤
⑥

㊨㊨

(
選
択
し
た
人
数
)

2
9
名

2
5
名

2
名

1
4
名

書
く
に
あ
た
っ
て
の
指
導
は
'
ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い
。
参
考

と
し
て
「
リ
レ
ー
小
説
梓
弓
」
を
読
ん
だ
。
生
徒
達
は
「
す
ご
い
」
「
お

も
し
ろ
い
」
と
湧
き
書
く
意
欲
を
も
っ
た
よ
う
だ
。
書
け
な
い
と
い

う
生
徒
に
対
し
て
は
個
別
に
指
導
し
た
。

五
　
生
徒
作
品
例
と
考
察

-
　
考
察
の
観
点

次
の
二
点
の
観
点
で
課
題
①
②
を
考
察
し
、
生
徒
達
が
古
典
に
ど

の
よ
う
な
親
し
み
方
を
し
た
か
考
え
て
み
た
い
。

A
　
生
徒
達
は
作
品
の
ど
こ
に
魅
か
れ
、
ど
の
よ
う
に
膨
ら
ま
せ

て
読
ん
だ
か
。

B
　
伊
勢
物
語
の
女
性
が
生
徒
達
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
再
現
さ

れ
へ
ど
の
よ
う
に
生
徒
達
の
心
に
生
き
て
い
た
か
。
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2
　
生
徒
作
品
例

番
号
②
　
君
津
版
「
梓
弓
物
語
」

昔
か
ら
'
い
ろ
い
ろ
な
愛
の
形
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し

て
愛
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
よ
り
多
-
の
悲
し
み
が
生
ま
れ
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
私
が
そ
の
こ
と
を
強
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
'
私
の
住
ん
で
い
る
こ
の
村
に
あ
る
1
つ
の
岩
に
ま
つ
わ
る
物
語

を
聞
い
た
と
き
か
ら
で
す
。
そ
の
岩
に
は
'
血
で
書
か
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
歌
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

～
あ
ひ
恩
は
で
　
離
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
め
か
ね

我
が
身
は
今
ぞ
消
え
果
て
ぬ
め
る
～

今
か
ら
へ
　
こ
の
悲
し
い
歌
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
し
た
い
と
患
い
ま

す
-
-
0

昔
へ
と
て
も
誠
実
な
男
と
へ
　
そ
の
男
を
心
か
ら
愛
し
て
い
る
美
し

い
女
と
が
田
畑
し
か
な
い
こ
の
村
の
山
奥
に
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て

い
た
そ
う
で
す
。
二
人
は
と
て
も
幸
せ
で
お
互
い
を
こ
の
上
な
く
大

切
に
し
合
い
へ
本
当
に
こ
ん
な
に
も
幸
せ
で
良
い
も
の
だ
ろ
う
か
と

悩
む
ほ
ど
で
し
た
。

し
か
し
'
あ
る
日
男
は
宮
中
に
仕
え
る
た
め
に
女
と
離
れ
て
暮
ら

さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
男
が
女
と
の
別
れ
を
惜
し

み
な
が
ら
村
を
去
っ
た
後
へ
女
は
毎
晩
毎
晩
男
の
こ
と
を
思
い
泣
い

て
暮
ら
し
た
そ
う
で
す
。
女
が
一
日
千
秋
の
恩
い
で
男
の
帰
り
を
待

ち
わ
び
て
い
る
問
に
三
年
の
年
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
頃
に
な
る

と
'
男
手
の
な
い
女
の
家
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
親
切
に
世
話
し
て
く

れ
て
い
た
男
が
'

「
三
年
も
手
紙
一
つ
よ
こ
さ
な
い
よ
う
な
男
と
は
別
れ
へ
私
と
共

に
暮
ら
し
ま
せ
ん
か
。
必
ず
幸
せ
に
し
ま
す
。
」

と
毎
日
の
よ
う
に
言
い
寄
っ
て
き
た
の
で
す
。
女
は
'
自
分
の
夫
を

悪
く
言
う
こ
と
に
反
発
し
な
が
ら
も
、
そ
の
男
か
ら
の
愛
を
感
じ
へ

と
う
と
う
あ
る
日
へ

「
今
夜
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。
」

と
約
束
を
し
た
の
で
す
。
女
は
そ
の
日
へ
家
の
こ
と
も
手
に
つ
か
ず
'

一
人
で
山
を
眺
め
な
が
ら
へ
小
鳥
の
さ
え
ず
り
に
耳
を
傾
け
て
い
ま

し
た
。さ

て
夜
も
更
け
た
頃
へ
戸
を
た
た
く
人
が
い
ま
す
。

『
と
う
と
う
釆
た
わ
.
』
と
女
は
思
い
へ
　
戸
口
へ
と
か
け
寄
り
ま

し
た
。
一
す
る
と

「
戸
を
開
け
て
下
さ
い
。
」

と
う
れ
し
さ
に
震
え
た
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

女
は
へ
　
こ
の
声
は
自
分
が
三
年
間
待
ち
こ
が
れ
て
い
た
愛
す
る
夫

の
声
だ
。
と
恩
い
'
高
な
る
胸
を
お
さ
え
な
が
ら
す
ぐ
戸
口
に
手
を

か
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
'
女
は
自
分
が
今
夜
他
の
男
と
会
う
約
束
を
し
て
い
た
こ

と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
女
は
'
胸
が
は
り
さ
け
る
よ
う
な
患
い
で

男
に
対
し
て
'
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
の
で
す
。

～
あ
ら
た
ま
の
　
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て

た
だ
今
宵
こ
そ
　
に
ひ
ま
く
ら
す
れ
～

II　　∴i!.;。'J)

こ
れ
を
聞
い
た
男
は
'
例
え
よ
う
の
な
い
ほ
ど
深
く
傷
つ
き
、
自

分
が
心
か
ら
愛
し
た
女
の
幸
せ
を
願
い
へ
　
そ
し
て
共
に
暮
ら
し
た
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日
々
を
思
い
な
が
ら

～
梓
弓
ま
る
槻
弓
年
を
経
て

我
が
せ
L
が
ご
と
　
う
る
わ
し
み
せ
よ
～

長
年
の
問
へ
私
が
し
て
き
た
よ
う
に
こ
れ
か
ら
は
新
し
い

人
を
愛
し
ん
で
暮
ら
し
な
さ
い
。

と
い
う
歌
を
残
し
へ
家
に
背
を
む
け
た
の
で
す
。
そ
の
歌
を
聞
い
た

女
は
自
分
の
胸
に
潜
ん
で
い
た
夫
へ
の
深
い
愛
に
気
づ
き
'

～
梓
弓
引
け
ど
引
か
ね
ど
昔
よ
り

心
は
君
に
よ
り
に
し
も
の
を
-

(
:
:
;
i
.
I
.
l
i
t
)
'
,
H
A
.
i
.
,
;
,
)
,
;
蝣
.
i
i
.
,
・
・
・
,
;
・

;
;
'
蝣
蝣
蝣
.
>
!
・
.
:
蝣
・
>
:
・
,
"
.
∵
二
一

と
歌
を
詠
み
へ
自
分
の
心
は
い
つ
も
あ
な
た
の
も
と
に
あ
っ
た
の
だ
。

と
い
う
こ
と
を
告
げ
た
け
れ
ど
へ
男
は
傷
つ
い
た
暗
い
心
を
ひ
き
ず

り
な
が
ら
へ
真
っ
暗
な
夜
道
を
去
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
女
は
'
息

が
で
き
な
い
ほ
ど
へ
胸
が
は
り
さ
け
そ
う
な
は
ど
辛
い
恩
い
で
'
わ

ら
じ
も
は
か
ず
に
家
を
飛
び
出
し
'
男
の
後
を
迫
っ
た
の
で
す
。
そ

の
頃
は
'
明
か
り
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
く
、
わ
ず
か
に
も
れ
る
月
明

か
り
の
み
を
頼
り
に
、
女
は
無
我
夢
中
で
男
の
姿
を
月
明
か
り
に
見

出
そ
う
と
し
ま
し
た
.
足
に
は
血
が
渉
み
ち
目
か
ら
は
女
の
押
さ
え

る
こ
と
の
で
き
な
い
愛
を
物
語
る
よ
う
に
大
粒
の
涙
が
バ
ラ
バ
ラ
と

落
ち
て
い
き
ま
し
た
。
ど
の
く
ら
い
走
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
女
は
強

い
目
ま
い
を
感
じ
へ
そ
の
場
に
倒
れ
伏
し
ま
し
た
。
側
に
は
清
水
が

わ
き
出
て
い
ま
し
た
が
'
女
は
そ
れ
を
飲
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。

女
は
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
水
も
飲
め
な
い
ほ
ど
疲
れ
て
い
る
自
分
の

体
と
'
海
よ
り
も
探
-
傷
つ
い
て
い
る
自
分
の
心
に
命
の
火
が
消
え

か
け
て
い
る
の
を
悟
り
ま
し
た
。
そ
し
て
へ
男
と
結
婚
の
約
束
を
交

わ
し
た
と
き
に
し
た
指
切
り
を
思
い
出
し
へ
そ
の
小
指
を
か
み
へ
そ

の
血
で
自
分
が
横
た
わ
っ
て
い
る
岩
に
こ
う
書
き
つ
け
た
の
で
す
。

～
あ
ひ
恩
は
で
離
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
め
か
ね

我
が
身
は
今
ぞ
消
え
果
て
ぬ
め
る
～

・
.
'
I
'
I
I
I

.

.
I
;
:
,
'
I
<
I
I

書
き
終
え
た
女
は
、
愛
す
る
男
と
暮
ら
し
た
夢
の
よ
う
だ
っ
た

日
々
を
恩
い
な
が
ら
へ
深
い
深
い
眠
り
に
つ
い
た
そ
う
で
す
。
女
の

亡
骸
の
横
で
清
水
は
、
女
の
決
し
て
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
愛
を
象
徴

す
る
か
の
よ
う
に
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て

そ
の
流
れ
は
今
も
絶
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
う
き
っ
と
こ
の
村
に
残
さ
れ
た
岩
は
へ
こ
の
物
語
の
中
の
自

分
の
愛
を
貫
い
た
女
と
共
に
多
く
の
人
々
に
本
当
の
愛
と
は
何
な
の

か
を
問
い
か
け
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
っ
て
い
ま
す
。
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3

　

考

察

A
　
こ
の
生
徒
は
「
梓
弓
」
か
ら
愛
の
悲
し
さ
を
詠
み
と
り
そ
こ
に

心
魅
か
れ
て
創
作
を
行
っ
て
い
る
。
宮
仕
え
に
行
っ
た
ま
ま
三
年

も
の
間
、
音
沙
汰
な
し
の
夫
を
待
つ
女
の
様
子
を
「
毎
晩
毎
晩
へ

男
の
こ
と
を
思
い
泣
い
て
暮
ら
し
た
そ
う
で
す
。
」
「
一
日
千
秋
の

思
い
で
男
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
た
」
と
描
い
て
い
る
。
ま
た
歌
を

詠
み
か
わ
す
場
面
で
の
二
人
の
心
情
は
、
「
胸
が
は
り
さ
け
る
よ
う

な
思
い
」
で
あ
っ
た
り
'
「
例
え
よ
う
の
な
い
ほ
ど
深
く
傷
つ
い
た
」

思
い
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
へ
　
つ
ら
く
悲
し
い
心
情
を

想
像
し
て
書
き
加
え
て
い
る
。
「
女
い
と
か
な
し
く
て
へ
し
り
に
た

ち
て
迫
ひ
ゆ
け
ど
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
女
の
心
情
や
夫
を
迫
っ

て
い
る
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
読
ん
で
い
る
。
「
息
が
で
き
な
い

ほ
ど
胸
が
は
り
さ
け
そ
う
な
は
ど
辛
い
思
い
」
で
夜
道
を
血
を
渉

ま
せ
涙
を
流
し
な
が
ら
走
る
女
の
姿
は
も
の
哀
し
い
。
ま
た
「
あ

ひ
恩
は
で
離
れ
ぬ
人
を
と
ど
め
か
ね
我
が
身
は
今
ぞ
消
え
は
て
ぬ

め
る
と
書
き
て
」
と
「
そ
こ
に
い
た
づ
ら
に
な
り
に
け
り
」
の
間

を
想
像
し
て
書
い
て
い
る
。
前
半
は
女
の
つ
ら
く
悲
し
い
心
情
を

中
心
に
書
い
て
い
た
が
死
ぬ
時
の
心
境
は
「
書
き
終
え
た
女
は
愛

す
る
男
と
の
夢
の
よ
う
だ
っ
た
日
々
を
思
い
な
が
ら
深
い
深
い
眠

り
に
つ
い
た
そ
う
で
す
。
」
と
自
分
の
想
い
を
書
き
残
し
愛
を
成

就
し
終
え
た
後
の
女
の
心
境
を
安
ら
か
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い

る
。
こ
の
生
徒
は
「
梓
弓
」
の
女
の
生
き
方
に
共
感
し
心
を
打
た

れ
、
そ
し
て
へ
女
の
愛
を
買
く
姿
に
貴
さ
を
見
出
し
へ
悲
し
い
だ

け
の
物
語
に
終
わ
ら
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
女
の
亡

骸
の
桟
で
清
水
は
女
の
決
し
て
枯
れ
る
こ
と
の
な
い
愛
を
象
徴
す

る
か
の
よ
う
に
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
し

て
そ
の
流
れ
は
今
も
絶
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
　
の
部
分
は

全
-
の
創
作
で
あ
る
。
「
い
た
づ
ら
に
な
り
に
け
り
」
の
後
に
創
作

を
加
え
た
生
徒
は
多
か
っ
た
。
例
え
ば
「
空
に
は
幾
位
も
の
星
と

青
い
月
と
が
ぼ
ん
や
り
輝
き
そ
の
間
を
何
か
を
迫
っ
て
い
く
か
の

よ
う
に
〓
肋
の
流
れ
星
が
走
る
の
で
あ
っ
た
。
」
「
夕
暮
れ
は
も
は

や
夕
闇
に
か
わ
り
辺
り
に
は
清
水
の
汚
れ
な
き
清
ら
か
な
流
れ
の

音
が
寂
し
げ
に
響
き
渡
っ
て
い
た
。
」
な
ど
美
し
く
し
め
く
く
ろ

う
と
し
て
い
る
。
生
徒
達
は
課
題
⑤
⑥
を
分
析
す
る
と
「
梓
弓
」

を
「
純
粋
で
深
い
愛
」
「
哀
し
-
切
な
い
愛
」
と
受
け
と
め
て
い
る
。

「
そ
こ
に
い
た
づ
ら
に
な
り
に
け
り
」
と
は
'
あ
ま
り
に
あ
わ
れ

な
終
わ
り
方
で
あ
る
。
純
粋
な
変
と
女
の
姿
に
ふ
さ
わ
し
く
美
し

い
ラ
ス
ト
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
括
か
れ

て
い
る
哀
し
-
も
美
し
い
心
情
に
深
く
感
銘
を
う
け
て
い
る
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

B
　
こ
の
生
徒
は
梓
弓
の
女
を
哀
れ
な
女
へ
哀
し
い
愛
に
生
き
た
女

と
と
ら
え
る
だ
け
で
な
く
、
愛
に
生
き
た
こ
と
で
強
さ
や
貴
さ
を

持
っ
た
女
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
田
心
わ
れ
る
。
ま
た
「
自
分
の
愛

を
買
い
た
女
」
「
本
当
の
愛
と
は
何
な
の
か
を
問
い
か
け
て
く
れ
る

存
在
」
と
評
価
し
て
い
る
。
課
題
⑧
を
選
択
し
た
生
徒
の
中
に
は

「
最
近
は
　
〝
純
愛
″
　
っ
て
い
う
の
が
流
行
っ
て
る
け
ど
'
い
く
ら

そ
の
人
が
好
き
で
も
「
梓
弓
」
に
で
て
き
た
女
の
人
の
よ
う
に
死

に
よ
っ
て
愛
を
貰
-
人
は
い
ま
せ
ん
。
昔
の
人
は
何
事
に
も
一
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生
懸
命
で
そ
う
い
う
所
を
今
の
人
は
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

想
い
ま
し
た
。
」
と
い
う
意
見
を
も
っ
た
生
徒
や
「
私
は
ま
だ
こ

こ
ま
で
一
人
の
男
を
愛
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
本
当
の
愛
な
ん
て

わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
き
っ
と
こ
ん
な
一
途
な
変
を
本
当
の
変
っ
て

い
う
の
だ
と
思
っ
た
。
い
つ
か
人
を
愛
す
る
と
き
は
こ
ん
な
愛
し

方
が
で
き
た
ら
最
高
だ
と
思
う
。
」
と
書
い
た
生
徒
が
い
た
。
梓

弓
の
女
は
現
代
の
生
徒
達
に
本
当
の
愛
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
る

き
っ
か
け
を
与
え
た
。
こ
の
生
徒
の
心
の
中
に
も
「
本
当
の
愛
と

は
何
な
の
か
を
問
い
か
け
る
存
在
」
と
し
て
梓
弓
の
女
は
生
き
つ

づ
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
　
反
省
及
び
今
後
の
課
題

-
　
古
典
に
親
し
ま
せ
る
と
い
う
目
標
で
授
業
を
行
っ
た
が
作
品
の

持
つ
力
に
助
け
ら
れ
生
徒
の
反
応
は
活
発
で
あ
っ
た
と
思
う
。
し

か
し
そ
こ
か
ら
踏
み
だ
し
て
よ
り
深
く
作
品
を
味
わ
う
と
い
う
と

こ
ろ
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
発
問
や
手
引
を
工
夫
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
言
語
事
項
と
内
容
を
か
か
わ
ら
せ
て
い
く
こ
と
を
考

え
て
い
き
た
い
。

2
　
レ
ポ
ー
ト
集
を
製
本
し
て
活
足
し
て
し
ま
っ
た
。
レ
ポ
ー
ト
集

を
活
用
し
て
生
徒
達
の
読
み
を
深
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

3
　
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
に
あ
た
っ
て
の
手
引
が
必
要
で
あ
る
。
口
語

訳
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
や
原
典
と
著
し
く
趣
が
異
な
っ
て
し

ま
っ
た
作
品
が
あ
っ
た
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
一
度
作
品
を

と
ら
え
直
し
考
え
を
深
め
て
い
-
こ
と
の
で
き
る
工
夫
を
考
え
な

-
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
課
題
設
定
が
甘
か
っ
た
。
例
え
ば
③
伊

勢
物
語
に
お
け
る
歌
と
本
文
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
と
い
う
課

題
は
テ
ー
マ
が
大
き
す
ぎ
て
難
し
い
.
選
択
し
た
生
徒
は
わ
ず
か

二
名
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
絞
っ
た
課
題
を
設
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

生
徒
達
は
こ
の
試
み
を
通
し
て
少
し
は
古
典
に
親
し
ん
で
く
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
へ
何
人
か
の
生
徒
が
「
伊
勢
物
語
」
を
読

ん
だ
と
伝
え
て
く
れ
た
こ
と
へ
　
こ
の
報
告
を
書
く
に
あ
た
っ
て
学
校

で
レ
ポ
ー
ト
集
を
読
ん
で
い
る
と
'
今
は
三
年
生
に
な
っ
た
生
徒
達

が
「
懐
か
し
い
。
私
達
が
書
い
た
ん
よ
ね
。
」
と
よ
っ
て
き
て
話
が

は
ず
ん
だ
こ
と
が
救
い
で
あ
る
。

古
文
-
暗
記
-
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
意
識
を
も
た
せ
ず
'
古
文
に

親
し
ま
せ
、
読
み
を
深
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
き
方
を

深
め
る
こ
と
の
で
き
る
授
業
を
E
H
指
し
て
努
力
し
て
い
き
た
い
。

(
安
田
女
子
高
等
学
校
)
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資
料
①

伊
勢
物
語
を
読
み
へ
ま
ず
驚
い
た
事
は
登
場
人
物
の
純
真
さ
と
1

途
な
変
で
す
。
現
代
の
愛
と
違
い
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

筒
井
筒
で
幼
い
頃
、
一
緒
に
遊
ん
で
き
た
男
女
が
年
頃
に
な
る
と
恥

ず
か
し
-
な
る
所
な
ん
て
今
と
変
わ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
違
い
が

あ
る
の
で
は
と
恩
う
部
分
は
夫
が
別
の
女
の
も
と
へ
通
い
だ
し
て
も

女
は
嫉
妬
す
る
様
子
も
無
く
へ
夫
の
身
を
心
配
す
る
姿
で
す
。
こ
の

様
な
女
性
は
今
で
は
少
な
い
の
で
は
-
と
思
い
ま
す
。
梓
弓
で
は
、

女
は
自
分
の
意
志
で
死
ぬ
事
に
よ
っ
て
l
番
大
切
な
物
を
守
り
通
し

た
と
思
う
L
t
男
の
方
も
自
分
の
愛
を
犠
牲
に
'
愛
す
る
人
の
幸
せ

を
願
う
な
ん
て
'
と
て
も
深
い
愛
だ
と
思
い
ま
す
o
　
こ
ん
な
愛
の
形

も
あ
る
の
だ
と
感
動
し
ま
し
た
。

現
代
の
愛
も
素
暗
し
い
と
思
う
け
ど
私
は
伊
勢
物
語
に
見
ら
れ
る

質
朴
で
l
途
な
変
し
方
が
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
.

資料'cN

愛
に
つ
い
て

愛
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
り
ま
す
が
'
ど
れ
も
こ
れ
も
昔
か

ら
姿
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま

し
た
。よ

-
ド
ラ
マ
で
題
材
と
さ
れ
る
愛
の
形
で
最
も
多
く
へ
ま
た
へ
　
最

も
美
し
い
と
さ
れ
る
の
が
'
女
の
自
己
犠
牲
で
す
。
男
の
た
め
に
死

ん
だ
り
'
身
代
わ
り
に
な
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
り
'
赤
ち
ゃ
ん
を
堕
ろ

し
た
り
。
ど
れ
も
筒
井
筒
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
恩
い
ま
す
。

報
い
を
求
め
ず
'
尽
-
す
の
が
日
本
の
愛
で
す
。
し
か
し
、
自
分

の
身
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
愛
は
'
本
当
の
愛
で
は
な
い
と
恩
う
の
で

す
。
そ
れ
に
へ
女
性
の
自
己
犠
牲
を
美
し
い
と
思
え
る
日
本
人
の
感

覚
は
'
間
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

現
代
と
い
う
社
会
に
ミ
ツ
グ
君
(
ち
ょ
っ
と
古
い
け
れ
ど
)
と
か

ア
ッ
シ
ー
君
と
か
い
ま
し
た
よ
ね
。
そ
う
い
う
の
っ
て
'
今
ま
で
女

が
男
に
尽
-
す
社
会
が
続
い
て
い
た
の
だ
か
ら
へ
当
然
の
存
在
で
は

な
い
か
な
ぁ
-
0

ち
ょ
っ
と
大
げ
さ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
'
女
性
差
別
っ
て

い
う
の
は
、
女
性
の
自
己
犠
牲
の
信
念
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い

で
す
か
。



資
料
③

筒
井
筒
も
大
和
物
語
も
'
も
と
を
た
だ
せ
ば
た
だ
の
メ
ロ
ド
ラ
マ

で
あ
る
。

男
と
女
が
一
緒
に
な
り
、
女
の
財
力
が
な
く
な
る
。
そ
し
た
ら
男

は
他
に
走
る
。
と
こ
ろ
が
男
は
女
の
真
実
の
愛
に
ふ
れ
へ
帰
っ
て
く

る
。ざ

っ
と
筋
は
こ
ん
な
も
ん
で
あ
る
。
し
か
し
出
来
上
が
る
と
'
す

ご
い
差
が
生
じ
る
。
ま
ず
へ
男
と
女
の
姿
か
た
ち
へ
生
い
た
ち
。
筒

井
筒
は
さ
ら
っ
と
流
し
て
い
る
の
に
対
し
'
大
和
物
語
に
は
'
け
っ

こ
う
書
い
て
あ
る
。
〝
顔
か
た
ち
い
と
清
ら
か
な
り
″
　
と
か
何
と
か
。

ど
の
程
度
美
人
か
は
'
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
か
ね
る
が
'
ま
あ
美
人
と

い
う
ん
だ
か
ら
美
人
な
ん
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
へ
美
人
の
方
が
耐
え
る

姿
も
サ
マ
に
な
る
と
い
う
も
の
だ
。

男
が
浮
気
を
は
じ
め
る
動
機
に
つ
い
て
も
'
少
々
の
差
異
が
あ
る
。

筒
井
筒
に
は
'
女
が
貧
し
く
な
っ
た
か
ら
へ
た
だ
そ
れ
だ
け
。

男
の
キ
モ
チ
も
何
も
あ
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
'
大

和
物
語
は
'
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
て
い
た
の
だ
が
と
か
何
と
か
色
々
へ

言
い
わ
け
じ
み
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
言
い
わ
け
は
良
く
な
い
。

言
い
す
ぎ
る
と
ウ
ソ
く
さ
い
。
と
こ
ろ
が
へ
筒
井
筒
の
よ
う
に
サ
ラ
ッ

と
浮
気
に
走
ら
れ
て
も
困
っ
て
し
ま
う
。
仕
方
の
な
い
こ
と
と
は
い

え
へ
あ
あ
い
う
書
き
方
を
さ
れ
る
と
'
1
瞬
'
〝
ヒ
モ
か
っ
e
:
″
な

ど
と
思
っ
て
し
ま
う
。

女
の
姿
も
様
々
だ
。
ま
た
し
て
も
筒
井
筒
に
は
何
も
書
い
て
い
な

い
O
た
だ
へ
　
〟
い
や
な
顔
ひ
と
つ
せ
ず
〟
夫
を
送
り
出
す
。
そ
し
て
へ

大
和
物
語
に
は
、
ね
た
ま
し
い
だ
の
へ
　
つ
ら
い
だ
の
'
と
あ
る
。

こ
こ
ま
で
み
て
い
く
と
ど
う
だ
ろ
う
。
筒
井
筒
は
'
話
の
流
れ
の

み
を
サ
ラ
ッ
と
言
い
流
し
て
い
る
の
に
対
し
'
大
和
物
語
に
は
ゴ

チ
ャ
ゴ
チ
ャ
色
々
あ
る
。
と
こ
ろ
が
へ
　
だ
か
ら
こ
そ
へ
　
何
も
書
い
て

い
な
い
か
ら
こ
そ
面
白
い
と
い
う
部
分
も
あ
る
。
私
が
'
〝
ヒ
モ

か
っ
〃
″
と
か
何
と
か
勝
手
な
想
像
を
し
た
の
も
う
　
何
も
書
い
て
な

い
か
ら
こ
そ
だ
。

さ
て
'
い
よ
い
よ
決
定
的
な
違
い
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
だ
。
大
和

物
語
は
も
の
凄
い
o
嫉
妬
の
炎
で
、
ナ
ベ
の
水
が
わ
く
の
だ
。
と
ん

で
も
な
い
方
向
へ
の
飛
躍
に
ギ
ョ
ッ
と
し
て
し
ま
う
。
よ
く
男
は
逃

げ
出
さ
な
か
っ
た
も
の
だ
。
は
っ
き
り
い
っ
て
も
　
こ
ん
な
女
は
気
持

ち
が
悪
い
。
も
う
半
ば
s
F
化
し
て
お
り
へ
　
S
F
以
外
の
な
に
も
の

で
も
な
い
。
授
業
中
へ
先
生
日
く
、

「
筒
井
筒
は
芥
川
賞
的
'
大
和
物
語
は
直
木
賞
的
」

し
か
し
t
 
s
F
の
文
学
的
地
位
は
低
い
か
ら
へ
逆
立
ち
し
た
っ
て

も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
。

30

ま
あ
面
白
い
の
は

明
ら
か
に
大
和
物

語
へ
感
動
す
る
な
ら

筒
井
筒
だ
。
大
和
物

語
く
ら
い
ま
で
ひ
ど

く
な
る
と
'
古
典
も

わ
ら
え
る
な
t
　
と
恩

x
a




