
漢
文
教
材
に
よ
る
課
題
解
決
学
習
の
試
み

l
　
は
じ
め
に

学
校
週
五
日
制
度
が
俄
か
に
現
実
味
を
お
び
て
き
た
。
平
成
四
年

九
月
か
ら
の
第
二
土
曜
日
の
休
業
日
設
定
以
来
へ
全
て
の
学
校
に
お

い
て
は
(
特
に
教
育
課
程
の
面
に
お
い
て
)
大
き
な
課
題
を
抱
え
込

ん
だ
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
大
学
進
学
を
主
な
目
標
と
す
る
い
わ

ゆ
る
「
進
学
校
」
で
は
'
新
指
導
要
領
の
問
題
も
か
ら
み
ち
大
学
入

試
に
い
か
に
対
応
す
る
か
'
な
に
よ
り
も
私
立
高
校
に
学
力
面
に
お

い
て
大
き
-
差
を
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
一
杯

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
'
授
業
者
と
し
て
の
わ
た
く
し
た
ち
の

課
題
は
'
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
い
か
に
し
て
学
力
の
維
持
・
伸
長

を
図
る
か
と
い
う
方
法
論
的
な
問
題
に
な
ろ
う
。
一
ク
ラ
ス
の
国
語

の
授
業
が
年
間
お
よ
そ
三
〇
～
五
〇
時
間
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
来
年

度
以
降
も
'
求
め
ら
れ
る
学
力
の
質
は
(
大
学
入
試
の
内
容
に
大
き

な
変
革
が
起
こ
ら
な
い
限
り
は
)
変
わ
ら
な
い
。
わ
た
く
し
た
ち
は

こ
の
事
態
に
対
し
'
新
た
な
授
業
観
へ
教
材
観
を
も
っ
て
臨
む
必
要

秋
　
元
　
達
　
也

が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
'
そ
こ
に
は
極
度
な
詰
め

込
み
と
教
師
・
生
徒
両
者
の
過
度
の
負
担
し
か
見
え
て
こ
な
い
　
(
し

か
し
現
実
的
に
は
そ
れ
が
大
勢
で
あ
る
感
は
否
め
な
い
)
。
そ
れ
で

は
い
か
な
る
方
策
が
考
え
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
が
今
回
わ
た
く
L
が

こ
の
授
業
を
試
み
た
要
因
で
あ
る
。

二
　
基
本
的
な
考
え
方

今
回
の
試
み
に
お
い
て
'
わ
た
く
L
は
次
の
二
点
に
留
意
L
t
授

業
を
構
成
し
た
。

①
　
課
題
解
決
学
習

授
業
時
数
減
少
の
中
で
'
学
力
育
成
の
た
め
に
l
番
重
要
な
こ
と

は
'
学
習
者
に
今
以
上
に
主
体
的
に
授
業
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
意

識
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
受
け
手
と
し
て
の
参
加
で
な
く
へ

主
体
と
し
て
参
加
さ
せ
る
た
め
に
は
'
ま
ず
現
在
中
心
的
な
授
業
方

法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
講
義
を
主
体
と
し
た
授
業
か
ら
の
患
い
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切
っ
た
方
向
転
換
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら

生
徒
の
自
主
性
や
興
味
・
関
心
を
尊
重
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
へ
学
力
育

成
と
い
う
観
点
は
薄
れ
て
し
ま
う
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い
る
。
養
う

べ
き
力
は
確
実
に
育
成
L
t
か
つ
学
習
者
を
主
体
と
し
た
学
習
方
法

と
な
る
と
'
や
は
り
課
題
解
決
学
習
が
最
も
効
果
的
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

②
　
各
種
言
語
能
力
を
実
際
に
使
用
す
る
場
の
設
定

少
な
い
授
業
時
数
の
中
で
現
在
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
学
力
の
育
成
を

図
る
た
め
に
は
'
結
論
か
ら
言
え
ば
'
一
時
間
の
授
業
内
容
の
密
度

を
濃
-
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
れ
が
「
詰
め
込
み
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
全
-
意
義
は
な

い
と
考
え
る
。

諸
言
語
能
力
は
'
そ
れ
を
具
体
的
に
活
用
(
-
応
用
)
し
て
は
じ

め
て
へ
　
そ
し
て
最
も
効
果
的
に
身
に
つ
く
も
の
で
あ
り
(
そ
れ
ゆ
え

徹
底
し
た
ド
リ
ル
学
習
も
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
'
本
論
の
趣
旨
と

異
な
り
へ
ま
た
詰
め
込
み
を
肯
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
言
及
し

な
い
)
へ
　
そ
れ
は
幼
児
も
高
校
生
も
か
わ
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
現
実
的
に
は
、
現
代
の
高
校
生
の
言
語
生
活
に
'
授
業
内
容

と
同
等
の
高
い
レ
ベ
ル
の
討
論
や
表
現
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
.

や
は
り
授
業
内
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
方

法
が
作
業
法
で
あ
る
。
わ
た
-
し
た
ち
は
も
う
少
し
作
業
法
の
効
用

を
信
頼
し
'
自
ら
の
授
業
の
中
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
-
べ
き

な
の
で
は
な
い
か
。
同
時
に
へ
作
業
の
過
程
で
'
教
科
書
に
は
出
て

・
「
基
本
的
な
考
え
方
」
模
式
図
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こ
な
い
新
た
な
語
嚢
や
観
点
へ
　
思
考
方
法
と
出
会
い
へ
プ
ラ
ス
α
の

力
を
つ
け
る
こ
と
も
十
分
に
予
想
さ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
へ
　
こ
れ
は
従
来
か
ら
の
行
き
方
を
捨
て
へ
作
業
法
の
み
に
固

執
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
作
業
法
の
み
な
ら
ず
講
義
法
も
問

答
法
も
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
り
が
あ
り
へ
　
ま
た
あ
ら
ゆ
る
学
習
活
動
は
'

学
習
・
指
導
目
標
に
即
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て

言
語
作
業
に
は
目
標
達
成
の
た
め
の
一
つ
の
効
果
的
な
方
法
で
あ
り

①
で
述
べ
た
学
習
課
題
解
決
の
た
め
と
い
う
必
然
性
が
要
求
さ
れ
る
。

課
題
解
決
と
い
う
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
に
全
て
の
学
習
活
動
が
集
約
さ

れ
る
へ
　
そ
の
よ
う
な
授
業
構
成
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
(
前
頁
図
参
照
。
)

三
　
単
元
の
具
体
的
内
容

1
0
　
単
元
名
「
『
桃
花
源
記
』
(
東
普
・
陶
潜
)
を
読
む
」

2
'
対
象
　
鹿
児
島
県
立
出
水
高
等
学
校
一
年
五
・
六
・
七
組

3
.
指
導
時
期
　
平
成
五
年
1
-
二
月
(
全
七
時
間
)

s
m
m
i
i
薗
屈

①
　
作
品
を
正
確
に
解
釈
さ
せ
へ
漢
文
読
解
の
基
礎
力
を
養
わ
せ

る
。

②
　
多
く
の
文
献
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
へ
漢
文
の
み
な
ら

ず
へ
他
の
分
野
の
読
解
力
も
養
わ
せ
る
。

③
・
研
究
内
容
を
表
現
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
へ
論
理
的
文
章
を
書

く
基
礎
力
を
養
わ
せ
る
。

④
　
で
き
る
だ
け
多
く
の
語
臭
に
出
会
わ
せ
る
.

⑤
　
作
品
研
究
の
態
度
・
方
法
を
学
ば
せ
る
。

5
'
学
習
目
標

・
『
桃
花
源
記
』
を
読
み
へ
そ
の
課
程
で
提
示
さ
れ
た
五
つ
の
疑

問
・
課
題
に
つ
い
て
研
究
し
解
決
す
る
。

6
4
　
授
業
内
容

授
業
内
容
は
大
き
-
二
つ
の
内
容
に
分
か
れ
る
。
前
半
は
『
桃
花

源
記
』
自
体
の
解
釈
・
読
解
で
あ
り
'
指
導
目
標
①
は
こ
こ
を
中
心

と
し
た
目
標
で
あ
る
　
O
¥
t
-
時
)
。
教
科
書
(
三
省
同
『
国
語
I

三
訂
版
)
　
で
は
四
段
落
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
も
一
時

間
一
段
落
の
配
分
で
授
業
を
進
め
た
。
用
い
た
方
法
は
講
義
及
び
問

答
法
で
あ
っ
た
が
'
生
徒
が
事
前
に
提
出
し
た
感
想
を
適
宜
紹
介
し

な
が
ら
進
め
る
こ
と
に
よ
り
へ
受
け
身
に
な
る
の
を
避
け
た
。
そ
の
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際
へ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
部
分
で
課
題
を
提
示
し
'
後
半
の
研
究
作
業

に
必
然
性
を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
た
。
参
考
の
た
め
に
へ
第
二
時
の

略
案
の
み
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

読
解
学
習
中
に
提
示
す
る
課
題
は
'
前
述
の
生
徒
の
感
想
に
'
指

導
者
の
思
惑
を
加
え
て
作
成
し
た
も
の
で
'
次
の
五
点
で
あ
る
。

①
　
こ
の
村
は
平
凡
な
農
村
に
思
え
る
の
だ
が
'
な
ぜ
こ
の
村
が
理

想
郷
と
言
え
る
の
か
。

②
　
な
ぜ
村
人
は
こ
の
村
の
所
在
を
外
部
の
人
に
知
ら
れ
た
が
ら
な

い
の
か
。

③
　
な
ぜ
漁
人
は
村
人
と
の
約
束
を
破
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
再
び
村

へ
行
け
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

④
　
「
太
守
」
と
「
劉
子
頓
」
と
の
違
い
は
ど
こ
か
o

⑤
　
作
者
は
こ
の
文
章
で
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

こ
れ
ら
の
課
題
は
教
材
か
ら
だ
け
で
も
考
察
で
き
る
内
容
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
に
基
づ
い
た
考
察

結
果
に
な
り
'
頭
書
の
目
標
は
達
成
で
き
な
い
。
従
っ
て
生
徒
に
は

図
書
館
で
文
献
を
調
べ
確
実
な
根
拠
に
基
づ
い
た
考
察
を
行
う
よ
う

指
示
し
た
。

後
半
は
'
前
半
で
提
示
さ
れ
た
課
題
の
解
決
を
図
る
グ
ル
ー
プ
別

作
業
学
習
(
二
時
間
)
　
で
あ
る
。
指
導
目
標
②
～
⑤
の
達
成
を
目
指

す
。

グ
ル
ー
プ
は
各
ク
ラ
ス
九
グ
ル
ー
プ
(
一
グ
ル
ー
プ
五
人
)
　
の
男

女
混
成
グ
ル
ー
プ
で
'
一
年
間
の
観
察
を
も
と
に
編
成
へ
各
グ
ル
ー

プ
に
一
人
は
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
得
る
生
徒
へ
一
人
は
「
無
気
力
」
な

生
徒
を
必
ず
配
置
す
る
よ
う
に
し
た
。

こ
の
学
習
に
入
る
前
に
へ
一
ク
ラ
ス
を
動
員
L
へ
図
書
館
で
研
究

に
使
え
そ
う
な
文
献
を
収
集
・
整
理
さ
せ
た
　
(
図
書
館
の
一
コ
ー

ナ
ー
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
)
。
適
宜
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
な
が

ら
一
時
間
へ
約
六
〇
冊
が
集
ま
っ
た
。

研
究
に
際
し
て
は
'
『
研
究
の
手
引
』
を
指
導
者
で
作
成
・
配
付
L
へ

研
究
が
ス
ム
ー
ズ
に
、
か
つ
効
率
的
に
進
む
よ
う
配
慮
し
た
。
(
次
頁

参
照
)
。
研
究
初
学
者
に
対
し
て
は
'
で
き
る
だ
け
丁
寧
な
サ
ポ
ー

ト
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
O
実
際
は
こ
の
手
引
で
も
不
完
全
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
'
逆
に
あ
ま
り
に
も
細
か
な
指
示
を
与
え
る
と
へ

そ
の
指
示
に
束
縛
さ
れ
へ
自
由
な
思
考
が
規
制
さ
れ
て
し
ま
う
。
難

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
つ
も
感
じ
て
い
る
。

今
回
の
研
究
作
業
を
通
し
て
養
う
べ
き
学
力
と
し
て
'
以
下
五
点

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
　
文
献
探
索
力
。
多
く
の
文
献
か
ら
'
自
分
の
目
的
に
あ
っ
た
l

冊
を
選
び
出
す
作
業
を
通
し
て
。

②
　
論
理
的
文
章
の
読
解
力
。
文
献
の
中
か
ら
自
分
が
必
要
と
す
る

情
報
を
的
確
に
読
み
取
る
作
業
を
通
し
て
。

③
　
古
典
文
の
読
解
力
。
「
読
解
力
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
か
も
知
れ

な
い
が
'
陶
潜
の
他
の
作
品
や
'
諸
子
百
家
の
思
想
へ
お
よ
び
『
徒

然
草
』
や
『
方
丈
記
』
を
目
的
に
応
じ
て
解
釈
・
使
用
す
る
作
業
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を
通
し
て
。

④
　
論
理
的
表
現
力
.
論
理
的
思
考
力
を
働
か
せ
考
察
し
た
結
党
を

文
章
に
す
る
作
業
を
通
し
て
。

⑤
　
語
衰
力
。
言
う
ま
で
も
な
-
教
科
書
以
外
の
文
献
を
読
解
す
る

作
業
を
通
し
て
。

四
　
実
際
の
研
究
成
果

準
備
さ
れ
た
課
題
に
対
し
て
生
徒
が
い
か
な
る
考
察
結
果
を
導
き

出
せ
た
か
、
以
下
、
提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
の
中
か
ら
抜
粋
し
て
紹

介
す
る
。
な
お
へ
各
課
題
の
冒
頭
の
囲
み
内
の
文
章
は
'
指
導
者
で

あ
る
わ
た
-
し
の
意
見
で
あ
り
、
後
の
*
は
講
評
で
あ
る
。

課
題
①
に
対
し
て

-
持
つ
。
で
あ
れ
ば
理
想
郷
の
舞
台
が
農
村
で
あ
る
の
は
必
然

の
こ
と
と
言
え
る
。

こ
の
村
を
単
な
る
平
和
な
農
村
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
の

は
'
我
々
読
者
が
平
和
な
社
会
に
生
活
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

文
中
に
も
あ
る
通
り
当
時
は
常
に
戦
乱
が
生
じ
て
い
る
世
の
中

で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
は
平
凡
が
非
凡
な
こ
と
で
あ
り
'

人
々
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
単
調
さ
(
現
代
の
高
校
生
か
ら

見
れ
ば
退
屈
な
生
活
そ
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
)
　
こ
そ
が
'

ま
さ
に
理
想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
町
で
は
な
く
農
村
を
舞
台
と

し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
へ
作
者
の
思
想
が
深
く
関
わ
っ
て
い

る
。
田
園
詩
人
と
も
呼
ば
れ
る
彼
は
老
荘
思
想
と
の
関
連
を
強

A
　
平
和
な
故
郷
の
た
た
ず
ま
い
へ
犬
と
鶏
の
鳴
く
情
景
。
こ
れ
は

単
な
る
実
景
描
写
で
は
な
く
へ
陶
潜
に
と
っ
て
何
の
い
さ
か
い
も

な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
薄
汚
い
俗
世
間
と
決
別

し
て
帰
っ
て
来
た
陶
潜
を
迎
え
た
世
界
へ
　
そ
れ
は
村
人
た
ち
が
静

か
に
平
和
に
暮
ら
し
て
い
る
穏
や
か
な
田
園
で
あ
っ
た
.
犬
と
鶏

に
つ
い
て
は
へ
老
子
の
理
想
世
界
を
描
い
た
『
小
国
寡
民
』
に
基

づ
く
。

*
表
現
・
内
容
は
過
当
で
あ
る
が
、
文
献
か
ら
の
書
き
写
し
を
つ
な

げ
た
も
の
と
い
う
感
は
否
め
な
い
。
読
み
取
っ
た
内
容
を
自
分
な
り

に
消
化
し
'
表
現
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
「
老
子
の
理
想
世
界
」

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
説
明
も
ぜ
ひ
欲
し
い
。

B
　
作
者
は
若
い
時
か
ら
世
俗
の
風
習
に
通
さ
な
か
っ
た
の
で
'
役

人
生
活
と
い
う
も
の
は
窮
屈
な
か
ご
の
中
の
よ
う
な
不
自
由
な
も

の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
「
少
き
と
き
よ
り
俗
に
適
う
電
無
く
へ
性

本
も
と
郎
山
を
愛
す
」
(
『
田
園
の
居
に
帰
る
』
よ
り
)
と
い
っ
て

い
て
'
自
然
山
水
を
愛
す
る
性
格
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
'

彼
に
と
っ
て
平
和
で
自
由
な
農
村
は
不
自
由
な
役
人
生
活
と
比
べ

て
理
想
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

*
思
想
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
点
に
不
満
は
あ
る
が
'
参
考
資
料

を
自
分
達
の
言
葉
で
的
確
に
用
い
て
い
る
点
は
大
い
に
評
価
で
き
よ

ーつ。

36



C
　
当
時
中
国
は
相
次
ぐ
戦
乱
で
混
と
ん
と
入
り
乱
れ
て
い
た
。
そ

ん
な
状
況
の
中
で
作
者
は
『
桃
花
源
記
』
に
出
て
く
る
よ
う
な
平

和
な
と
こ
ろ
で
暮
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
へ

作
者
の
書
い
た
『
田
園
の
居
に
帰
る
』
と
い
う
詩
か
ら
は
'
生
ま

れ
つ
き
丘
や
山
の
自
然
を
愛
し
て
い
て
'
役
人
を
や
め
た
後
は
平

和
な
農
村
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
へ
節
を
守
り

自
然
に
帰
る
と
い
う
の
は
老
荘
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
'
作
者
に
と
っ
て
の
理
想
と
は
へ
　
こ
の
作

品
に
出
て
く
る
よ
う
な
平
和
な
農
村
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と

推
測
で
き
る
。

*
表
現
的
に
は
稚
拙
な
点
も
見
ら
れ
る
が
'
豊
富
な
研
究
内
容
を
う

ま
-
文
章
に
ま
と
め
へ
説
得
力
も
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
'
最
も

高
く
評
価
し
た
意
見
で
あ
る
。

課
題
②
に
対
し
て

て
村
人
と
同
じ
K
l
質
を
備
え
て
い
た
と
言
え
る
。

村
人
は
戦
乱
の
世
(
世
俗
の
世
)
を
嫌
い
へ
　
こ
の
村
を
設
立

し
た
わ
け
で
あ
る
。
人
間
で
あ
る
以
上
好
奇
心
は
否
定
で
き
な

い
。
ゆ
え
に
漁
人
に
外
部
の
世
界
(
俗
世
)
　
に
つ
い
て
質
問
し

た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
あ
い
も
変
わ
ら
ぬ
現
実
を

知
り
(
そ
れ
は
自
分
達
の
村
が
侵
略
さ
れ
る
可
能
性
も
示
唆
す

る
)
へ
生
活
を
守
る
た
め
に
口
外
を
禁
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な

お
へ
　
こ
の
漁
人
は
、
そ
の
村
に
来
た
理
由
が
全
く
の
偶
発
的
な

こ
と
で
あ
り
へ
そ
の
言
動
は
欲
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
よ
っ

A
　
村
人
は
お
そ
ら
-
こ
の
よ
う
な
新
し
い
土
地
が
あ
る
こ
と
を
欲

だ
ら
け
の
人
間
が
知
っ
て
し
ま
っ
た
ら
'
彼
ら
が
こ
の
土
地
を
侵

略
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
恩
っ
た
の
だ
ろ
う
0
課
題
①
で

当
時
の
中
国
は
戦
乱
の
世
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
'
村
人

は
こ
の
戦
乱
が
自
分
達
の
平
和
な
農
村
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ

た
の
だ
と
恩
う
。

*
こ
れ
が
最
も
一
般
的
な
意
見
で
あ
っ
た
。
わ
た
-
し
の
説
も
そ
う

だ
が
へ
推
測
が
中
心
と
な
る
課
題
で
あ
る
わ
け
だ
が
'
課
題
①
と
の

関
連
を
図
る
こ
と
に
よ
り
へ
研
究
成
果
を
う
ま
く
生
か
し
て
い
る
。

B
　
漁
人
の
着
い
た
村
が
作
者
の
理
想
郷
で
あ
る
な
ら
ば
、
村
の
住

民
の
考
え
は
作
者
の
考
え
と
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
帰
去
来

辞
』
の
一
節
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。
「
今
の
是
に
し
て
昨
の
非

な
る
を
悟
る
」
「
富
寅
は
吾
が
願
い
に
非
ず
」
。
こ
れ
よ
り
作
者
は
'

過
去
に
自
分
が
役
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
非
」
で
あ
り
「
今
」
が

「
是
」
で
あ
る
こ
と
へ
一
切
の
外
的
交
渉
を
否
定
す
る
無
政
府
主

義
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
と
す
れ
ば
へ
村
の
こ
と
を
干

渉
さ
れ
た
く
な
い
と
田
心
う
の
は
当
然
で
あ
る
。

*
A
と
は
観
点
を
変
え
へ
作
者
論
的
な
立
場
か
ら
考
察
し
た
結
果
で

あ
る
。
論
に
無
理
な
と
こ
ろ
も
見
受
け
ら
れ
る
が
へ
そ
の
発
想
や
目

の
つ
け
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
は
大
い
に
評
価
し
た
い
。

C
　
こ
の
疑
問
に
'
普
通
「
漁
人
の
話
を
聞
い
た
人
が
そ
の
村
を
襲

う
'
あ
る
い
は
奪
う
こ
と
を
'
村
人
た
ち
が
恐
れ
た
た
め
」
と
考
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え
そ
う
で
あ
る
が
'
僕
達
の
班
で
調
べ
た
結
果
へ
そ
う
い
う
不
心

得
な
人
々
は
そ
の
村
に
入
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
(
根
拠
は
課

題
③
)
.
つ
ま
り
こ
の
村
は
襲
わ
れ
る
危
険
性
は
な
い
の
だ
.
そ

う
な
る
と
'
単
に
村
人
が
部
外
者
を
嫌
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
患

う
が
'
こ
れ
も
ま
た
へ
村
人
が
漁
人
を
歓
迎
す
る
様
子
を
見
れ
ば

違
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
'
他
者
へ
の
口
外

の
禁
止
は
全
く
無
意
味
に
な
る
。
で
は
な
ぜ
か
。
そ
こ
で
僕
ら
の

班
は
こ
う
考
え
た
。
村
人
た
ち
は
興
味
を
も
っ
た
漁
師
と
別
れ
る

の
が
つ
ら
い
。
で
き
る
な
ら
も
う
一
度
あ
い
た
い
。
そ
こ
で
村
に

ま
た
来
れ
る
た
め
の
切
符
と
し
て
こ
の
せ
り
ふ
を
言
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
漁
人
が
言
っ
て
し
ま
え
ば
無
効
へ
言
わ
な
け
れ
ば
有
効
と

い
う
形
の
切
符
を
。
つ
ま
り
こ
の
言
葉
は
村
人
が
漁
人
を
本
当
に

こ
の
村
に
来
る
こ
と
が
で
き
る
人
物
か
ど
う
か
を
試
し
た
言
葉
な

の
だ
。

*
論
理
的
文
章
と
し
て
は
稚
拙
で
あ
り
、
論
に
も
飛
躍
が
あ
り
す
ぎ

る
た
め
へ
陶
潜
の
愛
読
者
か
ら
は
l
笑
に
ふ
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'
研
究
過
程
で
生
じ
た
疑
問
を
基
に
人
が
納

得
し
う
る
説
を
立
て
よ
う
と
す
る
意
欲
と
態
度
は
素
晴
ら
し
い
。
教

室
内
を
な
ご
や
か
に
し
た
説
で
あ
る
と
と
も
に
'
研
究
の
面
白
さ
と

い
う
も
の
を
実
感
さ
せ
た
説
で
も
あ
っ
た
。

課
題
③
に
対
し
て

は
前
回
と
は
全
く
異
な
り
へ
地
位
や
財
産
に
対
す
る
欲
望
が
根

底
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
太
守
の
支
配
欲
に
裏
付
け
さ

れ
た
行
動
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
②
で
述
べ
た
「
村
人
」
と
し
て

の
資
質
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
.

課
題
②
に
関
連
し
て
い
る
が
'
今
回
の
漁
人
の
行
動
の
契
機

A
　
漁
人
は
村
人
に
口
外
を
禁
止
さ
れ
た
の
に
'
太
守
に
こ
の
村
の

こ
と
を
話
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
太
守
は
部
下
に
命
令
し
て
そ
の

村
に
行
か
せ
た
の
だ
が
行
け
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
へ
そ
の
村
に
行

く
ま
で
の
過
程
を
見
て
み
る
と
'
村
に
行
け
な
か
っ
た
理
由
に
は

何
か
人
間
の
欲
が
か
ら
ん
で
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
漁
人
の
方
は

太
守
に
話
を
す
る
こ
と
で
何
か
見
返
り
を
期
待
し
て
い
る
L
t
太

守
は
こ
の
村
を
支
配
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

*
最
も
多
い
意
見
で
あ
る
。

B
　
「
忘
路
之
遠
近
」
と
い
う
言
葉
か
ら
'
一
皮
目
は
意
図
的
に
村

に
着
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
時
の
漁
人
の
心

に
は
欲
を
出
す
余
裕
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
二
度

目
は
「
詣
太
守
へ
説
如
比
」
と
い
う
言
葉
か
ら
'
共
謀
し
て
欲
を

満
た
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
作
者
は
こ
の
村
を
神
聖

な
も
の
と
考
え
て
'
欲
の
あ
る
人
間
に
は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い

地
へ
ま
た
入
ら
せ
た
く
な
い
地
と
考
え
た
か
ら
。

*
A
の
説
に
作
者
の
観
点
か
ら
の
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
も

う
少
し
へ
作
者
の
欲
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
説
明

が
ほ
し
い
が
　
(
た
だ
し
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
課
題
①
に
お
い
て
そ
の
点

に
は
言
及
し
て
い
る
)
へ
　
A
の
意
見
よ
り
は
論
理
的
説
得
力
が
あ
る
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と
生
徒
た
ち
に
は
評
価
し
た
。

C
　
「
『
桃
』
と
『
逃
』
は
同
音
で
『
追
い
払
う
』
　
の
意
に
通
じ
る

か
ら
凶
気
を
払
う
呪
物
と
し
て
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
」
と
『
中

国
古
代
神
話
』
に
載
っ
て
い
る
。
欲
に
お
ぼ
れ
た
漁
人
は
こ
の
村

に
と
っ
て
災
い
と
な
る
。
よ
っ
て
村
に
行
け
な
か
っ
た
。

*
こ
の
意
見
が
発
表
さ
れ
た
時
へ
教
室
内
に
は
溜
息
が
も
れ
た
。
今

回
の
研
究
に
お
い
て
'
最
大
の
発
見
で
あ
る
。
こ
の
研
究
成
果
に
は

わ
た
く
し
も
た
だ
感
服
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

課
題
④
に
対
し
て

あ
っ
た
こ
と
は
、
理
想
に
具
体
性
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

と
も
に
村
を
目
指
し
'
目
的
を
果
せ
ず
に
終
わ
る
人
物
と
し

て
登
場
し
て
く
る
「
太
守
」
と
「
劉
子
壌
」
で
あ
る
が
'
ま
ず

意
図
が
異
な
る
。
太
守
の
意
図
は
権
力
を
背
景
と
し
た
支
配
欲

で
あ
る
と
読
み
取
る
べ
き
で
あ
り
'
そ
れ
は
村
の
性
質
と
本
質

的
に
相
入
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
劉
は
「
高
尚
士
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
志
が
高
く
俗
世
間
の

欲
望
と
は
無
縁
の
人
物
で
あ
り
、
村
の
性
格
と
1
致
す
る
。
劉

が
「
欣
然
」
と
し
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
と
田
心
わ
れ
る
。
そ
の

劉
が
な
ぜ
村
に
行
け
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
「
で
き
な
か
っ
た
」

の
で
は
な
く
'
「
計
画
実
行
に
至
ら
な
か
っ
た
」
と
解
し
た
い
。

劉
は
作
者
自
身
が
投
影
さ
れ
た
人
物
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
彼

が
「
で
き
な
か
っ
た
」
と
な
る
と
'
そ
れ
は
作
者
自
身
の
資
質

の
否
定
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
彼
が
実
在
の
人
物
で

A
　
太
守
は
③
で
調
べ
た
よ
う
に
非
常
に
欲
深
い
人
物
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
劉
子
額
は
授
業
で
学
ん
だ
よ
う
に
志
が
高
く
俗
世
間
で

の
出
世
を
求
め
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
太
守
と
は
全
く
正
反

対
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
o
ま
た
劉
子
頓
は
'
資
料
(
大
漢
和
辞

典
)
を
調
べ
た
と
こ
ろ
へ
自
然
を
愛
し
へ
資
質
を
尊
ぶ
と
い
う
精

神
は
'
作
者
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

*
二
人
の
差
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
グ
ル
ー
プ
が
「
欲
」
に
そ
の
原

因
を
求
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
よ
う
な
意
見
で

あ
る
。
た
だ
、
劉
が
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
授
業
で
述
べ
て

い
た
も
の
の
、
彼
に
つ
い
て
資
料
で
調
べ
た
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
班
の

み
で
あ
り
'
う
ま
く
作
者
と
の
共
通
性
を
兄
い
だ
し
て
い
る
。

B
　
こ
の
「
太
守
」
と
「
劉
子
域
」
は
誰
か
の
た
と
え
だ
と
私
達
は

考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
す
ぐ
に
思
っ
た
の
が
作
者
の
祖
父
で
す
。

こ
の
祖
父
は
太
守
で
欲
の
深
い
人
で
し
た
。
こ
の
話
に
出
て
来
る

太
守
も
欲
深
い
人
だ
っ
た
の
で
'
作
者
の
祖
父
か
欲
深
い
人
の
た

と
え
だ
と
も
思
い
ま
す
.
そ
し
て
「
劉
子
額
」
は
欲
の
な
い
人
だ
っ

た
の
で
'
作
者
自
身
か
欲
の
な
い
人
で
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
人
の

た
と
え
だ
と
考
え
ま
し
た
。
結
論
は
欲
が
あ
る
か
な
い
か
の
違
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

*
論
点
が
多
少
ず
れ
て
お
り
へ
説
得
力
に
欠
け
る
よ
う
な
気
が
す
る

が
、
祖
父
の
件
に
つ
い
て
は
大
発
見
(
た
だ
し
指
導
者
側
で
確
証
は
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取
れ
な
か
っ
た
.
参
考
資
料
が
あ
れ
ば
お
教
え
願
い
た
い
)
　
で
あ
る

と
評
価
し
た
。

課
芯
⑤
に
対
し
て

本
文
に
即
し
て
考
え
る
と
、
①
戦
争
批
判
　
②
政
治
批
判

③
社
会
批
判
　
④
欲
望
の
戒
め
　
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
'
い

ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
は
俗
世
に
お
け
る
事
象
で
あ
り
'
彼
の

措
く
と
こ
ろ
の
理
想
郷
に
お
い
て
は
全
く
無
綾
な
も
の
で
あ

る
。
俗
世
へ
の
批
判
は
そ
の
ま
ま
田
園
生
活
の
肯
定
に
つ
な
が

り
へ
　
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
へ
作
者
の
思
想
の
逆
説
的
な
主

張
で
あ
る
。

A
　
理
想
郷
と
は
'
自
然
が
美
し
く
'
老
人
も
子
供
も
楽
し
く
暮
ら

せ
る
平
和
な
と
こ
ろ
で
あ
り
'
こ
う
い
っ
た
世
の
中
を
築
く
た
め

に
は
俗
的
な
欲
望
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
'
人
々

が
無
欲
で
、
自
然
を
愛
し
て
い
れ
ば
、
老
人
も
子
供
も
こ
こ
ろ
か

ら
生
活
を
楽
し
め
る
世
の
中
に
な
り
、
欲
深
い
者
が
「
支
配
」
に

よ
っ
て
理
想
郷
を
築
こ
う
と
し
て
も
'
太
守
の
よ
う
に
最
後
は

迷
っ
て
　
(
失
敗
し
て
)
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
O
ま
た
自
分
を
劉
子
城
に
投
射
し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

B
　
作
者
は
誠
実
な
た
め
に
へ
今
の
中
国
の
状
態
に
苦
悩
し
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
平
和
を
願
う
気
持
ち
は
人
一
倍
強
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
作
者
は
こ
の
詣
で
へ
戦
乱
の
中
国
が
こ
の
村
の
よ
う
に
な
っ

て
欲
し
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

C
　
今
ま
で
調
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
'
作
者
は
老
荘
園
田
霜
心
の
も
と

に
、
自
然
を
愛
し
平
和
で
静
か
な
茄
ら
し
を
望
ん
で
い
る
事
が
わ

か
っ
た
が
、
嘉
を
返
せ
ば
、
戦
乱
を
嫌
い
へ
　
欲
望
に
染
ま
っ
た
世

界
を
避
け
て
通
り
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
作
者
は
役
人

を
や
め
た
後
、
俗
世
間
を
離
れ
農
村
で
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
'
作
者
は
戦
争
に
反
対
し
て
い
て
'
人
間
は
欲
望

に
染
ま
っ
て
し
ま
え
ば
結
局
何
も
得
ら
れ
な
い
の
だ
と
言
っ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。

*
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
作
者
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
論

述
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
評
価
し
た
い
。
た
だ
へ
論
の
内
容
が
「
欲
」

と
「
平
和
」
に
限
定
さ
れ
す
ぎ
た
感
は
否
め
な
い
。
そ
れ
ら
は
具
体

的
な
一
つ
の
表
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
と
こ
ろ
に
作
者
の

思
想
や
思
い
を
読
み
取
ら
せ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
研
究
初
心
者

と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
こ
れ
で
よ
し
と
す
べ
き
か
。

五
　
分
析
と
評
価

以
上
の
学
習
内
容
に
つ
い
て
、
指
導
目
標
ご
と
に
分
析
と
評
価
を

行
い
た
い
。

・
指
導
目
標
①
に
つ
い
て

前
半
の
四
時
間
の
授
業
が
中
心
と
な
る
が
'
レ
ポ
ー
ト
に
お
い
て
、

作
品
内
容
を
特
に
誤
っ
て
解
釈
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
正
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確
な
読
み
は
な
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
文
読
解
力
に

「
書
き
下
し
」
や
「
句
法
」
な
ど
と
い
う
観
点
も
含
め
て
み
る
と
'

学
年
末
考
査
の
結
果
か
ら
見
て
へ
他
の
ク
ラ
ス
に
劣
る
こ
と
は
な
い

も
の
の
へ
特
に
成
長
し
た
と
い
う
点
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
わ
ず
か

一
単
元
の
み
の
試
み
で
、
か
つ
即
効
性
は
求
め
な
い
が
'
こ
う
い
う

学
習
形
態
の
な
か
に
い
か
に
し
て
ド
リ
ル
学
習
的
要
素
を
含
め
て
い

-
か
も
考
え
な
け
れ
ば
'
高
い
レ
ベ
ル
で
の
目
標
達
成
に
は
ほ
ど
遠

い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

・
指
導
目
標
②
に
つ
い
て

こ
れ
も
す
ぐ
に
力
が
つ
く
と
か
そ
う
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い

が
'
図
書
館
の
作
業
に
お
い
て
は
'
生
徒
た
ち
は
一
生
懸
命
に
ペ
ー

ジ
を
め
く
り
'
解
釈
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
た
。
ま
た
へ
わ
た
く

L
も
多
-
の
質
問
を
受
け
た
。
こ
れ
は
ま
ざ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
'

単
に
教
科
書
の
み
を
用
い
た
教
室
で
の
学
習
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
学
習
を
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
必
ず
効
果
は

上
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
抱
か
せ
た
。
し
か
し
'
そ
れ

は
逆
に
不
安
な
こ
と
で
も
あ
る
。
気
付
い
た
時
に
は
空
し
く
時
間
だ

け
が
過
ぎ
て
い
た
と
い
う
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い
る
。
従
っ
て
い
か

に
し
て
単
元
ご
と
の
評
価
を
行
う
か
と
い
う
こ
と
は
是
非
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

・
指
導
目
標
③
に
つ
い
て

生
徒
の
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
は
大
き
く
次
の
型
に
分
か
れ
た
。

1
4
　
文
章
す
べ
て
が
文
献
か
ら
の
引
用
で
あ
る
も
の
。

2
8
　
文
章
す
べ
て
を
自
分
の
創
作
で
ま
と
め
た
も
の
。

3
t
　
自
分
た
ち
の
文
章
を
基
調
と
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
文
献
や
作

品
の
引
用
を
ま
じ
え
た
も
の
。

わ
た
-
し
の
思
惑
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
3
'
の
形
態
を
取
ら
せ

た
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
'
読
解
は
微
密
に
な
り
、
論
理
的
表
現
の

方
法
を
効
率
的
に
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
'
実
際
は
そ
の
形
態
を
取
っ
た
グ
ル
ー
プ
は
約
半
数
に
と
ど

ま
っ
た
。
考
え
て
見
れ
ば
論
理
的
表
現
に
は
ほ
と
ん
ど
不
慣
れ
な
生

徒
た
ち
で
あ
る
。
プ
リ
ン
ト
一
枚
配
付
し
た
だ
け
で
'
後
は
口
頭
で

の
指
導
で
済
ま
そ
う
と
し
た
わ
た
-
L
が
不
親
切
す
ぎ
た
。
学
習
者

に
高
度
な
言
語
作
業
を
求
め
た
以
上
へ
指
導
者
と
し
て
も
そ
れ
に
応

じ
た
懇
切
丁
寧
な
指
導
を
'
例
え
ば
「
て
び
き
」
な
ど
に
よ
っ
て
行

う
べ
き
で
あ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
。

・
指
導
目
標
④
に
つ
い
て

こ
れ
は
「
出
会
わ
せ
る
」
と
い
う
次
元
に
お
い
て
は
成
功
し
た
と

考
え
て
い
る
。
レ
ポ
ー
ト
の
中
で
は
、
日
常
生
活
で
は
用
い
ら
れ
な

い
よ
う
な
語
句
が
'
数
多
く
へ
誤
用
な
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
⊥
か

し
応
用
力
と
な
る
と
ど
う
か
。
先
程
の
指
導
目
標
②
の
反
省
と
同
じ

こ
と
が
言
え
よ
う
。

・
指
導
目
標
⑤
に
つ
い
て

根
拠
や
具
体
例
を
確
実
に
押
さ
え
る
こ
と
に
よ
り
作
品
を
深
く
研
究

す
る
t
と
い
う
学
習
形
態
で
あ
っ
た
。
作
品
研
究
の
態
度
・
方
法
は

こ
の
単
元
の
み
で
学
べ
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
様
々
な
作
品
に

つ
い
て
研
究
す
る
中
で
、
普
遍
的
な
方
法
と
応
用
力
を
身
に
つ
け
て

-
れ
れ
ば
い
い
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
へ
今
後
も
こ
う
い
う
学
習
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を
続
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
生
徒
た
ち
を
大
い
に
評
価
し
て
や

り
た
い
。
ま
た
へ
そ
れ
に
よ
り
'
人
生
を
切
り
開
-
方
法
も
学
ぶ
こ

と
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。

六
　
お
わ
り
に

授
業
時
数
減
少
の
動
き
の
中
で
'
い
か
に
し
て
学
力
の
維
持
・
増

進
を
図
る
か
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
で
の
拙
い
試
み
を
述
べ
て
来
た

が
'
現
実
の
受
験
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
行
き
型
が
受
け

入
れ
ら
れ
る
の
か
へ
非
常
に
不
安
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
'
ま
さ

に
今
、
人
生
1
度
き
り
の
高
校
生
活
を
送
っ
て
い
る
生
徒
た
ち
は
確

実
に
存
在
し
t
　
か
つ
'
彼
ら
は
こ
の
事
態
の
中
で
受
験
を
迎
え
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
後
は
別
の
生
き
方
を
も
含
め
へ
試
行
即

実
践
と
い
う
緊
張
感
と
責
任
感
を
も
ち
続
け
へ
研
究
を
続
け
て
い
き

た
い
。

(
鹿
児
島
県
立
出
水
高
等
学
校
)
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