
定
時
制
高
校
に
お
け
る
授
業
の
実
際

-
　
単
元
「
働
-
」
　
と
い
う
こ
と
　
-

は
じ
め
に

本
校
は
七
十
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
県
内
で
も
伝
統
あ
る
工
業
高

校
で
あ
る
。
定
時
制
は
機
械
科
の
み
で
'
生
徒
数
は
一
年
生
が
九
名
へ

二
年
生
、
三
年
生
が
そ
れ
ぞ
れ
十
1
名
、
そ
し
て
E
l
年
生
が
十
二
名
へ

全
員
が
男
子
生
徒
で
あ
る
。
入
学
し
て
-
る
生
徒
は
様
々
で
あ
る
。

全
日
制
を
1
度
は
退
学
し
た
が
、
高
校
だ
け
は
卒
業
し
て
お
き
た
い

と
再
び
本
校
の
門
を
-
ぐ
る
者
。
中
学
時
代
は
不
登
校
で
あ
っ
た
が
、

新
し
い
環
境
の
中
で
心
機
一
転
へ
勉
強
に
励
も
う
と
す
る
者
。
し
か

し
、
大
半
の
生
徒
が
学
力
不
足
か
ら
全
日
制
を
あ
き
ら
め
、
そ
の
結

果
と
し
て
本
校
定
時
制
に
入
学
し
て
-
る
。
入
学
当
初
は
学
習
に
対

し
て
意
欲
を
持
っ
て
い
た
生
徒
達
も
'
だ
ん
だ
ん
と
「
学
ぶ
た
め
」

か
ら
「
高
校
卒
業
の
資
格
を
取
る
た
め
」
「
友
人
に
会
う
た
め
」
に
学

校
へ
来
る
よ
う
に
な
る
。

「
生
徒
が
主
体
的
に
取
り
組
め
る
授
業
を
」
「
い
か
に
意
欲
的
に
授

業
に
取
り
組
ま
せ
る
か
」
等
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
声
を

間
-
た
び
に
、
生
徒
の
反
応
の
乏
し
い
形
骸
化
し
た
授
業
を
何
と
か

守
　
政
　
昭
　
治

し
な
け
れ
ば
と
思
い
続
け
て
き
た
。
そ
う
し
た
時
へ
　
主
題
単
元
に
よ

る
読
書
指
導
の
実
践
(
注
-
)
や
定
時
制
で
の
単
元
学
習
の
実
践
(
注

2
)
を
知
る
機
会
を
得
て
、
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
「
生

徒
が
興
味
を
持
っ
て
取
り
組
み
へ
　
彼
ら
の
生
き
る
力
を
育
て
ら
れ
る

授
業
」
と
し
て
単
元
学
習
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
今
回
は
平
成
六

年
一
学
期
に
行
っ
た
そ
の
実
践
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
-
0

I
　
単
元
「
『
働
-
』
と
い
う
こ
と
」
　
の
設
定

(
一
)
　
生
徒
の
実
態

対
象
と
し
た
四
年
生
は
現
在
担
任
を
し
て
い
る
学
年
で
あ
る
。
新

任
一
年
目
に
副
担
任
を
し
た
後
へ
昨
年
へ
今
年
と
担
任
を
し
て
い
る
。

入
学
時
は
二
十
名
だ
っ
た
生
徒
も
、
1
歳
年
上
の
四
名
を
含
め
て
現

在
は
十
二
名
で
あ
る
。
出
席
状
況
は
比
較
的
良
い
も
の
の
、
学
習
面

に
目
を
向
け
る
と
「
授
業
へ
の
遅
刻
が
多
-
、
基
本
的
な
学
習
姿
勢

が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
」
「
数
人
の
生
徒
を
除
い
て
学
習
意
欲
が
極
め

て
乏
し
い
」
な
ど
多
-
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
態
が
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ク
ラ
ス
全
体
の
雰
囲
気
を
沈
滞
さ
せ
、
更
に
学
習
意
欲
を
低
下
さ
せ

て
い
た
。

(
二
)
単
元
設
定
の
理
由

単
元
学
習
を
四
年
生
で
試
み
よ
う
と
し
た
の
は
、
前
述
の
よ
う
な

深
刻
な
問
題
を
抱
え
る
学
年
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
も
う
l
　
つ
担
任
と

し
て
気
掛
か
り
な
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
就
職
を
控

え
な
が
ら
へ
自
分
達
の
進
路
に
あ
ま
り
に
楽
天
的
な
生
徒
の
意
識
で

あ
っ
た
。
平
成
大
不
況
と
言
わ
れ
る
中
で
'
ア
ル
バ
イ
ト
と
は
言
え

仕
事
に
就
き
な
が
ら
「
今
よ
り
も
っ
と
楽
で
給
料
の
い
い
と
こ
ろ
」

と
い
う
理
由
で
将
来
の
仕
事
を
決
め
よ
う
と
す
る
生
徒
達
。
「
何
の
た

め
に
働
-
の
か
」
「
将
来
、
何
を
し
た
い
の
か
」
等
、
自
分
の
進
路
を

真
剣
に
考
え
る
き
っ
か
け
作
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'
そ
う
考

え
た
。
そ
こ
で
、
次
の
二
点
の
理
由

①
生
徒
が
興
味
を
持
ち
意
欲
的
に
授
業
に
取
り
組
め
る
。

②
自
ら
の
進
路
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
る
契
機
と
な
る
。

か
ら
、
定
時
制
で
学
ぶ
生
徒
に
と
っ
て
　
「
学
校
」
と
並
ん
で
大
き
な

柱
の
1
　
つ
で
あ
る
「
仕
郡
」
に
注
目
し
て
単
元
「
『
働
-
』
と
い
う
こ

と
」
を
設
定
し
た
。

(
≡
)
単
元
の
目
標

①
「
働
-
」
姿
を
描
い
た
作
品
を
自
ら
の
経
験
と
あ
わ
せ
な
が
ら

意
欲
的
に
読
み
す
す
め
る
態
度
を
養
わ
せ
る
。

②
様
々
な
状
況
の
中
で
「
働
-
」
姿
を
読
み
取
る
こ
と
で
「
働
-
」

と
い
う
こ
と
の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
。

③
「
働
-
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
自
ら
の
考
え
を
表
現
す
る

能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。

(
四
)
単
元
の
構
成

「
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
」
　
(
葉
山
嘉
樹
)
　
窒
l
時
間
》

「
は
た
ら
け
ど
/
は
た
ら
け
ど
猶
わ
が
生
活
楽
に
な
ら
ざ
り
/
ぢ
っ

と
手
を
見
る
」
　
(
石
川
啄
木
)
　
《
7
時
間
》

「
鉄
塔
を
登
る
男
」
　
(
沢
木
耕
太
郎
)
　
《
二
時
間
》

「
仕
郡
に
か
け
る
情
熱
」
　
(
生
徒
作
品
)
　
竺
時
間
》

「
『
働
-
』
と
い
う
こ
と
」
を
学
ん
だ
ま
と
め
と
し
て
各
自
の
考
え
を

表
現
さ
せ
る
。
《
期
末
考
査
》

(
五
)
教
材
観

『
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
』
　
(
第
1
学
習
社
『
高
等
学
校
四
訂
版

新
国
語
二
』
)
　
に
は
読
む
者
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
魅
力
が
あ
る
。

特
に
生
徒
達
は
'
松
戸
与
三
の
過
酷
な
労
働
条
件
、
恋
人
を
失
っ
た

女
工
の
手
紙
の
内
容
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

悲
惨
な
労
働
状
況
に
憤
り
を
感
じ
な
が
ら
も
家
族
の
た
め
に
働
か
ざ

る
を
得
な
い
与
三
の
現
実
に
「
働
-
」
　
こ
と
の
厳
し
さ
を
兄
い
出
す

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代
や
労
働
状
況
は
全
-
違
う
も
の
の
、

松
戸
与
三
の
「
働
-
」
姿
か
ら
生
徒
達
が
何
か
を
感
じ
取
っ
て
-
れ

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

石
川
啄
木
の
「
は
た
ら
け
ど
/
は
た
ら
け
ど
猶
わ
が
生
活
楽
に
な

ら
ざ
り
/
ぢ
っ
と
手
を
見
る
」
は
単
元
「
『
働
-
』
と
い
う
こ
と
」
を

設
定
し
た
時
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ん
だ
作
品
で
あ
る
O
「
働
-
」
と

い
う
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
「
手
」
を
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
見
つ
め

て
い
た
の
か
。
そ
う
考
え
た
時
、
生
徒
達
は
自
ら
の
姿
を
こ
の
歌
の
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中
に
兄
い
出
し
、
「
働
-
」
こ
と
に
伴
う
早
さ
を
知
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

「
働
-
」
と
い
こ
う
と
は
厳
し
さ
へ
辛
さ
の
み
が
伴
う
も
の
で
は

な
い
。
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
充
実
感
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
は

働
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
『
鉄
塔
を
登
る
男
』
　
(
大
修
館
吾
店
『
高

等
学
校
国
語
I
』
)
は
「
F
電
工
の
ご
-
普
通
の
社
員
」
で
、
二
十
数

年
間
、
鉄
塔
に
上
り
続
け
て
い
る
。
7
年
に
l
度
の
東
京
タ
ワ
ー
の

電
球
交
換
も
彼
が
手
が
け
る
。
そ
の
彼
は
管
理
職
に
な
っ
た
今
で
も

「
六
十
歳
の
定
年
ま
で
上
り
つ
づ
け
る
で
し
ょ
う
」
と
語
る
。
こ
の

言
葉
に
は
、
恵
ま
れ
た
労
働
環
境
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
其
撃

に
仕
郡
に
取
り
組
ん
で
き
た
職
業
人
の
誇
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

生
徒
達
は
こ
の
彼
の
言
葉
に
仕
事
へ
の
積
極
的
な
意
義
を
兄
い
だ
し

て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

『
仕
事
に
か
け
る
情
熱
』
　
(
山
口
里
U
同
等
学
校
定
時
制
通
信
制
教
育

振
興
会
『
平
成
五
年
度
山
口
里
尚
等
学
校
定
時
制
通
信
制
生
徒
生
活

体
験
発
表
大
会
作
品
集
』
)
　
は
同
じ
定
時
制
の
生
徒
の
作
品
で
あ
る
。

魚
の
仲
買
専
門
の
会
社
で
働
い
て
い
る
「
私
」
は
朝
が
早
-
、
慣
れ

な
い
仕
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
欠
勤
を
続
け
て
い
る
。
ま
た
、

後
継
者
不
足
や
年
々
減
っ
て
い
る
水
揚
げ
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も

「
地
域
活
性
化
の
担
い
手
に
な
る
の
だ
と
い
う
自
信
」
を
持
っ
て
仕

事
を
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
私
」
に
生
徒
達
は
自
分
の
姿
を
重
ね

て
見
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
改
め
て
自
ら
の
「
働
-
」
姿
を
自

問
自
答
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
六
)
指
導
計
画

第
7
時
　
松
戸
与
三
の
過
酷
な
仕
事
の
様
子
及
び
生
活
状
況
を
理
解

さ
せ
'
生
徒
自
身
の
「
働
-
」
姿
と
比
較
さ
せ
る
。

第
二
時
　
女
工
の
手
紙
の
内
容
と
へ
　
そ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
理
由
を

押
さ
え
さ
せ
る
。

第
三
時
　
手
紙
を
読
ん
だ
与
三
の
心
情
を
踏
ま
え
へ
彼
に
と
っ
て
「
働

-
」
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
か
を

考
え
さ
せ
る
。

第
四
時
　
「
セ
メ
ン
ト
栂
の
中
の
手
紙
」
を
踏
ま
え
、
「
ぢ
っ
と
手
を

見
る
」
時
の
作
者
の
心
情
を
理
解
さ
せ
る
。

第
五
時
　
「
鉄
塔
を
登
る
男
」
　
の
仕
事
の
内
容
を
理
解
さ
せ
る
0

第
六
時
　
「
六
十
歳
の
定
年
ま
で
上
り
つ
づ
け
る
で
し
ょ
う
。
」
と
語

る
「
私
」
の
仕
郡
へ
の
E
心
い
を
理
解
さ
せ
る
0

第
七
時
　
「
私
の
仕
事
に
か
け
る
情
熱
」
を
理
解
し
、
自
ら
の
仕
事

へ
の
意
識
を
喚
起
す
る
。

第
八
時
　
「
働
-
」
と
い
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を

表
現
さ
せ
る
。

※
　
第
五
時
は
1
斉
指
導
へ
第
八
時
は
第
1
学
期
末
考
査
で
'
他
の

六
時
限
は
学
習
プ
リ
ン
ト
を
中
心
に
し
た
指
導
で
あ
る
。

〓
　
単
元
「
『
働
-
』
と
い
う
こ
と
」
の
実
際

〓
)
授
業
の
実
際

こ
こ
で
は
第
二
時
へ
第
四
時
、
第
五
時
へ
第
七
時
の
授
業
(
国
語
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H
　
二
単
位
四
十
分
)
　
に
つ
い
て
へ
　
そ
の
実
際
を
紹
介
す
る
。

〔
第
二
時
〕

え れ 容 女
描さ た と 工

せ 理 手 の 導
冒

る 由 紙 手
O を を 氏
押 書 の 標
さ か 内

か 三 手 解 か 手 黙 ( 手 第 る 考 た か 与
描

導

展

開

せ の 紙 さ れ 紙 読 与 紙 二 0 え こ ら 三
堅 葺 軒 垂 蓋 筆 録 蓋 華

書 与 理 書 を 落 の せ の じ 姿

雛 鵬 ……&徒の皮応

〔
第
二
時
を
終
え
て
〕

◇
　
生
徒
の
意
見
や
感
想
を
授
業
に
生
か
す
こ
と

自
分
達
の
働
-
姿
と
比
較
し
て
'
与
三
の
仕
事
の
状
況
に
つ
い
て

感
じ
た
こ
と
を
書
か
せ
た
と
こ
ろ
「
最
近
の
若
者
は
仕
事
は
き
つ
く

な
く
賃
金
は
高
-
休
日
は
多
い
方
が
よ
-
一
つ
の
企
業
に
と
ど
ま

る
こ
と
を
知
ら
な
さ
す
ぎ
る
。
若
い
う
ち
は
も
っ
と
苦
労
す
べ
き
だ

と
思
う
僕
は
年
よ
り
か
?
」
と
い
う
意
見
が
'
あ
る
生
徒
よ
り
出
て

き
た
。
こ
の
生
徒
は
、
ま
だ
十
九
歳
で
あ
る
が
、
父
親
の
営
む
水
道

配
管
の
会
社
で
中
心
と
な
っ
て
働
い
て
い
る
。
普
段
か
ら
「
楽
な
仕

事
は
な
い
」
と
語
る
彼
の
意
見
に
、
T
部
の
生
徒
か
ら
は
反
論
が
出

た
。
「
わ
ざ
わ
ざ
苦
労
す
る
必
要
は
な
い
。
」
「
中
年
に
な
っ
て
も
苦
労

し
て
な
い
人
も
た
-
さ
ん
い
る
。
」
等
の
声
が
あ
が
り
'
一
時
対
立
の

様
相
を
呈
し
た
。
結
局
、
こ
の
対
立
は
そ
の
ま
ま
で
授
業
を
進
め
る

こ
と
と
な
っ
た
の
だ
が
'
全
体
と
し
て
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
雰
囲

気
の
中
で
、
う
ま
-
授
業
に
取
り
入
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
と
反
省
を
し

た
。本

校
の
定
時
制
は
、
ど
の
学
年
も
十
人
前
後
の
小
人
数
ク
ラ
ス
で

あ
る
。
彼
ら
は
、
本
文
の
表
現
に
そ
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

設
問
に
は
ほ
と
ん
ど
答
え
な
い
。
「
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
へ
自
ら

経
験
し
て
感
じ
た
こ
と
」
な
ど
は
比
較
的
へ
自
信
を
持
っ
て
話
を
す

る
。
特
に
三
へ
四
年
に
な
る
と
気
心
の
知
れ
た
仲
間
で
あ
る
た
め
、

授
業
中
で
も
思
っ
た
こ
と
を
好
き
な
時
に
口
に
す
る
。
そ
し
て
へ
　
そ

の
意
見
に
対
し
て
ま
た
別
の
生
徒
が
自
分
の
思
っ
た
こ
と
を
言
う
。

こ
う
し
た
意
見
の
交
換
は
大
抵
、
授
業
の
展
開
上
、
予
想
し
て
い
な

い
場
面
で
起
き
る
が
、
今
回
の
例
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た

意
見
が
出
た
時
は
、
や
は
り
授
業
が
盛
り
上
が
り
を
み
せ
る
。

小
人
数
で
'
比
較
的
意
見
を
言
い
や
す
い
雰
囲
気
の
あ
る
定
時
制

で
の
授
業
は
、
こ
の
よ
う
な
自
由
な
意
見
を
柔
軟
に
授
業
に
取
り
入
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れ
て
い
-
こ
と
も
生
徒
の
授
業
へ
の
意
欲
を
喚
起
す
る
1
　
つ
の
方
法

だ
と
思
う
。
(
た
だ
し
、
時
間
や
内
容
に
制
限
を
設
け
て
お
か
な
い

と
、
テ
ー
マ
か
ら
は
ず
れ
て
た
だ
の
雑
談
で
終
わ
る
場
合
が
あ
る
の

で
注
意
が
必
要
で
あ
る
)
　
ま
た
へ
　
こ
う
し
た
習
慣
が
身
に
つ
け
れ
ば
'

設
定
し
た
課
題
を
も
と
に
話
し
合
い
を
試
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

〔
第
四
時
〕

心 る 「
描情 」 ぢ

に 『 つ 導

日
迫 の と
ら
せ 者 を 標
る の 見

描 出 弱描導展開義喜葦買警群 重量買蓋吾憲

がかを 生句わ あとうの分す

坐
徒
の
反
応

出と見 徒をら ついふ中のる

〔
第
四
時
を
終
え
て
〕

◇
　
遊
び
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
こ
と

今
回
の
石
川
啄
木
の
短
歌
は
　
「
は
た
ら
け
ど
/
は
た
ら
け
ど
猶
わ

が
生
活
楽
に
な
ら
ざ
り
」
ま
で
を
明
ら
か
に
し
て
'
続
-
「
ぢ
っ
と

手
を
見
る
」
の
部
分
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
た
。
結
局
、
「
ぢ
っ
と
手
を

見
る
」
　
と
答
え
た
生
徒
は
い
な
か
っ
た
が
へ
　
こ
の
短
歌
へ
の
興
味
を

向
け
る
こ
と
は
で
き
た
よ
う
に
E
心
う
。
実
際
「
ど
う
し
て
手
を
見
る

の
か
」
と
い
う
疑
問
が
'
生
徒
か
ら
す
ぐ
出
さ
れ
た
。
仕
事
で
車
の

整
備
や
塗
装
を
し
て
い
る
生
徒
が
、
登
校
後
に
汚
れ
た
手
を
丹
念
に

洗
っ
て
い
る
光
景
を
よ
-
目
に
す
る
。
毎
日
現
場
で
働
-
生
徒
に

と
っ
て
、
こ
の
「
ぢ
っ
と
手
を
見
る
」
と
い
う
七
文
字
は
予
想
し
て

い
た
以
上
に
生
徒
の
心
に
訴
え
る
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
へ
　
今
回
の
プ
リ
ン
ト
に
は
石
川
啄
木
の
顔
写
真
を
載
せ
へ
　
名

前
を
当
て
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の
問
い
は
'
中
学
校

で
学
ん
で
い
た
の
か
、
比
較
的
簡
単
に
名
前
が
あ
が
っ
た
。

短
歌
の
空
欄
部
分
を
予
想
し
た
り
、
作
者
名
を
顔
写
真
か
ら
考
え

た
り
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
も
遊
び
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
本

当
に
些
細
な
工
夫
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
十
分
の
授
業
の
半
分
程
度

')・>



し
か
集
中
で
き
な
い
生
徒
が
い
る
現
実
の
中
で
は
'
こ
う
し
た
一
見

何
で
も
な
い
よ
う
な
工
夫
が
意
外
に
効
果
的
で
あ
る
。
授
業
へ
の
生

徒
の
集
中
の
度
合
い
を
見
て
遊
び
の
要
素
も
有
効
に
取
り
入
れ
て
い

き
た
い
。

〔
第
五
時
〕

容 男 「
描を 」 鉄

+鰭導目標る内る
0

解仕さ筆る全想仕題描さ事え者 。文像事
せのさの をさでか導

展
aO宕葺琶 嘉葺空き

を を さ かん開
理 押 せ をな

≡芋蔓冒蔓≡至轟生
徒
の
皮
応

鵠 翼 0撃肇

〔
第
五
時
を
終
え
て
〕

◇
　
導
入
部
分
の
重
要
性

導
入
部
分
で
い
か
に
生
徒
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
か
、
と
い
う

こ
と
は
ど
の
授
業
で
も
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
'
定
時
制
の
授

業
で
は
特
に
そ
の
重
要
性
を
痛
感
す
る
。
ま
ず
、
生
徒
が
授
業
開
始

時
に
教
室
に
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
が
、
こ
の
前
提
が

な
か
な
か
守
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
事
実
へ
　
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
教

室
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
ま
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中

で
は
、
い
か
に
早
-
生
徒
の
意
識
を
授
業
に
向
け
さ
せ
る
か
が
、
そ

の
授
業
を
成
立
さ
せ
る
鍵
と
な
る
。

本
時
に
お
い
て
は
「
鉄
塔
を
登
る
男
」
と
い
う
題
名
か
ら
'
ど
ん

な
職
業
の
人
か
を
想
像
さ
せ
た
が
「
鳶
職
」
「
電
気
屋
」
「
佐
官
屋
」

等
の
職
業
名
が
あ
が
り
'
作
品
へ
の
興
味
も
高
ま
っ
て
い
た
よ
う
に

思
う
。こ

れ
ま
で
の
一
般
的
な
授
業
の
形
で
は
、
学
習
プ
リ
ン
ト
に
よ
っ

て
、
ま
ず
授
業
範
囲
の
漢
字
を
書
か
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
た
。

本
文
を
読
み
進
め
な
が
ら
漢
字
を
書
-
こ
と
で
授
業
へ
の
姿
勢
を
作

る
た
め
で
あ
る
。
学
習
へ
の
姿
勢
が
で
き
て
い
る
の
と
い
な
い
の
で

は
そ
の
後
の
展
開
が
全
-
違
っ
て
く
る
。

ま
た
、
時
に
は
生
徒
の
雑
談
の
中
か
ら
授
業
に
関
連
あ
る
要
素
を

み
つ
け
て
導
入
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
生
徒
の
意
識
を
こ
ち
ら
に
向

け
て
お
い
て
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
い
い
か
ら
授
業
へ
結
び
つ
け
る
。

と
に
か
-
い
か
に
早
-
授
業
を
す
る
雰
囲
気
を
作
れ
る
か
、
こ
れ
が

四
十
分
と
い
う
短
い
時
間
の
中
で
展
開
を
求
め
ら
れ
る
定
時
制
の
授

業
に
必
要
な
こ
と
だ
と
思
う
。

〔
第
七
時
〕
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を
理
解
し
、
自
ら

の
仕
事
へ
の
意
識

を
喚
起
す
る
。

を
思
い
出
さ
せ
る
。

・
全
文
を
黙
読
さ
せ

る
。

・
仕
事
の
内
容
を
押

さ
え
へ
　
「
仕
事
に
か

け
る
情
熱
」
を
理
解

さ
せ
る
。

・
自
ら
の
「
仕
事
に
か

け
る
情
熱
」
を
書
か

せ
る
。

・
「
働
-
」
と
い
う
こ

と
の
様
々
な
意
義

を
理
解
さ
せ
る
。

が
多
か
っ
た
。

・
定
時
制
の
生
徒

の
作
文
と
知
っ

て
驚
い
た
。

・
「
地
域
活
性
化
の

担
い
手
」
に
な
り

た
い
と
い
う
事

が
信
じ
ら
れ
な

い
様
子
だ
っ
た
。

・
「
個
性
や
能
力
を

発
揮
す
る
」
「
社

会
的
役
割
を
果

た
す
」
と
い
う
意

義
よ
り
「
生
計
を

立
て
る
」
と
い
う

面
を
強
-
意
識

し
て
い
た
。

〔
第
七
時
を
終
え
て
〕

◇
　
教
材
の
選
択

「
セ
メ
ン
ト
梓
の
中
の
手
紙
」
の
松
戸
与
三
や
「
鉄
塔
を
登
る
男
」

の
仕
事
へ
の
姿
勢
に
感
心
し
て
い
た
生
徒
達
も
'
「
地
域
活
性
化
の
担

い
手
」
に
な
り
た
い
と
語
る
「
私
」
の
こ
の
情
熱
に
つ
い
て
は
懐
疑

的
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
仕
事
に
か
け
る
情
熱
」
は
、
同
じ
定
時
制
の

生
徒
の
作
文
と
い
う
こ
と
で
'
共
感
を
持
っ
て
読
ん
で
-
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
た
の
だ
が
、
生
徒
は
思
っ
た
ほ
ど
の
興
味
を
示
さ
な

か
っ
た
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
生
徒
達
は
多
-
の
体
験
か
ら
得
た
知
識
に

価
値
を
兄
い
出
し
て
い
る
た
め
自
分
達
の
価
値
観
を
揺
さ
ぶ
る
作
品

に
出
会
っ
た
時
に
は
'
作
品
に
も
授
業
に
も
意
欲
的
な
姿
勢
を
見
せ

る
。
し
か
し
'
作
品
の
魅
力
が
乏
し
い
場
合
は
授
業
へ
の
意
欲
を
ほ

と
ん
ど
見
せ
な
い
。
今
回
の
「
仕
事
に
か
け
る
情
熱
」
も
'
同
じ
定

時
制
の
生
徒
の
作
文
と
い
う
こ
と
以
上
の
教
材
と
し
て
の
魅
力
を
兄

い
出
せ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。

定
時
制
で
は
特
に
生
徒
の
体
験
や
興
味
を
踏
ま
え
た
教
材
の
選
択

が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
日
頃
か
ら
教
材
と
し
て
の

価
値
を
見
定
め
る
能
力
を
養
っ
て
お
き
た
い
。

(
二
)
生
徒
の
作
品
及
び
考
察

第
八
時
の
期
末
考
査
で
は
次
の
よ
う
な
課
題
を
設
定
し
た
。
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l

一
①
　
「
セ
メ
ン
ト
栂
の
中
の
手
紙
」
の
「
松
戸
与
三
」
の
生
一

括
状
況
と
「
は
た
ら
け
ど
/
は
た
ら
け
ど
猶
わ
が
生
活
一

楽
に
な
ら
ざ
り
/
ぢ
っ
と
手
を
み
る
」
か
ら
、
「
働
-
」

と
い
う
こ
と
の
厳
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
る
。

一
②
　
「
鉄
塔
を
登
る
男
」
が
語
る
「
私
は
六
十
歳
の
定
年
ま
一

で
登
り
つ
づ
け
る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
言
葉
か
ら
'
「
働
一

-
」
と
い
う
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
充
実
感
に
つ
い
て
述
一

s
e
a
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一
③
　
「
仕
事
に
か
け
る
情
熱
」
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
地

域
活
性
化
の
担
い
手
に
な
る
の
だ
と
い
う
自
信
と
情

熱
」
か
ら
、
「
働
-
」
と
い
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
述

べ
る
。

一
④
　
①
～
③
を
ま
と
め
て
君
達
に
と
っ
て
「
働
-
」
と
い
う

こ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
述
べ
る
。
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-
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u
z
m

'
s
i
'
-
那

松
戸
与
三
の
生
活
は
ま
ず
し
い
け
ど
'
自
分
が
子
供
を
た
く
さ
ん
う
ま

せ
る
か
ら
へ
　
こ
れ
は
自
分
の
せ
き
に
ん
だ
か
ら
'
し
か
た
が
な
い
。
も
の

ご
と
を
か
ん
が
え
な
い
て
や
る
か
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
だ

け
ど
、
な
ん
の
か
ん
の
い
っ
て
も
一
応
は
'
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
へ
　
い

い
。働

-
と
い
う
よ
り
は
'
自
分
が
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る

と
思
う
。
自
分
が
し
な
け
れ
ば
と
い
う
き
も
ち
が
あ
る
と
思
う
。

し
ご
と
を
し
て
い
る
と
き
は
え
ら
-
て
、
や
め
た
い
と
思
う
け
ど
'
な

け
れ
ば
な
い
で
へ
　
し
ご
と
が
し
た
-
な
る
。

自
分
に
と
っ
て
し
ご
と
は
'
生
き
て
い
く
た
め
に
は
'
あ
そ
ん
で
い
く

た
め
に
は
、
金
が
い
る
か
ら
。
そ
の
金
の
た
め
に
へ
自
分
は
t
　
は
た
ら
い

て
い
る
の
だ
。
べ
つ
に
金
が
あ
れ
ば
t
　
は
た
ら
く
ひ
っ
よ
う
が
な
い
。
自

分
だ
っ
た
ら
'
は
た
ら
か
な
い
。

で
も
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
'
時
間
が
あ
ま
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
。

あ
そ
ん
で
い
て
も
、
い
つ
か
は
あ
き
る
か
ら
へ
　
は
た
ら
く
。

自
分
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
は
'
そ
の
た
め
で
あ
る
。

T
・
S
君

私
は
仕
事
と
い
う
の
は
'
自
分
自
身
の
為
に
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
生

活
を
も
っ
と
楽
し
-
し
よ
う
と
思
っ
て
働
い
て
い
ま
す
が
'
現
笑
の
仕
郡

は
そ
う
甘
-
は
あ
り
ま
せ
ん
。
授
業
中
に
勉
強
し
た
短
歌
に
「
じ
っ
と
手

を
見
る
」
と
い
う
節
が
あ
っ
た
時
に
'
私
は
自
分
の
手
を
見
て
み
ま
し
た
。

普
段
あ
ま
り
み
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
'
少
し
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
油
で

少
し
只
-
な
っ
た
左
手
。
い
つ
つ
け
た
の
か
さ
え
解
か
ら
な
い
傷
が
数
個

あ
る
右
手
。
こ
れ
を
見
て
い
る
う
ち
に
'
な
ん
だ
か
こ
ん
な
に
仕
部
を
し

て
い
る
の
に
仕
部
の
上
で
は
結
射
的
に
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
自
分
に

腹
が
立
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
私
は
こ
の
仕
事
を
、
続
け
て
行
-
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
へ

私
の
父
を
そ
ん
敬
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
は
父
の
北
日
を
見
て
今
ま
で

育
っ
て
き
ま
し
た
。
父
は
会
社
を
経
常
し
て
い
ま
す
が
'
星
‖
1
1
線
で
仕
郡

を
し
て
い
ま
す
。
父
は
'

「
自
分
の
仕
事
は
定
年
と
い
う
の
が
な
い
。
自
分
が
働
け
る
限
り
働
い

て
や
る
ぞ
。
」

と
よ
-
u
つ
て
い
ま
す
。
父
を
こ
こ
ま
で
か
り
立
て
る
も
の
は
仕
郡
の
あ

と
の
充
実
感
に
は
か
な
ら
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
私
は
7
日
の
仕
郡
が

終
わ
る
と
学
校
が
あ
っ
て
充
実
感
に
ひ
た
っ
て
い
る
ひ
ま
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
仕
郡
で
1
つ
の
現
場
が
全
て
終
わ
り
へ
　
お
客
様
に
引
き
渡
す
時
、

も
う
こ
の
充
実
は
一
T
:
:
目
薬
で
は
表
せ
な
い
ほ
ど
の
前
び
が
あ
り
ま
す
o
そ
れ

を
ま
た
味
わ
う
為
に
私
は
こ
の
仕
郡
を
続
け
て
い
る
の
で
す
o

こ
の
仕
事
を
し
て
い
る
と
'
よ
-
街
の
な
か
で
の
仕
事
に
目
が
い
き
ま

す
。
水
道
、
ガ
ス
へ
下
水
と
梯
類
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
'
も
し
へ
自
分
が

す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
今
へ

こ
の
仕
郡
は
3
K
と
か
5
K
と
か
言
わ
れ
て
い
て
若
い
人
が
な
か
な
か
長

-
は
続
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は
自
分
が
こ
の
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
こ
の

街
の
水
道
な
ど
は
整
備
で
き
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
困
る
の
は
自
分
達

だ
と
い
う
市
心
識
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
同
年
代
で
も
地
域
経
済
の

活
性
化
に
参
加
し
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う
話
を
閃
い
て
は
ず
か
し
く
な

り
ま
し
た
。

私
は
こ
の
作
文
に
あ
た
っ
て
い
ろ
ん
な
事
を
思
い
出
し
て
み
ま
し
た
が
、
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自
分
に
と
っ
て
働
-
と
い
う
事
は
楽
し
い
の
l
言
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が

結
論
で
す
O
働
い
て
れ
ば
苦
し
い
郡
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
の
よ
ろ
こ

び
が
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
自
分
も
た
ぶ
ん
体
が
動
き
続
け
る
限
り
働
-

郡
で
し
ょ
う
0

Y
・
S
君

W
・
W
君

こ
の
セ
メ
ン
ト
相
の
中
の
手
紙
に
出
て
-
る
人
は
'
ぴ
ん
ぼ
う
人
で
あ

り
、
は
た
ら
い
て
も
い
っ
こ
う
に
生
紙
が
楽
に
な
ら
な
い
O
仕
郡
の
た
の

し
さ
も
知
ら
ず
に
た
だ
た
だ
働
い
て
い
た
人
だ
と
思
う
。

こ
の
鉄
塔
を
登
る
男
の
中
に
出
て
-
る
人
は
、
よ
-
あ
そ
こ
ま
で
登
っ

て
ゆ
け
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。
だ
が
そ
れ
で
も
発
る
の
は
な
に
よ
り
'
あ

そ
こ
ま
で
発
っ
て
、
電
球
を
と
り
か
え
た
人
だ
と
い
う
プ
ラ
イ
ド
が
あ
る

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
と
こ
こ
ま
で
や
っ
た
ん
だ
と
言
う
充
実

感
は
金
で
は
買
え
な
い
も
の
が
あ
る
o

こ
の
仕
事
に
か
け
る
情
熱
に
出
て
-
る
人
は
'
仕
郡
へ
の
自
信
と
慣
熟

が
あ
る
と
思
う
。
あ
と
無
欠
勤
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
う
O

こ
れ
ら
を
見
て
へ
生
活
を
す
る
た
め
と
、
た
の
し
さ
が
な
け
れ
ば
つ
づ

か
な
い
と
思
う
。

僕
は
こ
の
セ
メ
ン
ト
杓
の
中
の
手
紙
を
読
ん
で
、
思
っ
た
こ
と
は
'
コ

ン
ク
リ
ー
ト
が
粉
々
に
な
っ
て
セ
メ
ン
ト
と
1
紺
に
な
っ
て
死
ん
だ
こ
と

は
む
ご
い
事
だ
と
思
う
。
そ
し
て
松
戸
与
三
は
、
家
族
を
挙
っ
た
め
だ
け

に
こ
こ
ま
で
苦
し
い
郡
を
し
な
-
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
郡
は
'
お
金
が

た
ま
ら
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
仕
郡
を
す
る
し
か
な
い
と
亭
っ
印
だ
と
思
う
0

こ
の
鉄
E
=
を
登
る
列
は
自
分
に
し
か
こ
の
仕
郡
が
出
米
な
い
と
思
っ
て

い
る
か
へ
そ
れ
と
も
自
分
以
上
に
こ
の
仕
郡
が
出
来
る
わ
け
が
な
い
と
い

う
自
信
か
ら
く
る
充
実
感
だ
と
思
う
。
(
中
略
)

伐
に
と
っ
て
の
働
く
郡
は
ま
ず
第
1
に
パ
イ
ク
の
ロ
ー
ン
だ
。
そ
し
て

残
っ
た
お
金
は
別
に
貯
金
す
る
わ
け
で
も
な
-
た
だ
岬
に
悲
味
も
な
-
む

だ
使
い
を
し
て
い
る
だ
け
だ
と
思
う
。
そ
の
中
で
こ
の
今
ま
で
や
っ
た
同

語
の
勉
強
は
そ
う
意
味
の
な
い
事
だ
っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
と
言
う
と
仕
郡
に
対
す
る
意
識
や
情
熱
へ
プ
ラ
イ
ド
な
ど
と
　
う
、
色
々

な
郡
を
勉
強
し
た
か
ら
だ
.
こ
の
今
ま
で
や
っ
た
仕
叫
に
関
す
る
勉
強
の

中
で
僕
が
E
心
っ
た
こ
と
は
'
人
生
は
十
人
十
色
と
思
っ
た
。
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T
・
K
君

仕
郡
に
か
け
る
情
熱
を
読
ん
で
'
供
は
、
こ
の
人
み
た
い
に
'
地
域
経

済
活
性
化
の
担
い
手
に
な
る
の
だ
と
い
う
自
信
と
情
熱
を
持
っ
て
と
吉
い

て
あ
る
け
ど
'
僕
は
'
ぜ
ん
ぜ
ん
仕
事
に
自
信
も
な
-
偶
熱
も
あ
り
ま
せ

ん
。
で
も
'
こ
の
文
を
読
ん
で
'
こ
れ
か
ら
は
'
少
し
で
も
自
信
を
も
ち
'

情
熱
を
持
つ
よ
う
に
し
て
'
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鉄
塔
を
登
る
男
を
読
ん
で
'
思
っ
た
こ
と
は
'
こ
の
人
は
、
私
は
六
十

歳
の
定
年
ま
で
登
り
つ
づ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
と
告
い
て
い
る
け
ど
、
こ

の
人
は
、
た
ぶ
ん
仕
餌
に
情
熱
を
持
ち
へ
　
い
き
が
い
を
持
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
僕
も
仕
郡
に
生
き
が
い
を
持
ち
た
い
。

こ
の
課
題
に
対
し
て
生
徒
が
書
い
た
作
品
を
次
に
考
察
し
て
み
た

」
蝣
」

_
>

ま
ず
S
・
I
君
の
表
現
で
あ
る
が
、
彼
の
場
合
、
松
戸
与
三
の
働

く
姿
に
机
極
的
な
意
義
を
兄
い
だ
し
な
が
ら
も
、
そ
の
考
え
が
自
ら

の
働
-
意
識
へ
反
映
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
T
・
S
君
の
表
現
は
'
働
-
こ
と
の
厳
し
さ
、
充
実

感
が
体
験
を
踏
ま
え
て
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
自
分
の
手
」
を

眺
め
、
厳
し
い
仕
事
の
状
況
を
見
据
え
る
彼
の
目
は
'
同
時
に
誇
り

を
も
っ
て
仕
事
に
取
り
組
む
「
父
の
背
」
を
も
見
つ
め
て
い
る
。
「
働



-
と
い
う
事
は
、
楽
し
い
」
と
述
べ
る
彼
に
と
っ
て
「
生
き
る
力
」

は
徐
々
に
養
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

W
・
W
君
は
'
「
生
活
し
て
い
-
た
め
に
は
'
ど
ん
な
に
い
や
で
も

さ
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
「
た
の
し
さ
が
な
け
れ
ば
つ
づ

か
な
い
」
も
の
と
し
て
仕
事
を
と
ら
え
、
働
-
と
い
う
こ
と
の
厳
し

い
面
、
辛
い
面
に
日
を
向
け
て
い
る
。

T
・
K
君
と
Y
・
S
君
の
表
現
は
自
ら
の
体
験
と
の
関
わ
り
は
薄

い
も
の
の
、
「
仕
事
に
対
す
る
意
識
や
情
熱
へ
　
プ
ラ
イ
ド
な
ど
」
を
学

ん
だ
り
「
仕
事
に
生
き
が
い
を
持
ち
た
い
」
と
い
う
意
欲
を
培
っ
た

り
す
る
な
ど
前
向
き
な
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
の
中

か
ら
彼
ら
自
身
の
「
生
き
る
力
」
が
養
わ
れ
て
い
-
こ
と
を
期
待
し

た
い
。

三
　
単
元
「
『
働
-
』
と
い
う
こ
と
」
　
の
成
果
と
課
題

ま
ず
へ
　
竪
冗
「
『
働
-
』
と
い
う
こ
と
」
の
成
果
と
課
題
を
単
元
の

目
標
の
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

①
　
「
働
-
」
姿
を
描
い
た
作
品
を
自
ら
の
経
験
と
あ
わ
せ
な
が
ら

意
欲
的
に
読
み
す
す
め
る
態
度
を
養
わ
せ
る
。

「
意
欲
的
に
読
み
す
す
め
る
態
度
を
養
う
」
と
い
う
面
に
目
を
向

け
る
な
ら
ば
、
生
徒
は
予
想
以
上
に
興
味
を
持
っ
て
作
品
を
読
ん
で

く
れ
た
よ
う
に
思
う
。
特
に
「
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
」
　
は
作
品

の
持
つ
魅
力
を
生
徒
が
十
分
感
じ
取
っ
て
い
た
。
こ
の
作
品
の
教
材

と
し
て
の
魅
力
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
は
た
ら
け
ど
/
は
た
ら
け
ど
猶
わ
が
生
活
楽
に
な
ら
ざ
り
/

ぢ
っ
と
手
を
見
る
」
「
鉄
塔
を
登
る
男
」
も
比
較
的
関
心
を
持
っ
て
授

業
に
の
ぞ
ん
で
い
た
。
た
だ
、
生
徒
作
品
の
「
仕
事
に
か
け
る
情
熱
」

は
期
待
し
た
ほ
ど
の
反
応
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
「
自
ら
の
経
験
と
あ
わ
せ
な
が
ら
」
読
む
と
い
う
点
に
は

大
き
な
課
題
が
残
っ
た
。
確
か
に
「
セ
メ
ン
ト
栂
の
中
の
手
紙
」
　
で

は
'
生
徒
の
体
験
談
が
授
業
に
大
い
に
役
立
っ
た
。
だ
が
'
最
終
時

の
生
徒
の
表
現
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
説
を
読
む
と
い
う
こ
と

の
基
本
的
な
方
法
が
指
導
で
き
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
経
験
に
頼
っ

た
読
み
を
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
読
み
の

指
導
の
不
徹
底
を
痛
感
し
た
。
大
い
に
反
省
す
べ
き
点
で
あ
る
。

②
　
様
々
な
状
況
の
中
で
「
働
-
」
姿
を
読
み
取
る
こ
と
で
「
働
-
」

と
い
う
こ
と
の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
。

「
働
-
」
と
い
う
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
へ
　
「
生
計
を
立
て
る
」

と
い
う
面
が
生
徒
の
中
で
相
変
わ
ら
ず
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。

「
個
性
や
能
力
の
発
揮
」
や
「
社
会
的
な
役
割
を
果
た
す
」
な
ど
の

意
義
に
つ
い
て
は
「
こ
の
今
ま
で
や
っ
た
国
語
の
勉
強
は
そ
う
意
味

の
な
い
事
だ
っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
う
と
仕
事

に
対
す
る
意
識
や
情
熱
、
プ
ラ
イ
ド
な
ど
と
言
う
、
色
々
な
事
を
勉

強
し
た
か
ら
だ
。
」
と
い
う
Y
・
S
君
の
感
想
は
あ
る
も
の
の
へ
　
十
分

理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
言
い
難
い
。

今
回
は
四
つ
の
作
品
を
扱
う
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
「
働
-
」
と
い
う

27



こ
と
の
様
々
な
意
義
を
理
解
さ
せ
る
上
で
も
'
も
っ
と
多
く
の
作
品

を
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
作
品
を
読
む

こ
と
で
、
「
働
-
」
と
い
う
こ
と
へ
の
意
識
が
よ
り
深
ま
っ
て
-
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
　
「
働
-
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
自
ら
の
考
え
を
表
現
す
る
能

力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。

こ
の
目
標
が
最
も
達
成
で
き
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
へ
　
「
『
働
-
』
　
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
自
ら
の
考
え
」
が
ま

と
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
前
項
の
「
『
働
-
』
と
い
う
こ
と
の
意
義
」

が
押
さ
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
段
階

で
仕
事
の
意
義
を
十
分
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
'
そ
れ
が
内
容

に
大
き
-
影
響
し
た
。

次
に
　
「
表
現
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
」
　
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
事
前
の
作
文
指
導
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
あ
る
。
生
徒
の
書
-
こ
と
へ
の
抵
抗

感
や
内
容
の
程
度
が
把
握
で
き
て
い
た
だ
け
に
'
事
前
の
指
導
は
当

然
必
要
で
あ
っ
た
。

作
文
の
指
導
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
系
統
立
て
た
指
導
を
し

て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
t
 
T
・
S
君
の
よ
う
に
仕
事
へ
の

情
熱
を
自
ら
の
生
き
る
力
と
し
て
表
現
し
て
い
る
生
徒
も
い
る
。
今

後
は
彼
の
よ
う
に
自
ら
の
生
き
る
力
を
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
に
表

現
で
き
る
よ
う
十
分
な
指
導
を
心
掛
け
た
い
。

次
に
へ
定
時
制
の
実
際
の
授
業
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
た
点
と
課

題
を
も
う
1
度
ま
と
め
て
お
-
0

①
　
定
時
制
の
授
業
で
は
、
や
る
べ
き
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
り
目
的

の
は
っ
き
り
し
て
い
る
プ
リ
ン
-
学
習
が
有
効
で
あ
る
が
、
そ

の
作
成
に
お
い
て
は
、
生
徒
の
意
見
を
引
き
出
す
問
い
を
設
定

す
る
の
が
望
ま
し
い
。

②
　
様
々
な
経
験
を
持
つ
生
徒
の
多
い
定
時
制
で
は
、
生
徒
の
体
験

談
を
研
極
的
に
授
業
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
'
生
徒
が
意
欲
的

に
授
業
に
の
ぞ
み
活
気
が
生
ま
れ
て
く
る
。

③
　
生
徒
は
自
分
達
の
興
味
と
結
び
付
い
た
作
品
や
、
経
験
か
ら
得

た
価
値
観
を
揺
さ
ぶ
る
作
品
に
大
き
な
関
心
を
示
す
。
ま
た
、

そ
う
し
た
作
品
へ
の
興
味
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に
は
'
生
徒
同

士
で
意
見
を
交
換
さ
せ
た
り
遊
び
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
り
し

た
授
業
の
展
開
が
有
効
で
あ
る
。

④
　
定
時
制
の
授
業
で
は
、
導
入
部
分
で
生
徒
の
学
習
意
欲
を
い
か

に
喚
起
す
る
か
が
重
要
と
な
っ
て
-
る
。
そ
の
た
め
、
日
頃
か

ら
学
習
姿
勢
を
早
-
確
立
で
き
る
雰
囲
気
作
り
を
心
掛
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
　
定
時
制
の
生
徒
達
は
特
に
吾
-
と
い
う
こ
と
に
抵
抗
感
を
表
す
。

「
『
書
き
た
い
こ
と
、
書
か
ず
に
お
れ
な
い
こ
と
』
を
持
た
せ
る
」

(
注
3
)
指
導
を
常
に
心
掛
け
て
、
表
現
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る

充
実
感
を
味
わ
わ
せ
た
い
。
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最
後
に
'
全
体
を
通
じ
て
の
大
き
な
反
省
点
を
l
つ
述
べ
て
お
き

た
い
。
そ
れ
は
、
授
業
を
し
て
い
く
中
で
'
ど
の
よ
う
な
　
「
こ
と
ば

の
力
」
を
育
て
る
の
か
と
い
う
点
が
常
に
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
「
働
-
」
と
い
う
こ
と

の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
面
に
の
み
目
が
向
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
'
単
元
全
体
を
ふ
り
か
え
っ
た
み
た
際
へ
　
今
一
つ
手
ご
た
え
を

感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ

ろ
う
。「

単
元
学
習
と
は
学
び
手
の
興
味
・
関
心
・
必
要
に
根
ざ
す
話
題

を
め
ぐ
っ
て
組
織
さ
れ
る
一
ま
と
ま
り
の
価
値
あ
る
活
動
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
と
ば
の
力
へ
　
学
ぶ
力
へ
　
生
き
る
力
を
適
正
に
育
て

得
る
も
の
」
　
(
注
4
)
と
定
義
さ
れ
る
な
ら
ば
、
今
回
の
一
連
の
学
習

は
、
単
元
学
習
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
重
要
な
力
を
欠
落
さ
せ
て
い

た
と
言
え
る
。

今
後
の
単
元
学
習
で
は
「
学
ぶ
力
」
「
生
き
る
力
」
そ
し
て
特
に
「
こ

と
ば
の
力
」
を
育
て
る
こ
と
を
大
き
な
目
的
と
し
て
実
践
に
励
ん
で

い
き
た
い
。

お
わ
り
に

単
元
『
「
働
-
」
　
と
い
う
こ
と
』
　
は
　
『
「
教
え
る
」
と
い
う
こ
と
』

を
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
。
漠
然
と
し
て
い
た
教
え
る
と
い
う
こ
と

の
輪
郭
が
ぼ
ん
や
り
で
は
あ
る
が
見
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

「
え
ら
い
の
は
'
仕
事
を
し
て
い
る
人
間
み
な
い
っ
し
ょ
だ
。
」
と
表

現
し
た
生
徒
は
消
防
士
を
目
指
し
て
公
務
員
試
験
の
勉
強
に
励
ん
で

い
る
。
「
父
を
そ
ん
敬
し
て
い
る
か
ら
」
家
の
仕
事
を
続
け
て
い
-
と

い
う
生
徒
は
'
見
聞
を
広
め
る
た
め
に
と
応
募
し
た
定
時
制
海
外
派

遣
生
徒
に
選
ば
れ
、
こ
の
夏
へ
日
本
を
離
れ
る
。
「
ど
う
せ
や
め
る
か

ら
、
金
が
あ
っ
た
ら
別
に
い
い
」
と
だ
け
書
い
た
生
徒
は
「
人
に
感

謝
さ
れ
る
仕
事
が
し
た
い
」
と
理
学
療
法
士
に
な
る
道
を
選
ん
だ
O

自
ら
目
指
す
仕
事
へ
の
思
い
を
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
忘
れ
ず
に
い

て
ほ
し
い
と
思
う
。
ま
た
へ
　
私
自
身
も
充
実
感
を
求
め
て
教
壇
に
立

つ
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
い
た
い
。

(
注
-
)
　
本
単
元
の
計
画
、
実
施
等
に
つ
い
て
は
石
津
正
賢
先
生
「
国

語
科
に
お
け
る
指
導
方
法
の
1
方
法
-
主
題
単
元
『
生
き

る
こ
と
は
'
な
ぜ
せ
つ
な
い
の
か
?
』
を
通
し
て
-
」
　
(
平

成
五
年
十
1
月
九
日
へ
　
高
教
研
図
吾
館
部
会
)
　
を
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

(
注
2
)
　
片
桐
啓
恵
先
生
「
人
と
の
出
会
い
の
中
で
こ
と
ば
の
力
を

育
て
る
-
外
国
の
人
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
I
」

(
平
成
四
年
八
月
十
一
日
へ
第
三
十
三
回
広
島
大
学
教
育

学
部
国
語
教
育
学
会
)

(
注
3
)
　
大
槻
和
夫
先
生
「
国
語
の
学
力
と
単
元
学
習
」
　
(
「
国
語
単

元
学
習
の
新
展
間
I
理
論
編
」
束
洋
館
出
版
社
四
十
九

ペ
ー
ジ
)

(
注
4
)
　
同
へ
　
四
十
五
ペ
ー
ジ

(
山
口
県
立
宇
部
工
業
高
等
学
校
)
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