
漢
文
入
門
期
(
中
学
校
二
年
生
)
指
導
の
試
み

-
辞
書
を
使
っ
て
グ
ル
ー
プ
で
漢
文
に
挑
む
-

l
　
は
じ
め
に

教
増
に
立
っ
て
1
年
目
、
中
学
校
二
年
の
古
典
の
授
業
を
担
当
し
、
1
学

期
二
学
期
と
古
文
の
授
業
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
間
、
ど
う
し
て
も
講
義
調

に
陥
っ
て
し
ま
い
、
生
徒
が
主
体
的
に
古
典
を
学
習
で
き
る
方
法
は
な
い
か

と
常
々
考
え
て
き
た
。
そ
し
て
三
学
期
。
漢
文
指
導
の
計
画
を
立
て
る
際
に
'

「
挑
む
授
業
」
を
試
み
よ
う
と
考
え
つ
い
た
。
中
学
校
二
年
の
段
階
で
は
漢

文
に
関
す
る
知
識
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
そ
の
入
門
期
に
、
雷
き
下
し
文
や

現
代
語
訳
で
は
な
-
、
あ
え
て
訓
点
付
き
の
ま
と
ま
っ
た
漢
文
を
与
え
へ
生

徒
自
ら
の
手
で
そ
れ
に
挑
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
と
し
て
の
漢
文
に

親
し
む
き
っ
か
け
を
作
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

授
業
計
画

①
期
間

②
対
象

③
教
材

④
指
導
目
標

一
九
九
八
年
一
月
十
六
日
～
二
月
二
十
七
日

広
島
大
学
附
属
福
山
中
学
校
二
年
生
(
A
組
～
C
組
)

桃
花
源
記
(
全
文
)

三
　
藤
　
直
　
子

・
古
典
と
し
て
の
漢
文
を
理
解
す
る
基
礎
を
養
い
へ
古
典
に
親
し
む
態
度

を
育
て
る
。

・
古
典
学
習
活
動
を
通
し
て
'
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
姿
勢
を
養
う
。

⑤
指
導
過
程

-
　
漢
文
訓
読
法
の
説
明
(
1
時
間
)

2
　
グ
ル
ー
プ
活
動
　
(
三
時
間
)

3
　
グ
ル
ー
プ
発
表
　
(
四
時
間
)

4
　
「
挑
花
源
」
ま
と
め
　
(
1
時
間
)

三
　
指
導
計
画
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て

指
導
計
画
を
立
て
る
上
で
、
以
下
の
諸
点
を
考
慮
し
た
。

①
古
文
学
習
と
の
連
続
、
連
係

一
・
二
学
期
と
『
枕
草
子
」
「
徒
然
草
』
「
平
家
物
語
」
か
ら
の
教
材
文
を

い
く
つ
か
読
ん
で
き
た
。
そ
の
際
、
古
文
の
言
い
回
し
や
リ
ズ
ム
な
ど
に
慣

れ
親
し
ま
せ
る
た
め
に
、
音
読
を
し
っ
か
り
さ
せ
、
一
部
は
暗
唱
も
さ
せ
た
。

ま
た
へ
古
文
を
黙
読
し
た
り
、
書
き
写
し
た
り
す
る
作
業
も
さ
せ
て
き
た
の

で
、
古
文
特
有
の
助
詞
や
助
動
詞
の
用
法
や
活
用
も
そ
れ
程
違
和
感
な
-
受
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け
容
れ
ら
れ
る
と
考
え
、
こ
う
し
た
古
文
で
の
学
習
と
の
連
続
性
を
意
識
さ

せ
な
が
ら
漢
文
口
調
に
出
会
わ
せ
'
古
き
下
し
文
を
つ
-
る
際
に
も
'
古
文

学
習
で
の
経
験
を
活
用
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

②
漢
文
訓
読
の
基
礎
学
習

中
学
校
二
年
の
段
階
で
は
、
「
訓
読
の
き
ま
り
」
を
知
っ
て
い
る
生
徒
は

わ
ず
か
で
あ
る
。
今
回
は
ま
と
ま
っ
た
漢
文
を
読
む
こ
と
が
目
的
だ
が
'
あ

る
程
度
の
き
ま
り
は
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
教
材
を

読
む
の
に
必
要
最
小
限
の
き
ま
り
を
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
。

③
教
材
「
桃
花
源
」
に
つ
い
て

「
桃
花
源
」
　
は
へ
　
そ
の
内
容
に
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
あ
る
た
め
、
「
そ
の
先

は
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
っ
た
形
で
主
体
的
に
教
材
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な

り
、
学
習
意
欲
の
持
続
が
期
待
で
き
る
教
材
で
あ
る
。

ま
た
へ
　
教
科
書
　
(
教
育
出
版
「
中
学
国
語
2
」
)
　
に
は
、
「
桃
花
源
」
　
の
話

の
梗
概
、
訓
点
付
き
の
漢
文
二
か
所
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
、
教
科
書

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
話
を
あ
ら
か
じ
め
読
ま
せ
る
こ
と
で
'
「
桃
花
源
」
　
を

す
べ
て
訓
点
付
き
の
漢
文
で
読
ま
せ
る
際
の
手
助
け
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
た
。

さ
ら
に
'
訓
読
法
で
は
、
「
桃
花
源
」
　
に
は
再
読
文
字
「
未
」
が
1
度
使

用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
あ
と
は
レ
点
、
一
・
二
点
、
上
・
下
点
を
知
っ
て

い
れ
ば
書
き
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
で
も
'
入
門
期
に
ま
と
ま
っ
た

漢
文
を
読
ま
せ
る
場
合
の
教
材
と
し
て
、
適
切
で
あ
る
と
考
え
た
。

④
辞
酉
を
使
っ
た
グ
ル
ー
プ
活
動
の
導
入

一
斉
学
習
で
は
、
学
習
に
遅
れ
が
ち
な
生
徒
は
途
中
で
意
欲
を
失
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
'
小
集
団
で
あ
れ
ば
、
集
団
の
一
員
と
し
て
参

加
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
へ
　
ひ
と
り
ひ
と
り
が
主
体
的

に
学
習
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
'
グ
ル
ー
プ
活
動

を
導
入
し
た
。
ま
た
、
そ
の
主
た
る
学
習
活
動
と
し
て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と

を
自
分
の
力
で
解
決
し
て
い
-
た
め
の
手
段
で
あ
る
辞
雷
使
用
へ
　
さ
ら
に
そ

れ
を
通
じ
た
現
代
語
訳
作
成
を
課
し
た
。

⑤
グ
ル
ー
プ
活
動
の
工
夫

・
四
人
グ
ル
ー
プ
を
十
班
　
(
四
十
1
人
ク
ラ
ス
の
場
合
は
五
人
班
を
1
つ
)

つ
-
り
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
者
を
決
め
る
。

・
本
文
を
五
つ
に
区
切
り
、
二
つ
の
班
が
同
じ
箇
所
を
担
当
す
る
よ
う
に
す
る
。

五
段
に
区
切
っ
た
の
は
、
作
業
塁
へ
の
配
慮
と
と
も
に
、
学
習
活
動
を

グ
ル
ー
プ
内
活
動
で
完
結
さ
せ
す
う
　
各
班
に
担
当
部
分
と
そ
れ
以
前
や
そ

れ
以
後
の
内
容
と
の
関
連
を
、
グ
ル
ー
プ
発
表
の
時
間
に
考
え
さ
せ
よ
う

と
し
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
各
段
に
二
班
を
配
当
し
た
の
は
、
各
班
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
達

の
読
み
を
相
対
化
す
る
場
面
を
つ
-
り
'
両
班
以
外
の
発
表
を
閉
-
生
徒

に
は
、
両
者
を
比
較
し
て
問
題
を
発
見
し
読
み
を
深
め
る
契
機
を
与
え
よ

う
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

・
漢
和
辞
典
は
班
に
二
冊
ず
つ
配
布
す
る
.
そ
の
際
へ
　
種
類
の
違
う
も
の
二

冊
と
す
る
。

辞
苔
に
よ
っ
て
説
明
の
仕
方
や
載
っ
て
い
る
語
句
に
差
が
あ
る
　
(
後

述
)
。
一
冊
の
辞
書
で
は
解
釈
が
偏
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
一
冊
で
は

辞
書
に
触
れ
る
生
徒
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
へ

逆
に
辞
雷
の
数
が
多
-
な
れ
ば
個
別
作
業
に
な
り
、
グ
ル
ー
プ
の
機
能
が

低
下
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
種
類
の
違
う
二
冊
を
配
布
す
る
こ
と
に
し
た
o
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用
い
た
漢
和
辞
典
は
大
修
館
苔
店
「
新
漢
和
辞
典
j
・
旺
文
社
「
漢
和

辞
典
l
・
三
省
堂
「
新
明
解
漢
和
辞
典
j
・
小
学
飾
r
新
選
漢
和
辞
典
」
・

明
治
書
院
r
新
釈
漢
和
辞
典
』
　
の
五
種
類
で
あ
る
。

四
　
授
業
の
実
際

-
　
漢
文
訓
読
法
の
説
明
(
第
一
時
)

「
桃
花
源
」
を
漢
文
で
読
む
た
め
に
は
'
最
低
限
の
文
法
知
識
が
必
要
で

あ
る
。
し
か
し
生
徒
に
は
文
法
知
識
が
ま
っ
た
-
な
い
。
そ
こ
で
第
一
時
に

漢
文
訓
読
法
の
説
明
を
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
が
、
あ
-
ま
で
も
文
法
は

「
桃
花
源
」
を
漢
文
で
読
む
た
め
の
手
段
と
し
て
あ
つ
か
い
、
知
識
の
注
入

に
陥
ら
な
い
よ
う
に
つ
と
め
た
。
す
な
わ
ち
'
漢
文
を
読
む
た
め
に
必
要
な

も
の
と
し
て
、
生
徒
が
興
味
を
持
っ
て
主
体
的
に
文
法
を
学
習
す
る
よ
う
、

配
慮
し
た
。

ま
ず
、
「
有
備
無
患
」
と
い
う
四
文
字
を
板
讃
し
て
へ
そ
の
読
み
を
問
う
た
。

三
ク
ラ
ス
と
も
読
め
た
生
徒
は
お
ら
ず
、
「
ゆ
う
び
ぶ
か
ん
」
な
ど
と
読

ん
で
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
四
文
字
に
送
り
仮
名
を
つ
け
、
さ
ら
に
漢
字
の

右
側
に
読
む
順
番
を
記
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
四
文
字
が
　
「
借
へ
あ
れ
ば
患

ひ
無
し
」
と
読
め
る
こ
と
に
生
徒
は
気
が
付
い
た
o

こ
こ
で
へ
中
国
の
文
章
で
あ
る
漢
文
を
日
本
語
で
読
む
た
め
に
必
要
な
の

は
、
送
り
仮
名
を
う
つ
こ
と
と
読
む
順
番
を
変
え
る
こ
と
だ
と
認
識
さ
せ
た
。

そ
し
て
へ
　
送
り
仮
名
は
漢
字
の
右
下
に
カ
タ
カ
ナ
で
ふ
り
、
読
む
順
番
を
変

え
る
た
め
に
は
「
返
り
点
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

返
り
点
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
「
読
書
」
　
と
板
書
し
て
、
そ
の
読

み
と
意
味
と
を
生
徒
に
問
う
。
「
ど
-
し
ょ
・
本
を
読
む
こ
と
」
と
生
徒
が

答
え
る
と
、
本
を
読
む
、
つ
ま
り
容
を
読
む
こ
と
だ
と
言
い
換
え
、
レ
点
を

紹
介
す
る
O
　
つ
づ
い
て
1
・
二
点
へ
　
上
・
下
点
を
紹
介
す
る
O
上
・
下
点
に

関
し
て
は
'
「
有
能
為
拘
盗
者
(
舵
-
拘
盗
を
為
す
者
有
り
)
」
と
い
う
文
を

板
書
L
へ
　
も
し
も
上
・
下
点
で
は
な
-
1
・
二
点
だ
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
と

い
う
例
を
示
し
へ
　
上
・
下
点
の
必
要
性
を
確
認
さ
せ
た
。

次
に
、
訓
点
つ
き
の
漢
文
を
書
き
下
し
文
に
す
る
際
の
注
意
事
項
と
し
て
'

①
送
り
仮
名
は
ひ
ら
が
な
で
雷
-
こ
と

②
助
詞
・
助
動
詞
は
ひ
ら
が
な
で
普
く
こ
と

③
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
る
こ
と

を
挙
げ
た
。

そ
こ
ま
で
説
明
し
た
後
へ
返
り
点
に
従
っ
て
漢
文
を
読
む
練
習
を
行
わ
せ
た
。

2
　
グ
ル
ー
プ
活
動
(
第
二
～
四
時
)

第
二
時
か
ら
第
四
時
ま
で
は
、
グ
ル
ー
プ
で
担
当
範
囲
の
書
き
下
し
文
と

現
代
語
訳
を
つ
-
ら
せ
た
。

第
二
時
ま
で
に
各
自
教
科
容
を
読
ん
で
-
る
よ
う
に
し
て
お
い
た
の
で
、

生
徒
は
「
桃
花
源
」
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
'
既
知
の
内
容
と
、

初
め
て
目
に
す
る
漢
文
が
同
じ
内
容
で
あ
る
と
は
へ
　
な
か
な
か
思
え
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
「
こ
ん
な
話
だ
っ
た
か
ら
こ
こ
は
こ
う
い
う
こ
と
を
い
っ

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
頼
り
に
'
漢
字
1
字
1
字
を
生

徒
は
調
べ
て
い
っ
た
。
漢
和
辞
典
で
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
身
近
な
語
の

多
義
性
を
知
る
こ
と
に
な
り
、
漢
字
学
習
に
も
つ
な
が
る
.
ま
た
、
古
き
下

し
文
を
つ
-
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
文
の
構
造
を
学
習
し
'
今
後
の
漢
文
学
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図1.指導案(第二時)

iEffiB巌玩書屈

1.漢文読解に主体的に取り組む姿勢を養う。

-. "'I -1一(.I;動与蝣iflしてT:モ、・^ET-Tifi tトさる。

時間 指 導 内 容 n n ア 脚 r> .蝣'蝣:

3分

15分

45分

50分

町人 本時の学習内零の肝認

駅間I プルl プ活動の準備

▽生徒は教糾雷の 「挑花抑」を

読んできている。

▽グル- プ編成の前に本文プリ.本文プリント配布

ープルI プ拓音成 ントを配布することによって、

.各班の担当範囲を指示 「できない」と強く思わせる0

▽再試C文字 「未」については、

-各班のにプリントと漢和辞典を配布

ォ'"'II

.担当範囲の古き下し文をつくらせる

.汲細評罰を用いて口語訳をつくらせる

まとめ

あらかじめ古き下し文を提示

しておく0

∵沖で>'̂ ; a "'jJ n n に関して

はその部首を指摘し、自分た

ちで調べさせる0

▽全員が所動に参加ルているか

どうか、あるいは、どんな所

に悩んでいるかを見るために

机問巡現する0

▽各班、プリントを提出させる0.次時の学習内容を伝達する0

終結

ふ
」
　
の
か
へ
　
主
語
が
わ
か
ら
ず
に
悩
ん
で
い
る
こ
と
も
あ

っ
た
。あ

る
い
は
、
「
劉
子
麟
」
　
が
人
名
だ
と
わ
か
ら
ず
に

「
刀
で
切
り
殺
す
才
能
の
す
ぐ
れ
た
人
物
」
と
訳
し
た
り
、

「
艮
田
芙
池
桑
竹
」
を
1
単
語
だ
と
思
い
四
苦
八
苦
し
た

り
す
る
風
景
を
目
に
し
た
。

こ
れ
ら
の
つ
ま
づ
き
は
、
グ
ル
ー
プ
内
で
話
し
合
っ
た

り
意
見
を
だ
し
あ
っ
た
り
し
て
、
一
応
の
結
論
を
だ
す
よ

う
指
導
し
た
。

プ
リ
ン
ト
は
毎
時
間
提
出
さ
せ
た
。
第
四
時
の
提
出
後
へ

誤
り
に
気
づ
き
訂
正
し
た
い
と
い
う
班
が
あ
っ
た
が
、
発

表
時
に
訂
正
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
あ
る
班
が
ま
ち
が
え

た
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
の
生
徒
も
間
違
え
う
る
こ
と
な

の
で
、
そ
の
間
違
い
と
訂
正
を
発
表
す
る
こ
と
で
、
ク
ラ

ス
全
員
が
確
認
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

な
お
へ
　
漢
和
辞
典
は
班
に
種
類
の
違
う
も
の
を
二
冊
ず
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習
の
礎
と
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
.

グ
ル
ー
プ
活
動
中
、
机
間
巡
視
を
し
た
が
'
生
徒
が
思
い
も
寄
ら
な
い
と

こ
ろ
で
悩
ん
で
い
る
の
場
面
に
何
度
も
遭
遇
し
た
。

た
と
え
ば
、
「
要
　
(
む
か
へ
て
)
」
は
「
迎
え
て
」
と
同
じ
こ
と
な
の
か
と

い
う
よ
う
に
'
違
う
漢
字
な
の
に
読
み
が
同
じ
、
と
い
う
こ
と
に
生
徒
は
つ

ま
づ
い
て
い
た
。

ま
た
、
「
聞
く
所
を
言
へ
ば
」
な
ど
'
誰
が
　
「
聞
-
」
　
の
か
、
誰
が
　
「
言

つ
配
布
し
た
の
だ
が
'
第
三
時
、
第
四
時
に
な
る
と
'
「
あ
の
青
い
辞
書
が

よ
-
載
っ
て
い
る
か
ら
へ
青
い
辞
書
が
い
い
」
と
自
ら
希
望
し
て
き
た
生
徒

も
い
た
　
(
ち
な
み
に
青
い
辞
書
と
は
旺
文
社
の
漢
和
辞
典
で
あ
る
)
0

用
い
た
五
種
類
の
辞
吉
を
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
違
い
が
現
れ
た
。

○
旺
文
社
-
「
按
紛
」
「
肝
臓
」
「
絶
境
」
「
黄
髪
垂
哲
」
　
な
ど
の
熟
語
の
用

例
は
「
桃
花
源
記
」
　
か
ら
引
用
し
て
あ
る
。

〇
三
省
堂
・
・
・
「
絡
紛
」
「
努
髭
」
「
裕
然
」
「
陣
阿
」
「
絶
境
」
　
「
黄
髪
」
な
ど



の
熟
語
の
用
例
は
「
桃
花
源
記
」
　
か
ら
引
用
し
て
あ
る
。
た
だ
、
熟

語
の
二
文
字
目
は
ア
イ
ウ
エ
オ
順
で
は
な
-
、
画
数
の
少
な
い
も
の

か
ら
並
べ
て
あ
る
た
め
、
探
し
う
ら
い
。

○
小
学
館
-
「
績
紛
」
「
黄
髪
垂
砦
」
な
ど
の
熟
語
の
用
例
は
「
桃
花
源
記
」

か
ら
引
用
し
て
あ
る
。
ま
た
、
熟
語
の
二
文
字
目
は
画
数
の
少
な
い
も

の
か
ら
並
べ
て
あ
る
。

○
明
治
讃
院
-
「
析
紛
」
「
黄
髪
垂
宅
」
な
ど
の
熟
語
の
用
例
は
「
桃
花
源

記
」
　
か
ら
引
用
し
て
あ
る
。
ま
た
へ
　
熟
語
の
二
文
字
目
は
画
数
の
少
な

図2.指導案(第五時)

本的,,'Tf*.こn u n

l.質疑応答を通してクラス全体での内容理解を深めさせる。

2.漢文独特の口調や言いまわしにげIれさせるo

時間 指 耶 内 容 村 中 十 ㍉ 吋 e 'I.

5 分

35分

45分

50分

野人 本時の学習内容の柾認

展開 I 1 - 2 班の発表

▽本時に発表する班の発li資柑 ま

印刷 してクラス全flに配布する0

▽漢字の読みは授業内で統一する0

▽質問や意見が出なかった場合や

重要なところに関するものが出

なかった場合、指導者が質問 .

意見を出す0

. H 貝一人ずつに担当範関を音読させ

る0

.代米.古に口語訳を読ませる0

. 質疑応答をさせ、意見を出させる0

展開ll 1 班と2 班の先衷内容を比較.

検討させる0

まとめ 本時の学習内容の碇認と

次時の学習内容の伝達

終結

い
も
の
か
ら
並
べ
て
あ
る
。

○
大
修
館
-
「
析
紛
」
「
黙
然
」
な
ど
の
熟
語
の
用
例
は
「
桃
花
源
記
」
　
か

ら
引
用
し
て
あ
る
　
(
出
典
名
は
不
明
示
)
0

右
の
結
果
を
見
て
み
る
と
'
最
も
用
例
が
多
-
記
載
さ
れ
、
な
お
か
つ
調
べ

や
す
い
も
の
は
旺
文
社
の
漢
和
辞
典
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
た
ち
が
探

し
て
い
る
熟
語
が
そ
の
ま
ま
用
例
と
し
て
の
っ
て
い
た
と
き
、
生
徒
は
「
桃

花
源
」
　
に
親
し
み
を
覚
え
る
と
と
も
に
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
自
ら
の
手
で

調
べ
た
と
い
う
達
成
感
を
感
じ
た
よ
う
で
あ
る
。

漢
和
辞
典
の
ひ
き
方
に
つ
い
て
。
生
徒
は
音
訓
索
引
を
利
用
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
へ
　
読
み
の
分
か
ら
な
い
漢
字
は
ひ
-
こ
と

が
で
き
な
い
O
　
そ
こ
で
漢
字
の
読
み
に
関
す
る
質
問
が
で
て
き
た
が
'
そ
れ

に
つ
い
て
は
'
部
首
索
引
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
部
首
を
砿
認
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
字
の
成
り
立
ち
や
書
き
順
に
も
ふ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

漢
文
構
成
の
最
小
単
位
で
あ
る
漢
字
を
正
確
に
使
用
し
'
よ
り
身
近
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

3
　
グ
ル
ー
プ
発
表
(
第
五
～
八
時
)

グ
ル
ー
プ
発
表
の
際
、
担
当
班
以
外
の
生
徒
は
発
表
資
料
を
見
な
が
ら
発

表
を
間
-
よ
う
指
導
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
へ
　
自
分
の
班
の
担
当
以
外
の
告

き
下
し
文
に
も
目
を
通
す
こ
と
に
な
る
が
'
さ
ら
に
。
班
員
全
員
が
担
当
箇

所
を
音
読
す
る
の
で
、
聞
い
て
い
る
生
徒
に
と
っ
て
は
八
回
　
(
も
し
-
は
九

回
)
　
同
じ
詔
き
下
し
文
を
耳
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
で
、
漢
文
特

有
の
言
い
回
し
や
表
現
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
。
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ま
た
、
同
一
箇
所
に
つ
い
て
の
二
班
の
発
表
内
容
を
聞
-
こ
と
に
な
る
が
、

両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
担
当
班
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
と
は

違
う
意
見
に
出
会
っ
て
自
分
た
ち
の
考
え
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
に
な
り
'

担
当
班
以
外
の
生
徒
に
と
っ
て
は
、
二
つ
の
意
見
を
見
比
べ
て
ど
ち
ら
が
よ

り
よ
い
か
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
担
当
班
だ
け
が
「
あ
あ
、

そ
う
い
う
こ
と
か
」
と
気
づ
-
の
で
は
な
-
、
ク
ラ
ス
全
員
が
授
業
に
参
加

で
き
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

実
隙
に
出
さ
れ
た
質
疑
応
答
・
意
見
の
例
を
挙
げ
て
み
る
。

①
書
き
下
し
文
の
訂
正
(
二
年
C
組
六
班
の
場
合
)

一
番
多
か
っ
た
意
見
は
'
書
き
下
し
文
の
訂
正
で
あ
っ
た
。

・
返
り
点
に
従
っ
て
き
ち
ん
と
詔
き
下
せ
て
い
な
い
も
の

・
助
詞
・
助
動
詞
を
漢
字
の
ま
ま
に
し
て
い
る
も
の

・
逆
に
'
動
詞
な
ど
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
い
る
も
の

・
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
に
し
て
い
な
い
も
の

な
ど
へ
の
訂
正
が
挙
が
っ
た
。
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右
の
例
で
は
'
「
之
」
を
「
の
」
と
読
ん
だ
た
め
に
へ
「
つ
ぶ
さ
に
の
に
答

ふ
れ
ば
」
と
い
う
苦
さ
下
し
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
聞
い
て
い
た
生
徒
は

こ
れ
に
気
づ
き
'
「
之
」
は
「
こ
れ
」
と
読
む
の
で
は
な
い
か
へ
と
い
う
意

見
を
だ
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
へ
「
之
」
と
い
う
漢
字
の
使
い
分
け
を
生

徒
は
確
認
し
た
。
「
之
」
と
い
う
漢
字
の
読
み
を
知
識
と
し
て
注
入
す
る
の

で
は
な
く
文
の
中
で
の
関
係
か
ら
'
「
之
」
の
意
味
を
学
習
し
た
の
で
あ
る
。

②
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法
に
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い
て
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二
年
C
組
三
班
・
四
班
の
発
表
後
、
「
黄
髪
垂
琶
」
の
意
味
の
違
い
を
指

摘
す
る
意
見
が
出
て
、
な
ぜ
こ
こ
か
ら
四
班
の
よ
う
な
「
年
寄
り
や
子
供
」

と
い
う
訳
が
出
て
-
る
の
か
と
い
う
質
問
が
あ
が
っ
た
。
二
つ
の
班
の
発
表

を
比
較
し
'
そ
の
違
い
を
全
体
の
場
で
吟
味
す
る
こ
と
で
発
見
さ
れ
た
問
題

点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
点
を
ク
ラ
ス
全
体
で
考
え
て
い
-
な
か
で
'
「
黄
髪

垂
暫
」
と
い
う
熟
語
が
転
じ
て
「
老
人
と
子
供
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
こ

と
を
学
習
し
た
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
へ
あ
る
語
桑
が
漢
文
で
は
違
う
意
味

を
持
つ
　
(
境
と
し
て
用
い
ら
れ
る
)
　
こ
と
に
気
づ
き
'
漢
文
に
興
味
を
も
つ

き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
ま
た
へ
　
こ
の
訳
の
異
な
り
は
、
用
い
た
辞
告

で
「
黄
髪
垂
雪
」
の
説
明
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
か
ら
、

四
班
は
こ
れ
に
よ
り
へ
　
1
方
、
三
班
は
'
「
黄
」
「
髪
」
「
垂
」
と
い
う
漢
字



の
意
味
は
す
で
に
知
っ
て
い
た
の
で
、
知
ら
な
い
「
磐
」
の
字
だ
け
を
調
べ

た
結
果
へ
起
こ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
o
　
こ
れ
に
よ
り
辞
告
の
使
い
方
へ
の

注
意
が
喚
起
で
き
た
と
と
も
に
へ
　
「
黄
髪
垂
撃
(
黄
色
い
髪
垂
れ
る
賀
)
　
と

い
う
よ
う
に
、
漢
字
の
順
番
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
熟
語
の
構
成
の
法
則

を
見
直
す
機
会
に
も
な
っ
た
。

③
現
代
語
訳
の
文
体
に
つ
い
て
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二
年
A
組
1
班
の
発
表
後
へ
「
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
口
調
で
訳
し
て
い

る
の
か
」
と
い
う
質
問
が
あ
が
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
一
班
は
「
昔
話
の
よ

う
に
思
え
た
か
ら
」
と
答
え
た
。
こ
れ
は
、
中
国
の
古
典
と
し
て
漢
文
に
触

れ
、
ま
た
へ
「
桃
花
源
」
の
話
全
体
を
自
分
な
り
に
消
化
し
ょ
う
と
す
る
へ

主
体
的
な
学
習
態
度
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
辞
容
を
用
い
て

現
代
語
訳
を
つ
く
る
と
い
う
作
業
を
進
め
な
が
ら
へ
「
桃
花
源
」
の
話
に
親

し
ん
だ
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

④
話
の
流
れ
に
つ
い
て

「
桃
花
源
」
の
本
文
を
区
切
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
班
の
担
当
範
囲
と
す
る
た

め
へ
生
徒
は
担
当
範
囲
だ
け
に
目
が
い
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、

担
当
範
囲
を
現
代
語
訳
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
-
、
ま
と
ま
っ
た
漢

文
と
し
て
「
桃
花
源
」
を
読
む
こ
と
が
目
的
で
あ
る
の
で
'
話
の
流
れ
を
確

認
さ
せ
る
問
い
を
随
時
教
師
側
か
ら
投
げ
か
け
る
よ
う
っ
と
め
た
。

例
え
ば
「
初
め
は
極
め
て
狭
-
」
で
始
ま
る
三
・
E
l
班
に
つ
い
て
は
、
何

が
「
極
め
て
狭
」
い
の
か
を
問
い
、
そ
の
前
の
班
の
担
当
範
囲
を
思
い
出
さ

せ
て
そ
れ
が
漁
人
が
入
っ
た
「
小
口
」
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
何
か
が
あ
り
そ
う
な
場
面
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
を
う

な
が
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
個
別
の
グ
ル
ー
プ
活
動
を
つ
な
ぎ
、

「
桃
花
源
」
全
体
の
学
習
へ
と
展
開
さ
せ
'
教
材
話
の
全
体
を
よ
り
深
-
哩

解
さ
せ
る
糸
口
に
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

「
外
人
」
と
は
何
か
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,

吏
で
く
ぎ
い

「
桃
花
源
」
に
は
「
外
人
」
と
い
う
表
現
が
三
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
十

班
ま
で
の
発
表
が
終
わ
る
と
'
全
班
の
発
表
資
料
を
見
直
さ
せ
、
「
外
人
」

が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
各
班
で
考
え
さ
せ
た
。
例
え

ば
、
二
年
B
組
七
・
八
班
で
は
「
外
の
人
」
と
訳
し
て
い
る
。
「
外
の
人
」

と
は
誰
か
ら
見
て
の
こ
と
な
の
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
の
か
'
「
外
国
人
」
と
い
う
こ
と
ば
と
の
関
連
は
ど
う
か
な
ど
を
間



い
か
け
な
が
ら
へ
　
そ
れ
が
村
人
に
と
っ
て
内
外
を
区
別
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
漁
人
が
行
っ
た
村
が
何
で
あ
っ
た
の
か

を
考
え
さ
せ
る
手
掛
か
り
に
し
た
。

4
　
「
桃
花
源
」
ま
と
め
　
(
第
九
時
)

グ
ル
ー
プ
発
表
を
終
え
て
'
質
疑
応
答
や
出
さ
れ
た
意
見
を
参
考
に
し
て

最
終
的
な
現
代
語
訳
を

つ
く
ら
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
偶
数
班
　
(
二
'
四
、
六
、
八
、
十
班
)
、
奇

数
班
　
(
1
'
三
、
五
、
七
、
九
班
)
　
で
つ
な
げ
て
「
桃
花
源
」
　
の
全
訳
を
作

成
し
た
。

全
訳
を
さ
せ
た
の
は
、
こ
れ
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
桃
花
源
」
　
の
内
容

を
再
確
認
L
へ
　
ま
た
、
初
め
て
「
桃
花
源
」
を
漢
文
で
見
た
と
き
に
は
で
き

な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
'
グ
ル
ー
プ
学
習
を
通
し
て
で
き
た
ん
だ
と
い

う
達
成
感
と
自
信
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

最
後
に
'
グ
ル
ー
プ
学
習
に
つ
い
て
の
感
想
と
「
桃
花
源
」
　
に
つ
い
て
の

感
想
を
班
ご
と
に
書
か
せ
た
。
左
に
二
年
C
組
偶
数
班
の
全
訳
と
、
教
科
告

の
「
桃
花
源
」
の
本
文
を
挙
げ
て
お
く
。

●
二
年
C
組
偶
数
班

●
教
科
書

中
国
を
「
晋
」
と
い
う
王
朝
が
支
配
し
て
い
た
頃
、
大
元
と
い
う
時
代
の

話
で
す
。

武
陵
と
い
う
村
に
一
人
の
漁
師
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
あ
る
日
漁
師
は
近

く
の
谷
川
に
漁
に
出
掛
け
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
魚
が
み
つ
か
り
ま
せ
ん
。
漁

師
は
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
い
'
魚
を
求
め
て
ど
ん
ど
ん
川
の
上
流
へ
と

船
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
に
迷
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

あ
わ
て
た
漁
師
は
も
と
来
た
道
を
ひ
き
か
え
そ
う
と
し
ま
し
た
が
'
目
の

前
に
は
見
知
ら
ぬ
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
ば
か
り
で
す
。
す
る
と
'
思
い
が

け
ず
桃
の
林
が
目
に
と
び
こ
ん
で
き
ま
し
た
。

林
は
長
-
長
-
川
の
両
岸
に
続
い
て
い
て
鮮
や
か
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
そ

の
花
か
ら
は
'
と
て
も
良
い
香
も
し
て
い
て
辺
り
は
こ
の
香
に
包
ま
れ
て
い

中
国
の
晋
の
時
代
の
こ
と
で
す
。

武
陵
の
漁
師
が
あ
る
日
、
谷
川
を
逆
上
っ
て
い
-
う
ち
、
迷
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

漁
師
は
困
っ
て
あ
ち
こ
ち
へ
と
船
を
進
め
て
い
-
う
ち
に
'
思
い
が
け
ず

桃
の
林
に
で
く
わ
し
ま
し
た
。

林
は
川
の
両
岸
に
長
-
続
き
、
か
ぐ
わ
し
い
香
り
の
花
が
、
鮮
や
か
に
咲

き
誇
っ
て
い
ま
す
。
見
た
こ
と
も
な
い
美
し
き
に
漁
師
は
㌍
き
、
さ
ら
に
林



ま
し
た
。
は
ら
は
ら
と
散
り
水
面
に
浮
き
流
れ
て
い
く
花
び
ら
が
と
て
も
き

れ
い
で
'
漁
師
は
あ
ま
り
に
も
美
し
い
こ
の
光
景
に
目
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
な
ぜ
こ
ん
な
所
に
こ
の
よ
う
な
美
し
い
林
が
あ
る
の
か
と
漁
師
は

不
思
議
に
思
い
'
さ
ら
に
奥
へ
と
船
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
遂
に

川
を
の
ぼ
り
き
っ
て
水
源
に
達
し
て
し
ま
う
と
そ
こ
で
桃
の
林
も
途
切
れ
へ

漁
師
の
眼
前
に
は
大
き
な
山
が
立
ち
は
だ
か
り
ま
し
た
。
見
る
と
そ
の
山
に

は
、
ぼ
ん
や
り
と
か
す
か
に
光
る
洞
窟
が
　
　
。
「
こ
れ
は
1
体
何
だ
ろ

う
。
」
不
安
を
持
ち
な
が
ら
も
、
好
奇
心
に
誘
わ
れ
て
'
漁
師
は
船
を
川
岸

に
つ
な
ぐ
と
船
か
ら
降
り
、

の
奥
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
林
は
水
源
で
終
わ
り
'
山
に
行
き

当
た
り
ま
し
た
。
山
に
は
小
さ
な
穴
が
あ
り
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
光
が
見
え

る
よ
う
で
し
た
。
そ
こ
で
漁
師
は
、
船
を
捨
て
て
へ
　
そ
の
洞
穴
の
中
に
入
っ

て
い
き
ま
し
た
。

お
そ
る
お
そ
る
洞
窟
の
中
へ
と
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

(二班)

最
初
は
と
て
も
狭
-
わ
ず
か
に
人
が
通
れ
る
-
ら
い
で
し
た
。
さ
ら
に
数

十
歩
行
-
と
広
大
な
土
地
が
目
の
前
に
広
が
り
ま
し
た
。
土
地
は
平
ら
で
広

-
そ
こ
に
き
た
な
い
建
物
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

肥
え
た
田
ん
ぼ
へ
美
し
い
池
へ
桑
や
竹
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
ぜ
道
も

整
備
さ
れ
て
い
て
'
村
は
の
ど
か
で
平
和
そ
の
も
の
で
し
た
。
畑
を
た
が
や

し
て
い
る
人
な
ど
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
服
装
は
み
ん
な
見
た
こ
と
の
な
い

め
ず
ら
し
い
も
の
で
し
た
。
年
寄
り
か
ら
子
供
ま
で
み
ん
な
幸
せ
そ
う
で
し

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
四
班
)

穴
は
初
め
は
ひ
ど
-
狭
-
、
よ
う
や
-
一
人
が
抜
け
ら
れ
る
-
ら
い
で
し

た
が
、
我
慢
し
て
さ
ら
に
数
十
歩
行
き
ま
す
と
、
突
然
へ
前
方
が
か
ら
り
と

ひ
ら
け
ま
し
た
。

見
る
と
眼
前
に
は
'
平
坦
で
よ
-
耕
さ
れ
た
土
地
、
美
し
い
家
並
み
、
青
々

と
し
た
桑
や
竹
、
区
画
さ
れ
た
道
路
な
ど
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、

そ
こ
で
働
-
人
々
の
服
装
は
'
ま
る
で
外
国
人
の
よ
う
な
の
で
'
漁
師
は
と

て
も
驚
き
ま
し
た
。
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漁
師
を
見
て
へ
　
そ
の
後
大
変
驚
い
て
、
漁
師
に
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
質
問

し
た
。
問
わ
れ
た
こ
と
を
-
わ
し
-
答
え
れ
ば
、
そ
の
後
漁
師
を
家
に
招
い

た
。
そ
し
て
酒
と
焼
鳥
を
ふ
る
ま
っ
て
-
れ
た
。
村
中
の
人
が
外
の
世
界
か

ら
来
た
漁
師
の
話
を
聞
き
へ
皆
根
は
り
葉
は
り
聞
き
ま
わ
し
た
。
そ
し
て
間

漁
師
に
気
づ
い
た
村
人
は
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
尋
ね
ま
し
た
。
あ
る

が
ま
ま
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
ぜ
ひ
に
と
漁
師
を
家
に
つ
れ
て
い
き
'
お
酒

や
鶏
の
料
理
で
も
て
な
し
て
-
れ
ま
し
た
O

そ
の
う
ち
へ
　
村
の
人
々
が
集
ま
っ
て
き
て
'
口
々
に
質
問
し
ま
す
。
聞
け



き
も
し
な
い
の
に
'
「
我
々
は
秦
の
時
代
の
戦
乱
を
恐
れ
て
村
中
の
人
で
こ

の
世
界
に
逃
げ
て
き
た
。
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
以
来
こ
の
世
界
か
ら
出
て
い

な
く
'
つ
い
に
外
の
世
界
と
の
交
流
が
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
外
の
世
界

は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。
」
と
質
問
を
し
た
。
つ
ま
り
漢
の
時
代
が
あ
っ

た
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
、
当
然
魂
や
晋
を
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
.
(
六
班
)

ば
へ
こ
の
村
人
た
ち
の
祖
先
は
'
秦
の
時
代
の
戦
乱
を
避
け
て
こ
の
隠
れ
里

に
移
り
住
み
'
以
来
ず
っ
と
外
の
世
界
と
隔
た
っ
た
ま
ま
へ
今
日
に
い
た
っ

て
い
る
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
漁
師
が
秦
以
降
の
六
百
年
間
に
'
漢
へ
鋭
、

晋
へ
　
と
世
の
中
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
語
る
と
村
人
は
1
様
に
祭
き
'
た
め
息

を
つ
き
ま
し
た
。

漁
師
が
質
問
に
対
し
て
い
ち
い
ち
1
生
懸
命
-
わ
し
-
話
す
と
、
村
人
た

ち
は
皆
び
っ
-
り
し
て
、
「
ほ
う
ほ
う
、
な
る
ほ
ど
な
あ
」
と
感
心
L
へ
深

い
た
め
息
を
つ
き
ま
し
た
。
村
人
た
ち
は
そ
の
漁
師
を
気
に
入
り
、
皆
自
分

の
家
に
招
き
へ
酒
や
ご
ち
そ
う
で
も
て
な
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
数
日
後

-
。
漁
師
は
別
れ
を
告
げ
へ
帰
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
別
れ
際
に
村
人
は

「
こ
の
こ
と
は
外
の
人
に
言
わ
な
い
で
-
だ
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
で
も

す
で
に
漁
師
は
船
を
出
し
て
お
り
へ
も
と
来
た
道
を
印
を
つ
け
な
が
ら
帰
っ

て
い
き
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
八
班
)

漁
師
は
こ
う
し
て
数
日
間
、
村
人
1
軒
1
軒
か
ら
招
待
を
受
け
た
あ
と
、

帰
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

村
人
は
別
れ
の
時
に
、
「
こ
こ
の
こ
と
は
'
外
の
世
界
の
人
に
は
話
さ
な

い
で
-
だ
さ
い
。
」
と
漁
師
に
頼
み
ま
し
た
。

漁
師
は
洞
穴
を
抜
け
へ
船
に
乗
り
、
も
と
来
た
と
お
り
戻
っ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
の
時
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
日
印
を
付
け
ま
し
た
。

郡
の
役
所
の
所
在
地
に
戻
り
へ
地
方
長
官
の
も
と
に
行
き
説
明
し
た
。
地

方
長
官
か
ら
す
ぐ
に
使
い
の
者
は
行
-
よ
う
言
わ
れ
た
の
で
従
い
'
以
前
に

記
録
し
た
場
所
を
捜
し
求
め
る
が
迷
っ
て
し
ま
っ
た
上
に
来
た
道
も
み
つ
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

南
陽
の
劉
子
横
は
俗
世
間
に
関
心
を
持
た
な
い
武
士
だ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
聞
き
喜
ん
で
行
こ
う
と
計
画
し
た
が
へ
果
た
そ
う
と
す
る
前
に

ま
も
な
-
死
ん
だ
。
そ
の
後
そ
こ
へ
行
-
港
を
訪
れ
る
者
は
い
な
い
。
(
十
班
)

郡
に
戻
る
と
早
速
太
守
の
も
と
に
出
か
け
'
事
の
次
第
を
話
し
ま
し
た
。

太
守
は
す
ぐ
に
漁
師
を
案
内
人
と
す
る
一
団
を
派
遣
し
ま
し
た
o
L
か
し
へ

漁
師
が
付
け
た
目
印
を
た
ど
っ
て
も
'
ど
う
し
て
も
迷
っ
て
し
ま
い
、
つ
い

に
あ
の
洞
穴
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

南
陽
の
劉
子
額
と
い
う
人
は
'
教
養
も
才
能
も
あ
り
な
が
ら
へ

出
世
し
よ
う
と
い
う
欲
は
な
-
、
高
潔
な
人
で
し
た
が
へ
　
こ
の
話
を
聞
き
、

自
分
も
そ
こ
へ
行
こ
う
と
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
'
そ
の
思
い
が
果
た
せ
ぬ



二
班
は
本
文
を
も
と
に
、
自
分
た
ち
の
解
釈
を
交
え
な
が
ら
へ
よ
り
物
語

的
な
訳
を
試
み
て
い
る
。
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
迷
っ
て
し
ま
っ
た
理

由
や
漁
師
の
気
持
ち
な
ど
を
こ
ま
か
-
表
現
し
、
話
の
流
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四
班
も
本
文
の
記
述
か
ら
村
の
風
景
を
「
の
ど
か
で
平
和
そ
の
も
の
」
と

解
釈
し
、
桃
源
郷
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。

六
・
八
班
は
会
話
文
に
「
　
」
を
施
し
'
登
場
人
物
の
会
話
を
生
き
生
き

と
表
現
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。

十
班
は
「
A
を
し
て
B
(
せ
)
し
む
」
と
い
う
使
役
表
現
に
な
れ
て
い
な

い
た
め
へ
「
太
守
即
ち
人
を
し
て
其
の
往
-
に
随
ひ
て
、
向
に
誌
せ
し
所
を

尋
ね
し
む
る
に
」
の
解
釈
に
悩
ま
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
使
い
の
者
は
行

く
よ
う
言
わ
れ
た
」
と
受
動
態
に
し
て
主
語
を
変
え
へ
　
こ
の
1
文
を
読
み
解

い
た
が
、
何
に
「
随
」
う
の
か
が
唆
味
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

五
　
反
省
点
・
今
後
の
課
題

ひ
と
り
ひ
と
り
が
主
体
的
に
学
習
す
る
こ
と
を
目
標
に
グ
ル
ー
プ
活
動
を

行
っ
た
の
だ
が
'
実
際
、
グ
ル
ー
プ
発
表
時
に
質
問
を
し
た
り
意
見
を
述
べ

た
り
す
る
生
徒
は
限
ら
れ
て
い
た
。
生
徒
全
員
が
積
極
的
に
授
業
に
参
加
す

る
た
め
に
は
'
前
以
て
発
表
資
料
を
配
布
し
て
お
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
班
内
で

う
ち
に
、
病
に
倒
れ
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
そ
の
場
所
へ
の

渡
し
場
を
尋
ね
る
者
は
い
な
-
な
り
ま
し
た
。

考
え
さ
せ
る
時
間
を
多
-
与
え
る
と
か
へ
毎
時
間
発
表
に
つ
い
て
全
員
に
雷

か
せ
る
な
ど
と
い
う
配
慮
が
必
要
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
発
表
を
終
え
て
「
桃
花
源
」
の
全
訳
を
作
る
際
に
'
前

の
班
の
訳
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
さ
せ
る
場
を
設
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思

う
。
そ
う
い
う
場
が
あ
れ
ば
'
グ
ル
ー
プ
発
表
で
得
た
こ
と
を
も
っ
と
活
か

せ
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
'
最
後
に
書
か
せ
た
感
想
の
中
に
は
、
「
話
が
わ
か
っ
た
時
は
う

れ
し
か
っ
た
」
「
1
つ
の
漢
字
に
は
た
-
さ
ん
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
て
、

文
に
適
す
る
意
味
を
み
つ
け
た
と
き
は
う
れ
し
か
っ
た
」
な
ど
と
、
自
分
た

ち
の
力
で
漢
文
を
読
解
し
た
こ
と
に
対
す
る
喜
び
を
容
い
て
い
る
班
も
あ
っ

た
が
'
逆
に
「
書
き
下
し
文
の
感
じ
か
ら
内
容
を
考
え
た
が
'
や
っ
ぱ
り
思
っ

た
の
と
ち
が
っ
た
」
な
ど
と
い
う
、
読
解
す
る
こ
と
の
難
解
さ
を
感
じ
た
も

の
も
あ
っ
た
。
グ
ル
ー
プ
活
動
で
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
'
教
師
側

が
ど
の
よ
う
に
補
足
し
て
い
-
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
-
必
要
が

あ
る
。今

回
二
つ
の
漢
文
作
品
を
、
グ
ル
ー
プ
で
漢
和
辞
典
を
も
ち
い
な
が
ら
へ

自
分
た
ち
で
読
み
解
-
、
と
い
う
活
動
を
行
っ
た
の
だ
が
'
そ
こ
で
つ
け
た

力
を
今
後
の
学
習
態
度
や
学
習
内
容
に
ど
う
役
立
て
る
か
と
い
う
こ
と
も
、

今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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六
　
お
わ
り
に

「
桃
花
源
」
　
の
本
文
を
配
布
し
た
と
き
へ
　
教
室
は
騒
然
と
な
り
、
「
こ
ん

な
の
で
き
な
い
」
と
、
生
徒
は
口
々
に
言
っ
た
。
が
'
漢
和
辞
典
で
漢
字
一

字
一
字
調
べ
て
い
き
、
漢
字
と
漢
字
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
現
代
語
訳
が
完

成
し
た
。
中
に
は
漢
和
辞
典
だ
け
で
は
足
り
な
-
て
国
語
辞
典
や
古
語
辞
典

を
用
い
る
生
徒
も
い
た
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
自
分
た
ち
で
わ
か
ろ
う
と
す

る
へ
　
そ
の
態
度
を
養
う
こ
と
の
で
き
る
投
業
を
'
こ
れ
か
ら
も
心
掛
け
て
い

き
た
い
と
思
う
。

(
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
'
非
常
勤
講
師
)




