
『
山
月
記
』
の
授
業
に
問
す
る
幾
つ
か
の
提
言

ー
　
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
内
省
-
定
番
教
材
に
対
す
る
教
師
の

「
と
ら
わ
れ
」

私
は
こ
れ
ま
で
『
山
日
記
』
の
授
業
を
十
数
ク
ラ
ス
に
行
な
っ
て
き
た
。

学
習
者
の
質
は
様
々
で
あ
っ
た
が
'
自
分
な
り
に
は
'
教
材
の
読
み
へ
授
業

計
画
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
。
し
か
し
'
そ
の
思
い
と

は
裏
腹
に
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
学
習
者
の
反
応
が
鈍
-
な
っ
て
い
る
の
を

感
じ
て
い
た
。

授
業
計
画
の
段
階
で
私
は
、
教
材
に
関
す
る
考
察
へ
授
業
展
開
や
発
間
、

板
古
と
い
っ
た
授
業
構
築
に
関
す
る
考
察
を
軸
と
し
な
が
ら
へ
実
際
の
学
習

者
の
能
力
や
ク
ラ
ス
の
状
態
を
調
整
要
因
と
し
て
'
計
画
と
し
て
の
授
業
を

よ
り
実
際
の
授
業
に
近
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
た
授
業
は
さ
ら
に
実
際
の
授
業
と
の
溝
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
溝
を

作
り
出
す
原
田
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
'
私
の
潜
在
的
な
「
と
ら

わ
れ
」
で
あ
る
。
こ
の
「
と
ら
わ
れ
」
は
、
授
業
計
画
の
段
階
を
す
り
抜
け
へ

実
際
の
授
業
に
お
い
て
即
時
的
な
判
断
に
伴
っ
て
遂
行
さ
れ
る
私
の
「
ふ
る

ま
い
」
の
あ
り
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
『
山
日
記
j
を

代
表
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
定
番
教
材
の
授
業
を
行
う
際
に
'
ど
の
よ
う
な
点

に
と
ら
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
自
身
の
授
業
経
験
を
振
り
返
る
と
き
、

校

　

友

一

雄

次
の
点
に
潜
在
的
な
意
識
が
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

①
　
晃
的
・
質
的
に
高
い
学
習
が
計
画
で
き
る
良
い
教
材
で
あ
る
こ
と
。

②
　
学
習
者
を
引
き
つ
け
る
内
容
を
持
つ
良
い
作
品
で
あ
る
こ
と
。

③
　
何
回
も
授
業
を
し
て
い
る
の
で
、
授
業
計
画
、
教
材
解
釈
に
深
ま
り

が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

④
　
実
際
の
授
業
を
何
回
も
行
っ
て
い
る
の
で
学
習
者
の
反
応
が
予
測
し

や
す
い
こ
と
。

以
上
の
点
は
、
実
際
の
授
業
に
お
い
て
有
効
に
働
-
潜
在
的
意
識
で
あ
る

と
と
も
に
、
学
習
者
の
反
応
を
鈍
-
さ
せ
る
要
因
と
し
て
働
-
も
の
で
も
あ

る
O
こ
の
よ
う
な
定
番
教
材
に
対
す
る
潜
在
的
意
識
が
'
定
番
教
材
を
授
業

す
る
際
の
「
や
り
や
す
さ
」
と
「
や
り
に
-
さ
」
を
生
み
出
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

①
と
②
は
そ
れ
ぞ
れ
が
'
実
際
の
授
業
に
お
い
て
有
効
に
働
-
も
の
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
の
両
者
の
は
ぎ
ま
で
'
教
え
る
側
の
デ
ィ

レ
ン
マ
T
)
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
つ
ま

り
、
「
色
々
と
教
え
た
い
'
子
ど
も
の
読
み
を
深
め
へ
小
説
の
良
さ
を
味
わ

わ
せ
た
い
。
」
と
い
う
思
い
と
「
作
品
が
よ
い
の
だ
か
ら
'
私
が
色
々
と
言

わ
す
に
'
子
ど
も
と
作
品
と
の
関
係
を
大
切
に
し
た
い
」
と
い
う
思
い
と
の

問
で
デ
ィ
レ
ン
マ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
学
習
者
の
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反
応
の
変
化
を
目
に
し
た
と
き
に
'
教
師
の
意
識
の
上
に
登
っ
て
-
る
も
の

で
あ
る
。

私
は
こ
れ
ま
で
の
授
業
の
中
で
'
学
習
者
の
読
み
が
分
析
的
に
な
っ
て
い

く
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
'
い
つ
も
「
し
ま
っ
た
。
」
と
思
い
続
け
て
き

た
。
初
託
の
感
想
が
作
品
世
界
を
通
し
て
自
己
を
見
つ
め
て
い
る
の
に
対
し

て
、
授
業
後
の
感
想
文
は
、
作
品
世
界
を
解
釈
し
説
明
す
る
も
の
と
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
李
徴
の
矛
盾
は
分
析
す
べ
き
対
象
と
し
て
存
在
し
、

r
山
日
記
』
　
の
作
品
世
界
は
学
習
者
に
と
っ
て
は
も
は
や
他
人
事
の
世
界
と

化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
学
習
者
の
読
み
の
変
化
は
'
作
品
世
界
と
の
同
化
・
異
化
の

問
題
で
は
な
く
　
「
読
む
」
と
い
う
行
為
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
欠
落
の
問
題
で

あ
る
。
初
読
の
感
想
が
、
場
面
に
偏
り
は
あ
る
が
'
作
品
世
界
と
自
分
と
を

関
係
づ
け
て
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
授
業
後
の
感
想
は
、

一
見
深
い
読
み
を
志
向
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
自
分
を
第
三
者
的
な

立
場
に
置
-
が
故
に
、
作
品
世
界
は
彼
ら
と
は
次
元
の
違
う
世
界
の
出
来
事

と
し
て
見
つ
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

甲
山
日
記
』
を
含
む
い
わ
ゆ
る
定
番
教
材
は
'
名
作
で
あ
る
が
故
に
教
師

の
「
教
え
た
い
」
と
い
う
欲
望
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
。
そ
し
て
そ
の
欲
望

は
'
「
深
い
読
み
」
を
志
向
す
る
と
い
う
名
目
で
分
析
的
な
読
み
と
り
を
志

向
す
る
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
学
習
者
が
深
-
作
品

を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
に
対
し
て
質
の
高
い
説
明
が
行
え
る
よ
う
に

な
る
こ
と
と
は
同
義
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
文
学
作
品
の
表
現
に
対
す
る
深

い
理
解
は
学
習
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
実
際
の

授
業
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
作
品
世
界
に
対
し

て
学
習
者
を
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
た
せ
る
の
か
、
と
い
う
目
論
見
と
は
別

に
実
際
の
授
業
の
中
で
学
習
者
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い

の
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
配
慮
が
必
要
と
な
っ
て
-
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
た
教
師
の
「
教
え
た
い
」
と
い
う
欲
望
か
ら
学
習
者

を
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
の
が
③
及
び
④
の
潜
在
的
意
識
か
ら
-

る
「
ふ
る
ま
い
」
で
あ
る
。
同
1
教
材
の
授
業
経
験
が
重
な
る
事
が
引
き
起

こ
す
教
師
の
変
化
は
'
学
習
者
に
と
っ
て
良
い
方
向
ば
か
り
に
は
働
か
な
い
。

こ
こ
で
指
摘
す
る
教
師
の
「
ふ
る
ま
い
」
の
変
化
は
'
学
習
者
の
授
業
空
間

へ
の
「
参
入
し
に
く
さ
」
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
'
現
在
、
授
業
記
録
か
ら
分
析
を
進
め
て
い
る
中
で
仮
説
と
し

て
考
え
て
い
る
点
を
以
下
に
提
示
す
る
。

・
教
師
の
読
み
の
深
化
は
実
際
の
授
業
に
お
け
る
自
分
の
読
み
に
対
す
る

頑
な
さ
を
引
き
起
こ
す
。

授
業
場
面
に
お
け
る
評
価
言
の
き
つ
さ
'
承
認
す
る
読
み
の
幅
の
変
化
。

・
学
習
者
の
読
み
に
対
す
る
類
型
化
は
、
教
師
の
授
業
に
対
す
る
期
待
感
・

新
鮮
さ
を
減
少
さ
せ
る
。

授
業
場
面
に
お
け
る
学
習
者
の
読
み
に
対
す
る
教
師
の
反
応
速
度
の
変

化
。

・
教
師
の
読
み
と
学
習
者
の
読
み
と
の
距
離
の
広
が
り
は
、
授
業
に
お
い

て
教
師
の
説
明
の
丑
を
増
加
さ
せ
る
。

こ
こ
に
提
示
し
た
点
は
あ
-
ま
で
現
在
仮
説
の
段
階
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
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点
に
従
っ
て
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
'

授
業
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
自
分
の
読
み
の
深
ま
り
や
授
業
計
画
の
精
密
さ
が

増
す
に
従
っ
て
、
学
習
者
の
反
応
が
鈍
-
な
る
原
因
と
し
て
、
こ
れ
ら
実
際

の
授
業
に
お
け
る
教
師
の
ふ
る
ま
い
の
変
化
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
無
意
識
裏
に
変
化
し
た
授
業
に
お
い
て
学
習
者
は
'
私
の
説
明
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
ま
ね
て
同
じ
よ
う
に
説
明
し
よ
う
と

す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
反
応
が
い
か
に
質
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
所

詮
そ
れ
は
他
人
事
と
し
て
の
語
り
出
L
で
あ
り
'
彼
ら
自
身
の
言
葉
に
よ
る

語
り
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
へ
学
習
者
か
ら
見
れ
ば
'
先
生
の
説
明
を
よ
く

聞
き
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
言
葉
で
語
る
方
が
、
自
分
の
読
み
を
語
り
出
す

こ
と
に
比
べ
て
遥
か
に
楽
で
'
効
率
の
い
い
授
業
の
受
け
方
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。以

上
へ
定
番
教
材
に
対
す
る
教
師
の
「
と
ら
わ
れ
」
が
'
教
師
自
身
の
中

に
デ
ィ
レ
ン
マ
を
生
み
出
し
た
り
'
学
習
者
が
参
入
し
に
-
い
授
業
を
作
り

だ
す
事
と
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
き
た
。
か
な
り
否
定
的
な
ス
タ
ン
ス

に
立
っ
て
い
る
の
は
'
定
番
教
材
に
対
す
る
教
師
の
「
と
ら
わ
れ
」
が
'
教

師
に
と
っ
て
は
極
め
て
潜
在
的
に
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
顕
在
化
さ

れ
た
形
で
実
際
の
授
業
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
授
業
計
画
に
対
す

る
内
省
に
加
え
て
へ
実
際
の
授
業
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に

対
す
る
深
い
内
省
が
私
自
身
必
要
で
あ
る
と
痛
感
す
る
。
そ
し
て
、
私
に
と
っ

て
は
何
回
目
か
の
『
山
日
記
』
も
学
習
者
に
と
っ
て
は
初
め
て
の
r
山
日
記
』

で
あ
る
と
い
う
当
た
り
前
の
事
実
に
対
す
る
配
慮
が
'
高
校
生
の
読
み
か
ら

離
れ
て
い
-
自
分
に
は
非
常
に
難
し
-
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

2
　
自
己
の
読
み
を
対
象
化
す
る
授
業
の
試
み
　
三
和
表
現
の
実
践

教
師
の
「
教
え
た
い
」
と
い
う
欲
望
と
学
習
者
の
「
学
び
た
い
」
と
い
う

欲
望
が
実
際
の
授
業
の
中
で
合
致
す
る
た
め
に
は
'
教
師
が
学
習
者
の
読
み

を
そ
の
産
出
過
程
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
相
対
的
に

言
え
ば
当
然
、
深
-
広
が
り
を
持
っ
た
教
師
自
身
の
読
み
と
高
校
生
で
あ
る

学
習
者
の
読
み
と
を
実
際
の
授
業
の
中
で
共
存
さ
せ
て
い
-
こ
と
が
非
常
に

困
難
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
教
師
が
い
か
に
そ
れ
を
ね
ら
っ
た

授
業
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
学
習
者
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
教
師
の
読
み
は
'

断
片
的
に
言
葉
だ
け
が
子
ど
も
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
高
藤
す
る
こ
と
も
止

揚
す
る
こ
と
も
な
-
、
そ
の
ま
ま
子
ど
も
の
読
み
と
な
っ
て
は
ね
か
え
っ
て

く
る
。子

ど
も
自
身
の
読
み
を
'
私
だ
け
で
は
な
く
子
ど
も
自
身
が
相
対
化
し
、

自
分
の
読
み
と
し
て
捉
え
て
い
-
こ
と
が
出
来
る
瞬
間
が
実
際
の
授
業
の
中

に
用
意
で
き
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
が
こ
の
試
み
の
出
発
点
に
あ
る
。

「
と
も
に
読
み
を
作
り
上
げ
る
場
と
し
て
の
授
業
」
か
ら
「
自
己
の
読
み
を

自
己
の
言
葉
で
語
り
出
す
場
と
し
て
の
授
業
」
へ
の
転
換
を
は
か
る
た
め
に
、

授
業
計
画
の
段
階
で
'
「
言
語
経
験
の
質
の
深
ま
り
」
を
目
指
す
こ
と
に
加

え
て
、
そ
の
言
語
経
験
を
学
習
者
に
客
体
化
さ
せ
る
'
「
自
己
の
言
語
経
験

に
対
す
る
認
識
の
深
ま
り
」
を
志
向
す
る
授
業
展
開
を
考
え
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
。

そ
こ
で
、
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
一
語
表
現
を
提
示
す
る
わ
け
だ
が
、

こ
の
方
法
を
用
い
る
根
拠
と
し
て
次
の
点
が
あ
る
。

1
点
目
は
'
自
己
の
読
み
を
吟
味
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
自
己
の
言
語
経
験
を
客
体
化
さ
せ
る
有
効
な
方
法
と
し
て
'
自
己

評
価
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
'
自
己
評
価
は
評
価
す
る
主
体
を
学
習

者
に
す
る
こ
と
に
の
み
終
始
し
て
し
ま
い
'
肝
心
な
評
価
の
観
点
や
そ
の
基

準
は
教
師
が
提
示
し
た
も
の
に
沿
う
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
評
価
す
る
主
体
は

教
師
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
評
価
す
る
と
い
う
行
為
は
、
自
己
の
読
み

を
位
置
づ
け
る
行
為
で
あ
り
'
数
値
化
す
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己

の
言
語
経
験
に
対
す
る
認
識
を
深
め
る
た
め
に
は
'
自
己
の
読
み
を
吟
味
し
'

他
者
に
説
明
す
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
授
業
展
開
の
中

に
、
自
己
の
読
み
を
語
り
出
す
'
も
し
く
は
自
己
の
読
み
を
表
現
す
る
事
が

組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
授
業
と
い
う
場
で
自
己
の

読
み
を
語
り
出
す
こ
と
は
、
高
校
生
に
と
っ
て
様
々
な
要
因
か
ら
装
っ
た
読

み
を
語
り
出
す
こ
と
と
な
る
た
め
'
語
り
出
す
準
備
と
し
て
ま
ず
閉
じ
た
個

の
場
で
表
現
さ
せ
る
こ
と
が
有
効
と
な
る
O
　
し
か
し
、
感
想
文
を
書
か
せ
た

の
で
は
'
作
品
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
記
述
す
る
た
め
、

学
習
者
を
「
読
み
手
」
　
の
立
場
に
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
'
一
語
に
凝
縮
す
る
行
為
は
、
自
分
の
読
み
を
対
象
化
し
'
そ
れ
を
凝

縮
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
中
に
あ
る
多
層
な
読
み
を
止
揚

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
へ
　
必
然
的
に
自
分
の
読
み
を
吟
味
す
る
こ
と
と

な
る
。二

点
目
は
、
自
己
の
読
み
を
簡
単
に
対
象
化
す
る
事
が
可
能
と
な
る
こ
と

で
あ
る
。
初
読
の
感
想
が
授
業
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
と
い

う
こ
と
を
学
習
者
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
は
'
文
学
の
授
業
の
中
で
行
わ
れ
た

学
習
を
学
習
者
に
捉
え
さ
せ
る
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、

文
学
の
授
業
を
受
け
た
実
感
を
学
習
者
に
認
識
さ
せ
る
た
め
に
も
必
要
な
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
山
日
記
』
　
の
よ
う
に
'
主
題
が
複
数
存
在
し
t
　
か

つ
比
較
的
長
い
分
立
の
教
材
の
場
合
、
初
託
の
感
想
と
読
後
の
感
想
を
比
較

し
て
そ
の
変
化
を
追
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
初
託
の

感
想
を
一
語
で
表
現
さ
せ
て
お
-
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
読
み
を
授
業
の

様
々
な
場
面
に
お
い
て
捉
え
返
す
こ
と
が
容
易
に
出
来
る
。
さ
ら
に
'
一
語

で
表
現
し
た
根
拠
を
文
章
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
教
材
に
向
き
合
わ
せ

る
の
で
は
な
-
、
自
分
の
読
み
に
向
き
合
わ
せ
'
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
読
み
を

行
っ
た
の
か
と
い
う
根
拠
を
説
明
す
る
こ
と
と
な
る
。

三
点
日
は
'
学
習
者
が
取
り
組
み
や
す
い
と
い
う
点
が
上
げ
ら
れ
る
。
一

語
で
表
現
す
る
こ
と
は
長
い
文
章
を
読
ん
で
、
長
い
文
章
表
現
に
飽
和
感
を

感
じ
て
い
る
学
習
者
に
は
特
に
取
り
組
み
や
す
-
、
し
か
し
な
が
ら
'
い
ざ

取
り
組
ん
で
み
る
と
作
品
に
戻
っ
た
り
'
作
品
の
主
題
を
深
-
考
え
た
り
'

選
択
す
る
語
句
の
意
味
を
考
え
直
し
た
り
と
'
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
ま

た
へ
　
文
章
力
の
な
い
学
習
者
に
も
一
語
表
現
だ
け
な
ら
ば
、
取
り
組
み
や
す

い
。
選
択
の
理
由
を
加
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
語
句
を
選
ん
で
表
現
す
る

こ
と
の
難
し
さ
と
一
語
に
込
め
ら
れ
た
思
い
の
深
さ
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
も

可
能
と
な
る
。

以
上
の
三
点
か
ら
、
中
・
長
編
小
説
の
授
業
に
お
い
て
、
学
習
者
に
一
語

表
現
を
行
わ
せ
る
試
み
を
続
け
て
き
た
。
今
回
の
提
言
に
あ
た
っ
て
は
t

r
山
日
記
』
　
の
授
業
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
'
こ
れ
ま
で
に
取
り
組
ん
で

き
た
実
践
の
幾
つ
か
を
報
告
し
、
1
語
表
現
の
有
効
性
に
つ
い
て
提
言
し
て

い
く
こ
と
と
す
る
O
　
発
表
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
　
r
山
月
記
し
　
の
授
業
実
践
に

お
い
て
一
語
表
現
を
用
い
た
幾
つ
か
の
具
体
的
な
試
み
を
行
っ
て
き
た
。
授

業
過
程
の
中
に
様
々
な
形
で
組
み
入
れ
て
い
-
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
な
る
学
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習
効
果
を
導
-
こ
と
が
出
来
た
。
そ
こ
で
、
簡
潔
に
そ
の
実
践
を
提
示
す
る

こ
と
と
す
る
。

I
　
初
読
の
感
想
を
表
現
さ
せ
る
試
み

-
学
習
者
の
反
応
を
傾
向
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
-

対
象
-
広
島
県
立
安
芸
南
高
等
学
校

第
二
学
年
一
組
(
男
子
十
四
名
へ
女
子
二
十
五
名
)

七
組
(
男
子
三
十
二
名
へ
女
子
十
名
)

八
組
(
男
子
三
十
一
名
、
女
子
十
一
名
)

授
業
時
期
-
平
成
5
年
1
0
月
～
1
 
1
月

授
業
展
開
-

(
導
入
)
本
文
の
黙
読
・
難
読
語
の
解
説

初
託
の
感
想
(
一
語
表
現
と
そ
の
理
由
の
記
述
)
　
　
2
時
間

(
展
開
)
学
習
者
の
反
応
の
紹
介
と
学
習
課
題
の
設
定
　
　
　
1
時
間

李
徴
発
狂
の
原
因
を
探
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
時
間

表
修
と
の
再
会
の
場
面
を
李
微
の
視
点
か
ら
捉
え
る
。
4
時
間

李
徴
は
虎
に
な
っ
て
か
ら
も
自
尊
心
が
あ
っ
た
の
か
と

業
に
お
い
て
'
1
語
表
現
と
そ
の
理
由
を
初
託
の
感
想
の
代
わ
り
に
記
述
さ

せ
た
。
こ
れ
は
、
学
習
者
が
作
品
の
ど
の
部
分
に
注
目
し
て
い
る
の
か
へ
作

品
の
全
体
像
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
把
握
し
、
授
業

展
開
の
軸
を
設
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
習
者
が
引
き
つ
け
ら
れ

て
い
る
箇
所
が
凝
縮
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
1
語
表
現
に
基
づ
い
て
読
み

深
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
設
定
し
た
。

①
　
李
微
の
発
狂
の
原
因
は
何
か
。

_
‥
し

′

4

-彼
の
心
は
い
つ
も
揺
れ
て
い
て
、
そ
の
心
の
変
化
に
合
わ
す
よ
う
に
'

彼
の
表
面
的
な
部
分
ま
で
も
が
変
身
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
て
こ
の

題
に
し
た
。
人
間
で
あ
っ
た
時
へ
す
で
に
彼
は
も
う
一
人
の
彼
を
生
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み
出
し
て
い
た
。

真
の
自
分
を
隠
す
た
め
に
自
分
と
は
違
う
も
う
1

人
の
自
分
に
す
で
に
変
身
し
て
い

た
の
だ
と
思
う
。
虎
に
な
っ
た
彼

は
、
そ
の
姿
に
勝
る
ほ
ど
の
醜
さ
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
彼
は

虎
と
い
う
姿
に
落
ち
つ
い
た
の
だ
と
思
う
。

李
徴
が
虎
に
な
っ

た
の
も
運
命
で
あ
り
、

虎
に
な
っ
た
李
徴
に
最
も

い
う
点
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

(
ま
と
め
)
読
後
の
感
想
文
を
記
述
す
る
。

1
時
間

1
時
間
(
計
1
 
1
時
間
)

本
授
業
は
'
学
習
者
の
初
読
を
明
確
に
把
握
し
、
そ
れ
を
共
有
さ
せ
、
そ

の
読
み
に
基
づ
い
て
読
み
深
め
の
観
点
を
設
定
し
'
作
品
の
叙
述
の
相
互
連

関
性
や
言
語
事
項
の
持
つ
背
景
を
手
が
か
り
に
授
業
を
展
開
し
た
。
こ
の
授

親
し
い
衰
惨
が
あ

っ
た
の
も
運
命
だ
っ
た
ん
だ
と
思
う
。
こ
の
物
語

は
李
徴
の
運
命
で
人
間
と
し
て
の
李
徴
の
最
後
の
出
来
事
で
あ
り

李
徴
の
一
生
の
終
わ
り
が
虎
に
な
っ
た
時
で
あ
り
'
そ
の
運
命
に
は



逆
ら
え
な
か
っ
た
ん
だ
と
思
う
。
そ
れ
で
僕
は
こ
の
本
に
は
「
運
命
」

に
は
逆
ら
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
印
象
が
強
か
っ
た
の
で
こ
の
熟

語
を
選
ん
だ
。

追
求

の
李
徴
の
ま
ま
で
、

最
後
の
方
の
李
徴
は
最
初
の
頃
よ
り
素
直
に
自
分
の
こ

話
し
て
い
る
か
ら
李
徴
は
衰
惨
と
話
し
て
い
る
う
ち
に
1
皮
む
げ
た
の
で
は

な
い
か
。

2
7

こ
の
物
語
の
メ
イ
ン
は
李
徴
が
虎
に
な

っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
思

李
徴
が
虎
に
な
っ
た
の
は
'
あ
ま
り
に
詩
家
に
な
る
こ
と
に
こ

だ
わ
り
詩
を
作
る
こ
と
を
追
求
し
続
け
た
た
め
だ
と
思
っ
た
の
で

「
追
求
」
　
に
し
た
。

こ
れ
ら
学
習
者
の
反
応
を
見
る
と
'
李
徴
の
変
身
の
原
因
を
そ
れ
ぞ
れ
が

探
っ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
質
の
違
い
は
あ
れ
、
学
習
者
が
李
徴
が
虎
に
な
っ

た
こ
と
に
強
-
引
き
つ
け
ら
れ
、
か
つ
そ
の
原
因
を
探
っ
て
い
こ
う
と
す
る

意
志
が
読
み
と
れ
る
。
多
-
の
反
応
が
な
ぜ
李
徴
が
虎
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う

か
と
い
う
反
応
で
は
な
く
、
自
分
な
り
の
答
え
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
、
学
習
者
の
意
見
を
学
級
全
体
に
提
示
し
な
が
ら
、
そ
の
根
拠

を
作
品
の
中
か
ら
導
き
出
す
授
業
展
開
を
計
画
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

②
衷
惨
に
再
会
し
た
李
徴
は
衰
惨
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の

か
。

2

後
悔
・
覚
悟

虎
に
な
っ
て
か
ら
の
李
徴
は
、
自
分
が
人
間
だ
っ
た
頃
の
性
格
へ
他

人
へ
の
接
し
方
を
反
省
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
し
て
虎
と
な
っ
た
今
'

あ
ん
な
人
間
じ
ゃ
な
か
っ
た
ら
虎
に
な
ん
か
な
ら
な
か
っ
た
の

に
・
-
と
後
悔
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
で
な
い
と
衰
惨
と
再
会
し

た
時
に
話
は
し
な
か
っ
た
と
思
う
。
あ
の
プ
ラ
イ
ド
の
高
か
っ
た
以

前
の
李
徴
な
ら
虎
に
な
っ
た
自
分
の
姿
な
ど
衷
修
に
見
せ
た
り
は

し
な
い
と
思
う
。
虎
と
な
っ
た
今
、

や
っ
と
李
徴
は
人
間
だ
っ
た
頃

の
誤
っ
た
考
え
を
後
悔
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
う
多
分
へ
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人
間
に
は
戻
れ
な
い
だ

気
が
し
た
。

ろ
う
と
い
う
覚
悟
も
で
き
て
い
る
よ
う
な

李
徴
は
虎
に
な
っ
た
理
由
を
か
っ
こ

よ
く
言
っ
た
り
、
虎
に
な
っ
て

も
結
局
は
た
い
し
て
反
省
し
て
い
な
い

と
思
っ
た
か
ら
人
間
は
し
ょ

せ
ん
愚
か
な
生
き
物
だ
と
思
っ

た
。

-
　
脱
皮

2
　
裏
惨
と
話
し
て
い
た
最
初
の
方
の
李
徴
は
ま
だ
人
間
で
あ
っ
た
頃

虎
に
な
っ
た
李
徴
の
内
面
の
変
化
に
着
目
し
た
反
応
は
他
に
も
数
多
-
見

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
変
化
の
有
無
に
お
い
て
学
習
者
の
反
応
が
割
れ
て
い

る
こ
と
'
少
数
で
は
あ
る
が
5
8
の
反
応
の
よ
う
に
李
徴
の
内
面
は
全
-
変



化
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
応
も
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
衰
惨

と
李
徴
と
の
関
係
を
作
品
に
そ
っ
て
も
う
一
度
捉
え
直
し
、
衰
惨
に
語
る
事

に
よ
っ
て
李
微
の
内
面
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
授
業
を
構
想

し
た
。③

　
李
徴
は
虎
に
変
身
し
て
か
ら
も
自
尊
心
は
あ
っ
た
の
か
。

て
い
た
の
で
は
と
思
っ
た
。
真
の
自
分
を
見
失
い
理
想
ば
か
り
迫
っ

て
い
る
感
じ
だ
っ
た
か
ら
。

虎
に
な
っ
た
と
き
に
本
当
の
自
分
の
姿
へ

心
に
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
そ
し
て
見
失
っ
た

自
分
と
真
の
自
分
の
姿
が
見
え
隠
れ
し
て

い
る
と
思
っ
た
の
で
。

人
間
ら
し
さ

李
徴
は
虎
に
な
っ
て
心
の
底
か
ら
本
当
に
後
悔
し
て
い
な
い
と
思
う
。

そ
れ
は
虎
に
な
っ
た
こ
と
で
他
人
や
家
族
を
見
る
目
が
変
わ
り
へ
　
そ

の
人
た
ち
に
対
す
る
同
情
の
心
が
芽
生
え
て
、
そ
し
て
自
分
自
身
の

過
去
や
性
格
を
冷
静
に
な
っ
て
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
み

た
い
だ
か
ら
、
結
果
的
に
虎
に
な
っ
て
人
間
ら
し
く
な
っ
た
よ
う
に

思
え
た
。

情後
生
に
名
を
残
す
こ
と
も
か
な
わ
ず
'
憶
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
孟

恥
心
に
よ
っ
て
人
間
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
-
な
り
、
李
微
が

得
た
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

虎
に
な
っ
て
い
ろ
ん
な
事
に
気
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ォ

づ
い
て
も
彼
の
姿
は
戻
ら
な
か
っ
た
か
ら
。

真
の
自
分

周
り
の
人
々
に
天
才
と
い
わ
れ
て
'
思
い
上
が
り
真
の
自
分
を
忘
れ

③
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
'
②
の
ポ
イ
ン
ト
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
設
定

し
た
も
の
で
あ
る
。
学
習
者
が
議
論
し
や
す
い
よ
う
に
'
先
の
ポ
イ
ン
ト
で

も
見
ら
れ
た
読
み
の
割
れ
を
そ
の
ま
ま
学
習
目
標
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ

で
取
り
上
げ
て
い
る
学
習
者
の
反
応
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
李
徴

が
虎
に
変
身
し
て
改
心
し
た
り
後
悔
し
た
り
す
る
話
、
も
し
く
は
、
そ
の
後

悔
も
虎
に
な
っ
た
今
と
な
っ
て
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
、
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
悲
し
さ
を
表
現
し
た
話
t
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、

学
習
者
が
作
品
世
界
の
理
解
の
仕
方
と
し
て
教
訓
的
な
読
み
を
志
向
す
る
傾

向
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
行
き
着
-
先
は
'
過

度
の
自
尊
心
を
持
つ
こ
と
へ
の
告
告
で
あ
り
、
話
の
筋
に
李
徴
の
悲
劇
性
を

見
出
す
読
み
で
あ
る
。

こ
の
作
品
か
ら
に
じ
み
出
し
て
い
る
悲
劇
性
と
は
'
こ
こ
で
指
摘
し
た
よ

う
な
話
の
筋
が
担
う
悲
劇
性
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
李
微
の
持
つ
自
尊
心
の

強
さ
が
虎
に
変
身
し
た
後
に
も
消
え
な
い
ま
ま
に
残
り
続
け
て
し
ま
う
、
も

し
-
は
'
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
て
も
、
ど
う
し
よ
う
も
な
-
言
葉
や
行
動
の

中
に
あ
ふ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
人
間
の
人
間
た
る
姿
に
自
己
を
重
ね
て
読
む

と
き
'
こ
の
作
品
の
悲
劇
性
は
読
み
手
の
心
を
打
つ
も
の
と
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
小
説
と
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
人
間
の
内
面
の
矛
盾
や
多

層
性
を
描
-
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
行
っ
て
き
た
授
業
実
践
の
中
で
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見
ら
れ
た
学
習
者
の
反
応
の
傾
向
は
'
李
徴
の
内
面
に
踏
み
込
ん
で
い
-
よ

り
も
、
話
の
筋
に
作
品
の
主
題
性
を
見
る
も
の
で
あ
り
、
李
徴
は
象
徴
的
な

人
物
像
=
強
い
自
尊
心
を
持
つ
孤
独
な
男
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
へ
　
こ
の
作
品
の
二
つ
の
場
面
、
「
変
身
前
の
李
徴
」
と
「
虎
に
な
っ
た
後

の
李
徴
」
が
時
間
軸
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
話
の
筋
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
'
間
違
い
で
は
な
い
の
だ
が
、
一

方
で
「
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
命
題
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
<
人

間
-
李
徴
>
を
共
通
し
て
語
っ
て
い
る
事
を
見
落
と
す
学
習
者
が
多
い
の
で

あ
る
。
前
半
と
後
半
は
同
じ
内
容
を
異
な
る
語
り
手
が
、
異
な
る
聞
き
手
に

対
し
て
語
っ
て
い
る
二
つ
の
並
立
す
る
場
面
で
も
あ
る
の
で
あ
る
ー
(
~
)

例
え
ば
、
学
習
者
の
反
応
の
中
に
も
こ
の
作
品
の
悲
劇
性
に
つ
い
て
触
れ

た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
話
の
筋
の
中
に
そ
れ
を
見
出
し
た
も
の
に
と
ど
ま
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
へ
あ
え
て
へ
　
こ
の
議
論
に
私
自
身
の
読
み
を
提
示
し
、
こ

の
授
業
の
締
め
-
-
り
と
し
た
。

E
　
授
業
の
締
め
-
-
り
と
し
て
の
L
H
I
柑
表
現
の
試
み
　
自
分
の
読
み
を
見

失
わ
せ
な
い
た
め
に

対
象
‥
広
島
大
学
附
属
高
等
学
校

H
年
4
組
(
男
子
2
5
名
、
女
子
1
5
名
、
計
4
0
名
)

授
業
時
期
‥
平
成
9
年
9
月
～
1
2
月

単
元
=
真
の
自
己
と
は
存
在
す
る
の
か

大
岡
昇
平
『
野
火
』
　
(
状
況
の
中
で
の
自
己
)

中
島
敦
　
『
山
日
記
』
　
(
人
間
関
係
の
中
で
の
自
己
1
)

夏
目
淑
石
で
」
こ
ろ
』
　
(
人
間
関
係
の
中
で
の
自
己
2
)

授
業
展
開
‥

(
導
入
)
　
黙
読
・
難
読
語
の
意
味
調
査

難
読
語
の
調
査
結
果
発
表
・
l
語
表
現
。
　
　
(
計
2
時
間
)

(
展
開
)
李
徴
の
人
物
像
を
捉
え
る
。

李
微
の
官
吏
復
帰
の
理
由
を
捉
え
る
o
 
l
語
表
現
。

衷
惨
と
の
対
話
の
場
面
に
見
ら
れ
る
李
徴
の
言
葉
の
真
実
と
嘘

を
捉
え
る
。

李
徴
の
詩
と
そ
れ
に
欠
け
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
。
　
1
語

表
現
。

他
人
か
ら
見
た
李
徴
・
李
徴
自
身
か
ら
見
た
李
徴
・
本
当
の
李

徴
の
そ
れ
ぞ
れ
を
考
え
る
。
一
語
表
現
。
　
　
(
計
6
時
間
)

(
ま
と
め
)
　
こ
れ
ま
で
の
一
語
表
現
の
変
化
を
ま
と
め
へ
　
こ
の
授
業
で
学
ん

だ
こ
と
気
づ
い
た
こ
と
を
記
述
す
る
。
　
　
　
(
計
1
時
間
)

こ
の
授
業
の
め
あ
て
は
'
学
習
者
自
身
の
読
み
を
授
業
の
中
で
埋
没
さ
せ

ず
'
学
習
者
自
身
が
こ
の
授
業
を
自
分
の
読
み
の
変
化
に
沿
っ
て
振
り
返
り

相
対
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
国
語
の
授
業
と
自
分
も
し
-
は
文
学
の
授

業
と
自
分
を
見
つ
め
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
学
習
者
に
授
業
を

受
け
る
自
分
も
し
-
は
、
授
業
の
中
で
変
化
し
て
い
-
自
分
を
対
象
化
さ
せ

る
こ
と
で
、
授
業
は
と
に
か
く
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、
お
き
ま

り
の
読
み
を
偽
装
し
て
い
れ
ば
難
な
く
や
り
過
ご
せ
る
と
い
う
消
極
的
な
参

加
を
学
習
者
自
身
に
突
き
つ
け
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
授
業
の
連
続
性
の
中
で
学
習
者
に
身
に
つ
い
て
い
る
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授
業
観
と
は
別
に
、
文
学
の
授
業
の
中
で
読
み
手
と
し
て
の
自
分
が
見
え
な

く
な
っ
て
し
ま
う
原
因
は
、
様
々
な
人
の
読
み
の
行
き
交
う
文
学
の
授
業
の

中
で
'
自
分
の
読
み
が
見
え
な
-
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
。
先
生
の
読

み
、
級
友
の
読
み
と
自
己
の
読
み
と
が
実
は
絶
え
ず
相
対
化
さ
れ
、
止
揚
さ

れ
た
り
、
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
そ
れ
を
一
々
相
対
化

す
る
時
間
も
な
-
、
質
の
深
さ
に
対
す
る
吟
味
を
行
う
労
力
を
厭
う
が
故
に
、

正
誤
の
判
断
の
み
で
他
者
の
読
み
に
丸
ご
と
乗
り
換
え
て
い
く
。
結
果
と
し

て
モ
ザ
イ
ク
な
読
み
が
学
習
者
の
中
で
生
み
出
さ
れ
て
-
る
。
つ
ま
り
、
初

読
の
感
想
を
純
粋
に
彼
ら
自
身
の
読
み
だ
と
す
る
と
へ
色
々
な
読
み
に
触
れ

て
い
-
中
で
、
い
つ
の
間
に
か
誰
の
読
み
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
読
み
が
ど

ん
ど
ん
自
分
の
読
み
と
入
れ
替
わ
り
、
結
果
と
し
て
違
和
感
を
感
じ
っ
つ
も
、

何
と
な
-
こ
の
よ
う
に
読
む
も
の
だ
と
正
当
化
す
る
読
み
に
落
ち
着
い
て
し

ま
う
。こ

の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
'
逐
次
へ
他
者
の
読
み
と
相
対
化
で
き
る
は

ど
コ
ン
パ
ク
ト
な
形
に
凝
縮
さ
れ
た
読
み
を
持
た
せ
る
こ
と
の
有
効
性
が
あ

る
ー
i
m
で
表
現
さ
れ
た
読
み
は
へ
そ
の
語
句
を
選
ぶ
際
の
思
考
と
と
も
に

学
習
者
の
意
識
に
顕
在
化
し
て
-
る
た
め
、
他
者
の
読
み
と
の
相
対
化
や
自

分
の
読
み
の
変
化
が
単
に
表
面
的
な
吟
味
に
終
始
し
な
い
。
そ
こ
で
'
こ
の

試
み
に
お
け
る
あ
る
1
学
習
者
の
読
み
の
変
化
と
授
業
を
受
け
た
自
分
に
関

す
る
記
述
を
例
示
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(
初
読
時
)

1
　
日
分

2
　
他
人
が
自
分
の
こ
と
を
才
能
が
あ
る
と
思
い
こ
ん
で
い
れ
ば
「
本
当

は
自
分
に
は
才
能
が
な
い
ん
だ
」
と
言
い
に
-
く
な
る
。
で
き
れ
ば

こ
の
ま
ま
他
人
に
い
い
様
に
思
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
で
も
ご
ま
か

し
続
け
れ
ば
'
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
欲
も
増
え
て
結
局
虎
に
な
っ
て
し

ま
う
の
だ
と
思
う
。
真
実
を
言
う
こ
と
は
勇
気
が
い
る
こ
と
だ
け
ど

本
当
の
自
分
が
人
よ
り
劣
っ
て
い
て
も
そ
れ
が
本
当
の
自
分
な
ん
だ

し
、
努
力
だ
っ
て
見
か
け
の
努
力
で
な
-
真
の
努
力
が
で
き
る
と
思

う
。
李
徴
は
虎
に
な
っ
て
本
当
の
自
分
を
知
っ
た
。
も
う
少
し
早
-

気
づ
い
て
い
れ
ば
虎
に
な
ら
ず
本
当
の
自
分
に
な
れ
た
の
に
。

(
展
開
-
)

-
　
矛
盾

2
　
他
人
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の

か
と
い
う
問
題
に
加
え

て
、
自
分
に
対
し
て
自
分
が
ど
う
納
得
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
人

間
は
悩
む
。
李
徴
の
よ
う
に
、
他
人
の
目
を
気
に
し
な
が
ら
生
き
て

い
る
人
間
は
特
に
そ
う
だ
。
官
吏
に
復
帰
し
た
理
由
が
色
々
と
書
か

れ
て
あ
る
け
ど
、
本
当
に
大
事
な
の
は
、
こ
の
理
由
は
他
人
用
な
の

か
そ
れ
と
も
自
分
用
な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
僕
は
こ
の
理
由

が
自
分
を
ご
ま
か
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
人
間
は
い
つ
も
心
に
矛
盾
を
抱
え
て
い

る
よ
う
に
思
え
た
か
ら
。

(
展
開
2
)

-
　
自
身
　
(
自
信
)
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2
　
人
間
は
心
の
中
に
い

つ
も
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
。

抱
え
て
い
る
が
故

そ
れ
を
理
解
し
て
く
れ
て
、
そ

れ
で
も
な
お
認
め
て
-
れ
る
友

人
が
必
要
不
可
欠
な
の

で
あ
る
。
李
徴
に
と
っ
て
衰
惨
は
そ
ん
な
友



人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
人
間
の
頃
の
李
徴
は
そ
ん
な

衰
惨
に
対
し
て
も
狂
い
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
李
徴

が
作
っ
た
詩
に
欠
け
る
も
の
と
は
そ
ん
な
友
人
の
存
在
を
必
要
と

し
な
か
っ
た
人
間
の
頃
の
李
徴
に
欠
け
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
自
分

を
理
解
し
認
め
て
-
れ
る
友
人
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
自
分
の

不
完
全
さ
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
不
完
全
さ
を
認
め
た
人
間
の
強

さ
、
そ
れ
が
本
当
の
自
信
な
の
だ
ろ
う
。

(
展
開
3
)

-
　
自
己

2
　
日
分
と
は
複
数
の
矛
盾
す
る
自
分
を
抱
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

こ
の
作
品
を
読
ん
で
よ
-
わ
か
っ
た
。

他
人
に
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ

て
い
る
の
か
と
言
う
こ
と
は
気
に
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
て
も
ど
う

し
て
も
気
に
し
て
し
ま
う
。
気
づ
い
て
み
る
と
そ
れ
に
合
わ
せ
て
振

る
舞
っ
て
い
た
り
す
る
。
ま
た
、
自
分
の
理
想
に
合
わ
せ
て
生
き
る

自
分
も
い
る
。
自
分
の
欲
望
に
支
配
さ
れ
た
自
分
も
い
る
。
そ
ん
な

色
々
な
自
分
が
い
る
こ
と
に
何
と
か
理
由
を
付
け
て
納
得
し
な
が
ら

生
き
て
い
-
の
が
人
間
な
の
だ
ろ
う
。

(
ま
と
め
)

僕
が
最
後
に
自
己
と
つ
け
た
の
は
へ
　
こ
の
授
業
を
通
し
て
自
分
の
読
み

が
深
-
な
っ
た
こ
と
を
表
わ
そ
う
と
し
た
か
ら
で
す
O
最
初
読
ん
だ
と

き
、
「
自
分
」
と
つ
け
て
ま
し
た
が
、
授
業
を
受
け
て
い
-
中
で
、
李

徴
の
苦
し
み
の
複
雑
さ
が
分
か
っ
た
の
で
'
勝
手
な
解
釈
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
へ
　
「
他
人
と
比
べ
た
自
分
(
自
)
」
と
「
自
分
の
中
の
自
分

(
己
)
」
を
組
み
合
わ
せ
て
「
自
己
」
と
し
て
み
ま
し
た
。
最
初
'
李

徴
は
本
当
は
強
い
や
つ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
授

業
が
進
む
に
つ
れ
て
、
彼
の
悩
み
が
だ
ん
だ
ん
と
明
ら
か
に
な
っ
て
い

き
'
も
の
す
ご
く
弱
々
し
く
思
え
て
き
ま
し
た
。
S
君
が
言
っ
た
、
人

間
は
み
ん
な
李
徴
の
よ
う
に
弱
々
し
い
も
の
な
の
だ
t
と
い
う
意
見
に

感
動
し
ま
し
た
。
誰
に
で
も
あ
る
弱
き
を
受
け
入
れ
て
生
き
て
い
く
こ

と
の
中
に
本
当
の
強
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
最
終
的
に
思
い
ま
し

た
。

最
後
の
ま
と
め
の
際
に
記
述
さ
れ
た
学
習
者
の
反
応
を
見
る
と
分
か
る
よ

う
に
、
彼
が
記
述
し
た
の
は
自
分
の
読
み
の
変
化
に
対
す
る
説
明
で
あ
る
。

こ
の
説
明
を
見
る
限
り
、
彼
は
授
業
の
中
で
自
分
の
読
み
が
ど
の
よ
う
な
読

み
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ

れ
は
'
展
開
l
～
3
の
反
応
が
そ
れ
ま
で
の
反
応
の
内
容
を
踏
ま
え
て
作
ら

れ
て
い
る
点
か
ら
も
窺
え
る
O
ま
た
、
S
君
が
と
'
読
み
を
提
示
し
た
主
体

が
記
憶
に
残
っ
て
い
る
点
か
ら
'
授
業
の
中
で
「
誰
の
読
み
か
」
と
い
う
意

識
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
学
習
者
の
反
応
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
へ
　
こ
の
授
業
を
受
け
た
学
習
者

の
多
-
が
自
己
の
読
み
を
保
持
し
っ
つ
授
業
に
臨
ん
で
い
た
。
自
己
の
読
み

を
埋
没
さ
せ
な
い
授
業
が
、
自
分
の
読
み
の
変
化
を
学
習
者
自
身
に
つ
か
み

取
ら
せ
、
そ
の
理
由
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
授
業
の
中
で
起
こ
る
、

他
者
の
読
み
と
の
相
対
化
を
、
置
き
換
え
に
終
わ
ら
せ
ず
'
矛
盾
や
止
揚
を

作
品
に
沿
っ
て
吟
味
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
一
語
表
現
を
用
い
た
二
つ
の
試
み
を
提
示
し
た
。
こ
の
方
法
を
授
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業
展
開
と
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
の
か
に
よ
っ
て
学
習
効
果
も
変
わ
っ

て
-
る
と
思
わ
れ
る
。
「
と
も
に
読
み
を
作
り
上
げ
て
い
-
授
業
」
　
か
ら

「
自
己
の
読
み
の
経
験
を
語
り
出
す
授
業
」
　
へ
と
転
換
し
て
い
-
一
つ
の
方

法
と
し
て
提
案
し
た
い
。

な
お
'
今
回
の
発
表
で
紹
介
し
た
試
み
の
他
に
下
記
の
試
み
も
行
っ
て
き

た
。
参
考
ま
で
に
記
述
し
て
お
-
こ
と
と
す
る
。

・
初
託
の
感
想
と
読
後
の
感
想
を
そ
れ
ぞ
れ
一
語
で
表
現
さ
せ
る
。

・
授
業
後
の
発
展
と
し
て
、
学
習
者
の
1
語
表
現
を
交
流
さ
せ
る
.

・
題
名
に
関
す
る
学
習
へ
と
つ
な
げ
、
連
続
す
る
教
材
の
題
名
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
る
。

近(
-
)
従
来
の
研
究
で
は
'
ラ
ン
パ
ー
ト
(
L
a
m
p
e
r
t
.
M
.
)
　
が
指
摘
す
る

よ
う
に
'
教
室
に
お
い
て
、
学
習
者
が
学
習
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
抱

-
葛
藤
全
般
　
(
対
人
的
・
対
教
材
的
・
対
自
己
的
矛
盾
)
　
を
指
す
。
そ

し
て
'
教
師
は
'
学
習
者
の
抱
え
る
そ
れ
ら
を
授
業
の
中
で
マ
ネ
ー
ジ

メ
ン
ト
し
て
い
-
と
い
う
観
点
か
ら
学
習
が
組
織
さ
れ
る
必
要
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
　
L
a
m
b
e
r
t
(
1
9
8
5
)
H
o
w
 
d
o
 
t
e
a
c
h
e
r
s
 
m
a
n
a
g
e
 
t
o

t
e
a
c
h
?
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
o
n
p
r
o
b
l
e
m
s
i
n
p
r
a
c
t
i
c
e
.
H
a
r
v
e
r
d
E
d
u
c
a
-

t
i
o
n
a
l
R
e
v
i
e
w
,
5
5
(
2
)
,
p
p
1
7
8
-
1
9
4
.

(
2
)
　
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
田
中
実
(
1
9
9
6
)
　
小
説
の
力
』
　
(
p
p
1
6
4
-
1
6
6
)

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
と
類
似
し
て
い
る
o
氏
は
こ
の
二
つ
の
異
な

る
文
脈
を
意
識
し
た
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。

(
広
島
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
)

iff




