
「
読
む
」
か
ら
「
書
-
」
　
へ
の
工
夫

-
高
校
三
年
生
の
場
合
I

は
じ
め
に

私
の
作
文
教
育
の
中
枢
は
'
「
読
む
し
か
ら
「
書
-
」
　
へ
の
工
夫

に
あ
っ
た
。
昨
年
へ
　
こ
の
研
究
会
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の

を
'
「
r
読
む
j
か
ら
r
書
-
)
　
へ
　
-
　
媒
体
と
し
て
の
ミ
ニ
・
バ
ラ

エ
テ
ィ
作
文
」
と
題
し
て
「
国
語
科
研
究
紀
要
第
三
十
三
号
広
島
大

学
附
属
中
・
高
等
学
校
刊
」
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
読
む
」

か
ら
「
雷
-
」
　
へ
の
工
夫
は
私
の
中
で
大
き
な
課
題
と
な
り
つ
つ
あ

る
。
な
お
'
こ
の
論
敦
は
昨
年
度
の
本
校
三
年
生
の
実
践
を
踏
ま
え

て
の
も
の
で
あ
る
。

(
-
)
現
状
と
課
題
設
定

三
年
生
の
授
業
担
当
と
な
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
た
ち
が

一
年
、
二
年
と
持
ち
上
が
っ
て
き
た
人
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
一

年
へ
　
二
年
生
の
段
階
で
作
文
へ
の
自
己
確
立
が
ま
だ
で
き
て
い
な
い

の
が
、
現
状
で
あ
る
。
文
章
を
読
み
と
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
生
徒
へ

香
-
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
生
徒
へ
　
そ
し
て
へ
両
方
に
抵
抗
が
あ
る
生

徒
た
ち
も
い
る
。
読
み
と
っ
た
内
容
を
自
分
の
中
で
消
化
し
て
'
新

堀
　
江
　
マ
サ
子

し
い
も
の
と
し
て
書
-
。
こ
れ
が
私
の
作
文
指
導
の
基
本
で
あ
る
が
'

昔
の
生
徒
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
「
読
む
)
か
ら
「
書
-
」
　
へ
と
繋

が
ら
な
い
。
そ
こ
で
へ
伝
え
る
こ
と
に
着
目
し
て
表
現
さ
せ
'
書
-

こ
と
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
。
文
章
を
読
む
場
合
へ
作
文
の
媒
体

と
な
る
学
習
活
動
を
通
し
て
生
徒
各
自
の
心
に
届
か
せ
な
い
と
'
自

分
の
中
で
文
章
化
で
き
な
い
。
こ
う
い
っ
た
現
状
を
踏
ま
え
て
の
課

題
設
定
で
あ
る
。

(
2
)
仮
説
と
授
業
構
想

生
徒
に
文
章
を
読
ん
で
す
ぐ
作
文
さ
せ
る
よ
り
も
'
作
文
の
媒
体

と
な
る
学
習
活
動
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
化
し
'
心
に
届
か
せ
、
他
に

伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
か
ら
作
文
さ
せ
た
方
が
よ
い

の
で
は
な
い
か
t
と
の
仮
説
を
立
て
た
。
す
な
わ
ち
へ
作
文
の
媒
体

と
な
る
学
習
活
動
の
工
夫
を
行
っ
た
。
た
と
え
ば
'
「
読
み
」
　
の
段

階
で
の
工
夫
は
'
キ
ー
ワ
ー
ド
・
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
に
傍
線
を
引
か

せ
る
'
自
分
の
読
み
を
伝
え
る
表
現
に
す
る
「
イ
メ
ー
ジ
画
」
の
作
成
'

既
習
教
材
の
活
用
へ
語
句
・
語
愛
の
イ
メ
ー
ジ
化
な
ど
で
あ
る
。
「
書



く
」
段
階
で
は
'
「
書
き
出
し
へ
具
体
例
へ
展
開
へ
ま
と
め
方
へ
語
句
・

語
桑
」
　
の
工
夫
を
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
作
文
の
「
評
価
」
と
も
関
連

さ
せ
て
行
わ
せ
た
。
「
評
価
」
の
と
き
'
そ
れ
ぞ
れ
の
の
項
目
を
た
て
'

班
ご
と
に
評
価
さ
せ
た
。
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
作
文
を
書

い
た
生
徒
は
自
分
の
文
章
を
考
え
直
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
ま
た
へ

こ
の
活
動
は
'
他
の
生
徒
の
酋
-
際
の
参
考
と
な
っ
た
。

授
業
の
流
れ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

人間の時間について

1 時 間 E]

祁 一 段 キI ワー ド l キ I セ ン テ ンス に 恭 ti es線

第 一段 の 一斉 授 業

グル ー 7 ご と の羽 一段 苛み と り阿 作 成

2 時 間 El

プル - プ 一と の 耶一 段 苛み と り図

耶 一段 の①.の キl ワー ド . キ】セ ンテン ス こ各rl伊梯

耶 二 R .-i 一 再 授 業

グル ー プ ご と の 那二 段 の< 0 H み と り 作 鳩

3 時 関 目

! ル ー 十 V.と J ill H i ♪ I i tみ と り 党 {<

苅 一段 の息の キl ワ- ド l キーセ ンテン ス こ各日傍 線

那 二 段 の ② .一汗 授 菜

! 叶 l ナご と c m :" H ,->; )†み と r7 作 ,,t

4 時 間 E]

グル ー 7 ご と の 第 二位 の′どM み と り 発 jそ

那 一段 の③ キー ワl ド . ー セ ンテン ス こ各rl傍 線

中 二H J i - 斉 12 某

プル I プご と の 耶 二段 のt3 .吉苦み と り 作 鴫

5 時 間 口

グル ー ア 一と の 苅 一段 のLi 読 み と ,) 発 1 4

第 一位 のすす l ワl ド . キI セ ンテ ンス こ各rl 節線

第 二 位 の④ .一斉 授 菜

プル l プご との 那 二段 のm m み と り剛 伽 t

6 時 関 目

†ル ー ナ + 土*'>y i_ i; -'>j : ; 小 と O LJ セ J 上

全 体 の縄 惣 図 とテ ー マ につ い て一 斉 投 票

作 文

7 IN TO H 作 文 の 先 夫 と押 紙

) 時 間 El
和 一 ォ 蝣蝣)一

! ′i - T 上 にこ、f'l 蝣;:十サ.-)" - 蝣・ - トづ くり

2 時 間 E]

1 k - l 一とで完成したワl クシl トの7 l ントM - 発R

耶 二 段 の 一 斉 t2 菜

† :L l 1 ご とに語 <蝣] ・:六* .蝣>" - l トづ くr,

3 1 5 何 日

ゲル- 7 ^ とで完成したワー クシ- トの7 L ントだ布 . 先月

第 三 段 の 一 斉 授 菜

グ ルー プ ご とに語 句 . 言語Q の ワ ー ク T トづ くり

4 時 間 E]

グJト 7 --とで完成したワー クシl トの 7 ) ント配布 . 発&

w n n の 一

5 時 間 E I
中 上 R .I "

! ルー ! : 上に語 1-1 - 吉、ォ <・> 蝣) - - l トづ くり

6 時 間 日

グルー7 ▼一とで完壊 したT7 ークシl トの 7 - ンTl配 布. 発火

第 六段 の d 斉 t 2某

, と巾 1 - rt R 畢 †

7 時 関 目 作 文

8 時 関 目 fr it o 母 方 と= f埼

1 時 間 El 耶 一 段 の 的 半 一 斉授 業

2 時 間 日 祈 一 段 の 後 半 一 斉授 業

3 時 間 rl
節 二段 一斉 授 業

グル ー プ ご との果 物 増 の イメ ー ジ耐 乍T)t

4 時 間 F]

グル ー プ 一 との火 脚 d の イメ l ジLFhけu そ

巾 二 円 ・1 - .M 7

5 時 間 口 第 四 段 の一 斉 授 業

6 HS BB n ft 1 X

7 時 間 E l 作文 の 先 衣 と評 価

1
時
間
目
～
9
時
間
目

T
斉
授
業
の
中
で
随
時
セ
リ
ブ
を
1
p
>
か
せ
る



(
3
)
授
業
の
実
際

教
材
-
r
人
間
の
時
間
に
つ
い
て
」
　
(
中
村
雄
二
郎
)
の
場
合

「
読
み
」
　
の
側
の
工
夫
2

自
分
の
読
み
を
伝
え
る
表
現
に
す
る

「
読
み
」
　
の
側
の
工
夫
-

キ
ー
ワ
ー
ド
・
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
に

傍
線各

段
落
に
は
い
る
と
き
、
教
科
書
本
文
の
「
キ
ー
ワ
ー
ド
へ
　
キ
ー

セ
ン
テ
ン
ス
」
に
印
を
付
け
さ
せ
た
。
教
科
書
に
傍
線
を
付
け
る
こ

と
を
生
徒
は
た
め
ら
う
の
で
'
各
段
落
ご
と
に
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
作

り
'
そ
れ
に
傍
線
を
施
さ
せ
た
。
第
一
段
落
の
み
は
'
指
導
者
の
例

を
示
し
た
。
手
順
と
し
て
'
各
自
で
傍
線
を
付
け
へ
グ
ル
ー
プ
で
確

認
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。

読
み
と
り
図
作
成

「
人
間
の
時
間
に
つ
い
て
」
　
の
読
み
と
り
図
を
グ
ル
ー
プ
で
作
ら

せ
た
。
「
教
科
書
&
,
-
3
j
c
0
-
-
0
,
^
?
j
t
>
」
　
の
読
み
と
り
図
の
生
徒

提
出
の
四
例
を
'
次
に
掲
げ
る
。
ま
ず
へ
　
A
、
B
二
例
は
今
回
の
よ

う
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
か
せ
て
描
か
せ
た
か
ら
出
き

た
も
の
へ
C
t
 
D
の
二
例
は
'
読
み
と
り
図
を
描
く
こ
と
の
み
を
指

示
し
た
と
き
に
も
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
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「
書
く
」
側
の
工
夫

書
き
出
し
へ
具
体
例
'
展
開
へ
ま
と
め
方
'
語
句
・
語
桑
に
着
目

さ
せ
て
書
か
せ
た
。
ま
た
'
村
上
陽
一
郎
の
「
時
間
の
科
学
」
も
時

間
に
関
す
る
評
論
と
し
て
'
重
ね
読
み
さ
せ
て
か
ら
書
か
せ
た
。
作

文
は
十
二
例
印
刷
し
て
配
布
し
、
そ
の
生
徒
に
壇
上
で
読
ま
せ
'
開

い
て
い
る
生
徒
た
ち
に
拍
手
さ
せ
た
。
そ
の
後
へ
各
項
目
別
に
グ
ル
ー

プ
ご
と
で
評
価
し
て
発
表
さ
せ
た
。
生
徒
作
文
例
と
そ
の
作
文
に
つ

い
て
グ
ル
ー
プ
で
行
っ
た
評
価
例
を
'
次
に
掲
げ
る
。
(
生
徒
作
文

は
原
文
の
ま
ま
)

「
時
間
」
　
　
A

時
間
は
'
私
た
ち
人
間
の
生
活
や
社
会
を
支
配
し
て
い
る
。
私
た

ち
は
も
う
そ
の
時
間
な
し
で
今
の
日
常
を
維
持
し
て
い
-
こ
と
は
で

き
な
い
。

私
た
ち
は
、
時
間
と
強
-
結
び
つ
い
て
生
活
し
て
い
る
が
へ
　
そ
の

結
び
つ
き
の
強
さ
は
'
私
た
ち
が
成
長
し
て
い
-
過
程
に
お
い
て
そ

の
時
々
に
よ
っ
て
違
う
。

小
学
校
に
入
学
す
る
前
ま
で
の
時
期
'
時
間
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し

な
い
。
(
以
下
へ
小
学
校
へ
中
学
へ
高
校
に
お
け
る
時
間
を
具
体
例

と
し
て
展
開
。
)
社
会
へ
出
て
'
役
所
や
会
社
に
就
職
す
る
と
、
時

間
と
の
結
び
つ
き
は
も
っ
と
も
強
-
な
る
。
時
間
は
能
力
の
基
準
の

一
つ
と
な
り
へ
守
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
'
リ
ス
ト
ラ
な
ど

の
理
由
と
な
る
だ
ろ
う
。
命
に
関
る
問
題
に
な
る
。

そ
し
て
'
退
職
し
た
人
や
、
病
気
・
け
が
で
苦
し
ん
で
い
る
人
は

特
に
'
別
の
時
間
に
支
配
さ
れ
る
。
死
へ
の
'
生
き
て
い
ら
れ
る
残

り
の
時
間
に
支
配
さ
れ
る
。
あ
と
へ
ど
の
-
ら
い
生
き
ら
れ
る
の
か
。

ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
。
誰
に
で
も
つ
き
ま
と
う
問
題
だ
が
へ
　
こ
の

人
た
ち
は
'
特
に
強
-
意
識
す
る
。

時
計
が
刻
む
時
間
か
ら
も
へ
　
そ
う
で
な
い
時
間
か
ら
も
私
た
ち

は
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
た
ち
の
生
活
や
人
生
は
時
間
と

強
-
結
び
つ
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
'
逃
れ
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ

て
'
一
方
的
に
支
配
さ
れ
る
だ
け
で
は
'
生
き
て
い
け
な
い
。
上
手

に
利
用
し
た
り
'
時
間
を
忘
れ
ら
れ
る
時
間
を
作
る
の
は
必
要
な
こ

と
だ
。
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
-
と
も
へ
意
識
や
気

持
ち
は
変
わ
る
は
ず
だ
。
時
間
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
-
の

で
は
な
く
'
上
手
に
つ
き
あ
っ
て
い
-
方
法
を
探
し
た
い
。

「
評
価
」
　
の
工
夫

A
さ
ん
へ
の
評
価
表
を
'
次
に
掲
げ
る
。

(
A
　
　
　
　
　
　
　
　
　
)
さ
ん
へ
　
(
資
料
作
文
A
の
評
価
表
)

諭旨の展開 否き出し

文 も 具 か 最
よ車 の 体 り 初

↓進 ↓轟 管の

開 鞘

と
と

や に
す 諭
しと旨

が

:ft
て
い
る

か

つ
た

と

も 、 験 の
に 分 し で
展 か た わ

る 時
こ 間
と と
が 時
葺 嘉

し
て
比
較
す

皮
VI
す
べ
普

と



そ の 他 ことば .漢字 まとめ方 具体例の出し方

字 の い 冠 成 人 て 自 良 具 て の 成
が で て 初 つ生 い 分 か 体 述 結 長

すどく普れいでした

堀 紺 …

をで例の例とに時にて出問
る て が し も し と

方の第がで三分、段∴
けいてM,苔がいすたる

拙
以
下
へ
　
四
例
掲
げ
る
。

【
果
物
屋
の
イ
メ
ー
ジ
画
】
四
例

P;.

(
生
徒
四
人
の
氏
名
は
省
略

教
材
2
「
梓
接
し
　
(
梶
井
基
次
郎
)
　
の
場
合

r
読
み
)
の
側
の
工
夫

自
分
の
読
み
を
伝
え
る
表
現
に
す
る
「
イ

t
f
f
l
a
i
m
a
a

大
修
館
書
店
教
科
書
F
現
代
文
)
本
文
の
例
「
a
.
g
j
o
.

a
.
-
j
N
L
の
果
物
屋
の
イ
メ
ー
ジ
画
を
グ
ル
ー
プ
で
描
か
せ
た
。



イ
メ
ー
ジ
画
を
描
か
せ
た
後
'
具
体
例
の
作
文
と
し
て
'
「
ネ
ー

ブ
ル
」
と
い
う
随
想
を
読
ま
せ
て
か
ら
作
文
さ
せ
た
。
生
徒
の
作
文

は
「
樺
様
」
　
の
文
章
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
'
個
性
豊
か
な
も
の
ば
か

り
で
あ
っ
た
。
形
と
し
て
暗
い
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
へ
終
わ
り
は
明

る
く
な
っ
て
い
た
。
1
例
へ
次
に
掲
げ
る
。

「
石
鹸
」
　
　
B

私
は
時
々
へ
た
ま
ら
な
く
全
て
を
壊
し
た
い
と
思
う
時
が
あ
る
。

全
て
と
は
'
具
体
的
に
何
と
言
わ
れ
て
も
分
か
ら
な
い
が
'
全
て
は

全
て
で
あ
る
。
楽
し
い
こ
と
を
考
え
る
余
裕
も
な
-
な
っ
て
、
周
り

が
見
え
な
-
な
り
へ
叫
ん
で
も
何
を
し
て
も
'
光
の
見
え
る
上
の
方

へ
は
'
這
い
上
が
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
ど
ん
底
ま
で
落
ち
る
。

胃
は
き
り
き
り
と
痛
み
へ
寒
気
が
す
る
。
私
は
こ
う
ま
で
柔
な
の
か

と
思
う
。

そ
う
い
う
時
へ
私
は
決
ま
っ
て
'
お
風
呂
に
入
る
。
洗
い
立
て
の

パ
ジ
ャ
マ
を
持
ち
へ
　
1
つ
の
石
鹸
を
手
に
し
て
。
こ
の
石
鹸
は
普
通

と
同
じ
。
サ
イ
ズ
は
小
さ
め
。
旅
行
に
は
持
っ
て
来
い
の
大
き
さ
。

合
宿
の
時
の
必
需
品
で
あ
る
。
「
疲
れ
た
体
と
緊
張
し
た
心
を
'
き

れ
い
に
洗
い
流
し
て
'
さ
っ
ぱ
り
す
る
よ
う
に
。
」
と
母
が
持
た
せ

て
-
れ
た
も
の
だ
。
現
在
使
用
中
の
も
の
は
'
当
然
初
代
の
も
の
で

は
な
い
が
'
常
に
私
の
傍
に
い
る
。

誰
で
も
入
浴
す
る
と
解
放
的
に
な
る
が
'
私
に
は
'
あ
る
種
類
の

石
鹸
が
光
を
与
え
て
-
れ
る
。
よ
し
っ
!
　
明
日
も
一
つ
頑
張
ろ
う

で
は
な
い
か
。

教
材
3
r
旅
に
つ
い
て
」
　
(
三
木
活
)
の
場
合

ま
ず
へ
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
例
(
語
句
・
語
桑
の
理
解
の
た
め
に
)
を
'

次
に
掲
げ
る
。

第
一
段
(
c
u
^
X
j
c
0
-
-
j
o
)

「
共
通
の
感
情
」
を

「
相
似
た
感
懐
」
と
言
い
直
し
た
筆
者
の
心
情
は
?

ま
ず

●
感
情
の
意
味
=

●
感
懐
の
意
味
=

○
言
い
直
し
た
筆
者
の
心
情
は
?

第
二
段
(
c
u
」
¥
j
t
0
-
-
J
t
o
)

「
漂
泊
の
感
情

+

割
に
旅
の
感
傷
が
あ
る
。
」

ま
ず

●
漂
泊
の
意
味
=

●
感
傷
の
意
味
-

第
三
段
(
c
u
」
;
¥
j
e
M
)

●
観
想
的
の
意
味
-

第
五
段
(
a
,
g
3
¥
_
j
r
 
j
o
)

「
旅
に
お
い
て
我
々
は
日
常
的
な
も
の
か
ら
離
れ
へ
　
そ
し
て
純
粋
に

観
想
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
平
生
は
何
か
自
明
の
も
の
へ
既

知
の
も
の
の
ご
と
-
前
提
さ
れ
て
い
た
人
生
に
対
し
て
'
新
た
な

感
情
を
持
つ
の
で
あ
る
。
」



こ
の
「
新
た
な
感
情
」
に
つ
い
て
へ
一
年
生
の
時
習
っ
た
「
城
の

崎
に
て
」
と
二
年
生
の
時
習
っ
た
　
「
奥
の
細
道
」
　
に
お
け
る
「
新
た

な
感
情
」
を
書
け
。

「
城
の
崎
に
て
」
=

「
奥
の
細
道
」
-

こ
の
授
業
に
お
け
る
工
夫
は
'
「
既
習
教
材
の
活
用
」
　
に
あ
っ
た
。

第
五
段
の
　
「
旅
に
お
い
て
我
々
は
日
常
的
な
も
の
か
ら
離
れ
へ
　
そ

し
て
純
粋
に
観
想
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
生
は
何
か
自
明
の
も

の
'
既
知
の
も
の
の
ご
と
-
前
提
さ
れ
て
い
た
人
生
に
対
し
て
新
た

な
感
情
を
持
つ
の
で
あ
る
。
」
の
「
新
た
な
感
情
」
を
考
え
さ
せ
た
。

一
年
生
の
時
習
っ
た
「
城
の
崎
に
て
」
と
二
年
生
の
時
習
っ
た
「
奥

の
細
道
」
に
お
け
る
「
新
た
な
感
情
」
を
'
具
体
的
に
班
で
考
え
さ

せ
、
書
か
せ
た
。
こ
れ
は
'
「
旅
に
お
け
る
新
た
な
感
情
」
　
の
語
句
を
'

具
体
的
に
納
得
さ
せ
る
た
め
の
作
業
で
あ
る
。

生
徒
の
結
論
例
は
'

「
城
の
崎
に
て
」
　
で
は
'
「
死
を
恐
れ
て
い
た
の
に
'
旅
を
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
は

あ
ま
り
大
差
が
な
い
こ
と
を
理
解
し
た
。
」

「
奥
の
細
道
」
　
で
は
'
芭
蕉
の
句
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
駆

け
め
ぐ
る
」
も
併
せ
て
考
え
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
へ

「
旅
は
人
生
で
あ
る
が
人
生
と
異
な
り
終
わ
り
が
な
い
。
そ
れ
は
人

生
に
お
い
て
人
間
が
夢
を
見
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

「
旅
は
一
つ
所
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
で
'
人
生
も
そ
れ
と
同
じ
で

あ
る
。
旅
は
心
で
す
る
も
の
だ
か
ら
へ
　
死
ん
で
し
ま
っ
て
か
ら
も

抗
い
て
い
-
も
の
で
あ
る
。
」

「
時
間
自
体
が
旅
で
あ
っ
て
へ
　
そ
の
流
れ
の
中
で
生
き
て
い
る
私
た

ち
も
そ
の
時
問
の
旅
の
一
部
で
あ
り
'
そ
の
中
で
旅
を
す
る
、
そ

し
て
死
ん
だ
後
も
そ
の
流
れ
は
抗
い
て
い
-
。
」

「
旅
は
人
生
の
一
部
で
は
な
-
'
旅
に
よ
り
絶
え
ず
自
己
自
身
に
出

会
う
た
め
へ
む
し
ろ
人
生
そ
の
も
の
の
姿
で
あ
る
。
」

「
旅
に
つ
い
て
」
　
の
学
習
の
後
'
「
感
懐
し
「
漂
泊
」
「
観
想
的
」
の

こ
と
ば
を
入
れ
て
「
旅
と
人
生
」
　
に
つ
い
て
作
文
さ
せ
た
。

生
徒
の
作
文
を
'
次
に
掲
げ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
'
次
に
掲

げ
る
生
徒
作
文
で
は
[
〓
U
に
囲
ん
で
あ
る
。

ま
ず
'
最
初
の
も
の
は
'
自
己
の
内
面
に
迫
る
哲
学
的
な
も
の
で

あ
る
。

「
旅
に
つ
い
て
」
　
　
N

一
体
'
自
分
自
身
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

日
常
に
お
い
て
'
私
た
ち
は
自
分
の
名
前
を
持
ち
'
住
む
所
が
あ
っ

て
'
家
族
や
友
人
と
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
世
の
中
に
お
い
て

生
き
て
い
る
自
分
が
い
る
。
多
-
の
人
や
物
事
と
交
わ
っ
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
を
通
り
抜
け
へ
知
識
を
得
て
成
長
し
て
い
る
。
私
は

ず
っ
と
こ
ち
ら
の
方
で
生
き
て
き
た
。
こ
れ
が
外
側
を
と
り
ま
-
自

分
と
す
れ
ば
、
1
方
で
内
側
に
あ
る
自
分
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
'
外
側
を
抜
け
て
内
側
に
流
れ
る
。
こ
の
流
れ
が

同
風
で
あ
り
'
そ
こ
に
は
何
も
な
い
'
は
る
け
さ
い
っ
ぱ
い
の
と

こ
ろ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
孤
独
な
園
の
な
か
で
'



私
た
ち
は
囲
に
な
る
こ
と
で
園
を
感
じ
'
自
分
自
身
と

出
会
う
の
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
そ
こ
は
'
は
る
け
さ
い
っ
ぱ
い
の
世

界
で
あ
る
。
こ
の
「
は
る
け
さ
」
を
中
心
に
考
え
る
と
'
内
側
の
自

分
が
外
側
で
'
世
の
中
に
い
る
外
側
の
自
分
が
内
側
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
へ
　
か
な
り
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
-
な
る
が
'
地
球
が
世
の

中
の
自
分
で
、
空
と
か
宇
宙
が
「
は
る
け
さ
」
　
で
あ
る
t
　
と
い
う
ふ

う
な
感
じ
で
あ
る
。
地
球
の
中
で
精
一
杯
生
き
て
へ
　
こ
の
自
分
な
し

に
は
生
き
て
い
け
な
い
が
'
実
は
そ
れ
以
前
に
私
は
宇
宙
に
存
在
し

て
い
て
'
も
ち
ろ
ん
こ
の
存
在
な
し
で
生
き
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ

ら
の
自
分
を
一
つ
の
自
分
と
し
て
捉
え
る
の
は
'
「
は
る
け
さ
」
　
に

出
会
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
'
こ
の
旅
が
人
生
で
あ
る
の

だ
ろ
う
。

(
指
導
者
の
コ
メ
ン
ト
)
一
昨
日
太
平
洋
で
釣
り
を
し
た
時
へ
　
私
も

N
さ
ん
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

次
の
作
文
は
'
「
旅
に
お
け
る
新
た
な
感
情
」
を
班
で
考
え
さ
せ

た
学
習
が
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
作
文
中
に
　
「
r
人

生
j
と
い
う
言
葉
も
r
旅
し
と
い
う
言
葉
も
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
る
」

と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
「
旅
に
お
け
る
新
た
な
感
情
」
の
こ
と
ば
を
r
城

の
崎
に
て
』
と
r
奥
の
細
道
』
の
中
で
、
具
体
的
に
考
え
さ
せ
た
学

習
の
転
移
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
。

「
人
生
は
旅
な
の
か
」
　
　
p

「
人
生
は
旅
で
あ
る
」
　
こ
の
言
葉
は
'
何
故
か
広
-
人
に
知
ら
れ

て
い
て
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

私
も
、
今
ま
で
は
た
だ
な
ん
と
な
-
へ
　
こ
の
言
葉
を
作
っ
た
人
の

発
想
の
豊
か
さ
に
'
一
種
の
尊
敬
の
念
の
よ
う
な
も
の
を
持
ち
つ
つ
へ

な
る
ほ
ど
正
し
い
と
'
よ
-
も
考
え
ず
納
得
し
て
い
た
。

し
か
し
今
回
へ
　
こ
の
評
論
を
読
ん
で
'
改
め
て
こ
の
言
葉
に
つ
い

て
熟
考
し
て
み
る
と
へ
今
ま
で
と
は
1
変
へ
否
定
的
な
結
論
に
達
し
た
。

「
人
生
」
と
い
う
言
葉
も
、
「
旅
」
と
い
う
言
葉
も
'
日
常
的
に
使

わ
れ
て
い
る
。
人
々
が
簡
単
だ
と
か
、
解
り
や
す
い
と
感
じ
る
言
葉

で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
'
人
々
は
こ
の
言
葉
に
親
し
み
を
感
じ
る
の

だ
ろ
う
か
'
そ
れ
は
表
面
の
部
分
し
か
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ

て
'
内
面
ま
で
考
え
を
ち
ょ
っ
と
巡
ら
せ
る
と
、
た
ち
ま
ち
へ
　
そ
の

言
葉
の
深
み
と
い
う
壁
に
ぶ
つ
か
り
へ
　
そ
の
哲
学
性
に
飲
み
込
ま
れ

そ
う
に
な
る
。

三
木
酒
は
、
旅
に
は
旅
と
し
て
の
共
通
の
感
情
へ
　
人
生
に
は
人
生

の
共
通
の
感
情
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
共
通
の
感
情
と
い
う
の
は
'

園
の
感
情
な
の
だ
そ
う
だ
が
へ
園
の
感
情
を
感
じ
る
の
は
'

何
も
旅
と
人
生
に
お
い
て
の
み
で
は
な
い
。
捉
え
方
に
も
よ
る
が
、

ト
イ
レ
に
行
-
こ
と
も
、
実
は
意
識
よ
り
も
'
生
理
現
象
に
よ
っ
て

自
然
の
流
れ
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
方
が
大
き
い
。
さ
ら
に
'

人
生
や
旅
に
漂
泊
の
感
情
が
な
い
こ
と
だ
っ
て
あ
り
う
る
。
ず
っ
と

感
情
を
抱
い
た
ま
ま
で
は
'
人
類
が
折
角
授
か
っ
て
い
る
意
志
も
'

し
ま
い
に
は
石
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

ま
た
'
旅
が
圏
で
あ
る
と
い
う
の
は
.
も
っ
た
い
な
-
忠

う
。
蘭
風
に
感
傷
が
あ
る
の
だ
か
ら
'
そ
れ
を
最
大
限
生
か
し
て
'



あ
る
特
定
の
も
の
だ
け
で
な
く
全
体
を
よ
-
観
る
の
が
良
い
と
思
う
。

人
生
に
は
園
を
感
じ
る
時
も
'
感
じ
な
い
時
も
あ
る
。
園

の
感
情
は
必
要
か
も
し
れ
な
い
が
、
不
可
欠
で
は
な
い
。
人
生
に

は
'
一
つ
の
事
に
思
い
を
凝
ら
す
時
も
あ
れ
ば
'
全
体
に
思
い
を
凝

ら
す
時
も
あ
る
。
人
生
と
旅
に
は
共
通
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
'
し
な

い
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
へ
人
生
と
食
事
へ
旅
と
学
習
な
ど
'
何
で

も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
生
の
中
に
旅
が
あ
り
'
食
事
も

あ
れ
ば
学
習
も
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
'
「
人
生
は
旅
」
と
一
概
に
い
っ

て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

(
指
導
者
の
コ
メ
ン
ト
)
ま
た
、
集
合
の
問
題
に
な
り
ま
し
た
ね
。

次
の
例
は
'
旅
人
を
そ
の
土
地
の
側
か
ら
見
た
作
文
で
あ
る
。

「
旅
人
の
こ
と
」
　
　
S

旅
を
し
て
い
る
と
'
(
中
略
)
移
動
中
は
'
何
と
な
く
悲
し
い
へ

と
い
う
状
態
に
な
る
。
こ
み
あ
げ
て
-
る
も
の
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ

う
な
気
さ
え
す
る
。

そ
れ
は
'
自
分
が
圃
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
覚
か
ら
-
る

も
の
だ
と
思
う
。
自
覚
ま
で
は
強
-
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
へ

何
と
な
-
思
う
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
こ
れ
は
旅
を
す
る
と
き
の
感

情
に
盛
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

旅
を
す
る
地
は
'
普
段
自
分
が
存
在
し
な
い
地
で
あ
る
。
故
に
自

分
が
異
邦
人
で
あ
る
と
思
う
し
、
そ
の
土
地
の
人
も
そ
う
だ
と
思
う
。

そ
し
て
自
分
は
大
勢
の
旅
人
の
中
の
一
人
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
私

た
ち
は
旅
先
に
人
生
の
短
い
時
間
圏
す
る
。
し
か
し
旅
人
が
そ

こ
に
来
た
記
憶
を
埋
も
れ
さ
せ
て
日
々
を
送
る
だ
け
だ
。

旅
人
は
旅
を
す
る
そ
の
先
に
何
も
残
さ
な
い
。
私
が
旅
を
し
た
と

こ
ろ
で
そ
の
土
地
に
へ
　
そ
の
過
程
に
私
が
1
瞬
い
た
の
だ
と
い
う
ど

ん
な
跡
が
残
る
だ
ろ
う
。
そ
の
地
は
旅
人
の
何
を
も
知
ら
な
い
の
だ
。

同
じ
こ
と
は
人
生
に
お
い
て
も
い
え
る
。
宇
宙
か
ら
見
た
個
人
の

制
覇
は
あ
ま
り
に
小
さ
く
あ
ま
り
に
短
い
。
わ
た
し
が
か
つ
て
地

球
上
に
い
た
こ
と
を
地
球
上
の
何
が
記
憶
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

旅
は
日
常
を
離
れ
ほ
ん
の
1
瞬
別
世
界
を
見
せ
る
。
そ
こ
で
は
普

段
認
識
し
が
た
い
自
分
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
「
旅
人
」
と
い
う
形
で
明

ら
か
に
な
る
.
自
分
の
位
置
が
わ
か
る
と
人
は
理
性
的
に
な
る
。
つ

ま
り
圏
風
に
な
る
。

旅
人
は
旅
先
に
属
せ
な
い
。
流
れ
去
る
者
こ
そ
が
旅
人
で
あ
る
か

ら
だ
。
そ
し
て
旅
人
が
園
を
抱
い
て
も
'
旅
先
の
地
は
何
も
抱

か
な
い
。
そ
の
認
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
へ
旅
で
は
感
動
と
と
も
に
切

な
さ
も
受
け
る
。
そ
の
か
す
か
な
傷
が
'
旅
人
を
t
よ
り
一
層
旅
の

記
憶
を
鮮
明
に
'
ま
た
美
し
い
も
の
に
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。

(
指
導
者
の
コ
メ
ン
ト
)
説
得
力
が
あ
り
ま
す
。
旅
を
そ
の
土
地
側

か
ら
見
た
へ
　
そ
の
視
点
が
よ
い
で
す
。

教
材
4
(
漢
文
の
指
導
は
省
略
)

【
実
践
を
通
し
て
分
か
っ
た
こ
と
】

「
読
む
こ
と
」
と
「
書
-
こ
と
」
と
の
関
連
を
密
に
さ
せ
へ
理
解

を
表
現
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
私
の
作
文
教
育
の
中
枢
で
あ
っ
た
。

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
難
解
と
思
わ
れ
る
文
章
を
い
か
に
理
解
さ
せ
る



か
、
ま
た
へ
　
そ
れ
を
生
徒
た
ち
の
文
章
と
し
て
い
か
に
取
り
入
れ
さ

せ
る
か
を
考
え
た
。
「
読
む
」
か
ら
「
書
-
」
　
へ
の
問
に
段
階
的
な

工
夫
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
「
読
む
」
か
ら
「
書
-
」

へ
の
工
夫
へ
　
す
な
わ
ち
へ
作
文
の
媒
体
と
な
る
学
習
活
動
と
し
て
'

こ
と
ば
に
着
目
さ
せ
、
文
章
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
'
他
に
伝
え
る
こ
と

を
念
頭
に
お
い
て
表
現
さ
せ
る
工
夫
を
し
た
。
こ
の
工
夫
と
は
、
た

と
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

r
読
み
」
　
の
側
の
工
夫
12

r
書
く
」
側
の
工
夫

キ
ー
ワ
ー
ド
・
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
に
傍

線
を
付
け
さ
せ
る
工
夫

自
分
の
読
み
を
伝
え
る
表
現
に
す
る
へ

「
図
式
化
L
 
r
イ
メ
ー
ジ
画
」
な
ど
に
さ

せ
る
工
夫

語
句
・
語
嚢
の
イ
メ
ー
ジ
化
へ
既
習
教

材
の
活
用

漫
画
の
活
用

登
場
人
物
の
こ
と
ば
を
自
分
な
り
の
セ

リ
フ
と
す
る
。

書
き
出
し
、
具
体
例
へ
展
開
へ
ま
と
め
方
へ

語
句
・
語
嚢
に
着
目
さ
せ
る
。

r
評
価
」
の
工
夫
　
　
　
評
価
表
の
工
夫
へ
評
価
の
発
表
の
工
夫

こ
の
よ
う
な
工
夫
も
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
だ
と
生
徒
が
厭
き
て
-
る
こ

と
も
分
か
っ
た
。
た
え
ず
目
先
を
変
え
て
'
実
践
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
学
習
形
態
に
も
変
化
を
持
た
せ
へ
1
斉
授
業
と
グ
ル
ー

プ
学
習
と
を
適
宜
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
'
「
読
む
」
と
は
自
分
の
中
に
'
読
ん
だ
文
章
の
世
界
が
再

構
築
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
高
校
生
段
階
で
'
こ
と
ば
か
ら
す
ぐ
再

構
築
で
き
る
生
徒
も
い
れ
ば
'
な
か
な
か
で
き
な
い
生
徒
も
い
る
。

欝
藤
孝
氏
は
「
キ
ー
ワ
ー
ド
・
キ
ー
セ
ン
テ
ン
ス
」
に
傍
線
を
つ
け

る
こ
と
の
蛮
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
(
柁
七
そ
こ
で
'
評
論
「
人
間

の
時
間
に
つ
い
て
」
で
は
'
そ
の
作
業
を
さ
せ
た
。
そ
の
作
業
を
さ

せ
る
と
'
確
か
に
へ
生
徒
た
ち
は
読
ん
だ
気
分
に
な
る
。
し
か
し
、

確
実
に
読
み
と
れ
て
い
る
か
へ
ど
う
か
'
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
へ

班
で
考
え
さ
せ
'
他
の
人
に
伝
え
説
明
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
自

分
の
読
み
と
り
図
を
作
ら
せ
た
。
高
木
ま
さ
き
氏
は
「
私
た
ち
は
'

し
ば
し
ば
自
分
の
考
え
や
主
張
を
'
他
者
に
分
か
り
や
す
-
伝
え
、

そ
し
て
納
得
し
て
も
ら
お
う
と
努
力
す
る
(
笠
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

生
徒
は
こ
の
作
業
を
通
し
へ
自
分
の
読
み
を
他
者
で
あ
る
グ
ル
ー
プ

の
メ
ン
バ
ー
に
納
得
し
て
も
ら
お
う
と
努
力
し
て
い
た
。
こ
の
努
力

が
生
徒
の
文
章
理
解
に
深
-
繋
が
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

実
際
の
作
文
で
は
'
書
き
出
し
'
具
体
例
の
出
し
方
、
展
開
の
仕

方
へ
ま
と
め
方
へ
語
句
・
語
桑
使
用
の
方
法
に
着
目
さ
せ
て
か
ら
書

か
せ
た
。
こ
の
指
示
を
し
て
か
ら
作
文
さ
せ
た
方
が
引
き
締
ま
っ
た

作
文
と
な
る
。
で
き
あ
が
っ
た
作
文
の
評
価
は
項
目
別
に
し
て
行
っ

た
。
「
論
旨
の
展
開
」
　
の
み
は
'
生
徒
作
文
の
中
か
ら
'
三
例
の
典

型
的
な
も
の
を
示
し
た
。
そ
し
て
へ
評
価
さ
せ
'
発
表
さ
せ
た
。

小
説
「
樺
様
」
　
で
は
'
読
み
と
り
に
-
い
果
物
屋
の
文
章
の
部

分
を
イ
メ
ー
ジ
画
と
し
て
描
か
せ
た
。
イ
メ
ー
ジ
画
を
描
-
こ
と
に

よ
っ
て
へ
　
こ
の
小
説
の
持
つ
虫
さ
が
'
生
徒
の
中
で
解
消
さ
れ
る
思

10



い
が
し
た
。
空
海
は
、
r
文
鏡
秘
府
論
序
L
で
「
文
章
」
を
「
文
(
あ
や
)
」

と
「
車
(
あ
き
ら
か
)
」
に
分
け
へ
「
文
」
と
は
個
性
(
私
な
り
の
解
釈
)
、
「
章
」

と
は
事
実
の
描
写
と
叙
述
の
論
理
が
い
ず
れ
も
明
断
で
'
表
現
内
容

が
は
つ
き
-
し
て
い
る
点
を
踏
ま
え
て
「
章
」
と
よ
ん
で
い
る
(
笠
。

こ
こ
で
は
自
分
な
り
の
「
文
」
を
付
け
る
た
め
に
イ
メ
ー
ジ
画
を
描

か
せ
た
の
で
あ
る
。
果
物
屋
の
読
み
も
1
人
ひ
と
り
異
な
る
の
で
あ

る
。
そ
の
後
の
作
文
は
、
生
徒
の
実
感
に
基
づ
い
た
「
彩
」
の
あ
る

も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

「
旅
に
つ
い
て
」
で
は
旅
に
お
け
る
「
新
た
な
感
情
」
を
考
え
さ

せ
た
。
既
習
教
材
と
し
て
'
一
年
生
の
時
習
っ
た
「
城
の
崎
に
て
」

と
二
年
生
の
時
習
っ
た
「
奥
の
細
道
」
を
使
っ
た
。
「
城
の
崎
」
　
へ

の
旅
へ
「
奥
の
細
道
」
　
へ
の
旅
の
中
に
ど
ん
な
「
新
た
な
感
情
」
が

あ
る
か
を
調
べ
さ
せ
た
。
こ
れ
は
既
習
教
材
'
す
な
わ
ち
へ
生
徒
の

身
近
な
知
的
体
験
の
中
で
'
こ
と
ば
を
実
感
さ
せ
'
具
体
性
の
あ
る

こ
と
ば
と
し
て
か
ら
作
文
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
'
「
旅
に
つ

い
て
」
で
考
え
さ
せ
た
こ
と
ば
を
生
徒
に
使
わ
せ
'
新
生
雪
)
さ
せ
た
。

漢
文
で
は
'
読
み
の
段
階
で
浸
画
を
使
い
セ
リ
フ
を
考
え
さ
せ
て
'

普
-
こ
と
に
結
び
つ
け
さ
せ
た
。

私
は
'
小
著
「
高
校
作
文
教
育
の
実
際
(
渓
水
社
)
」
で
「
実
感
を
伴
っ

た
論
理
的
文
章
を
書
か
せ
る
こ
と
を
こ
れ
か
ら
の
課
題
に
し
た
い
亨
)
」

と
記
し
た
。
こ
の
「
実
感
を
伴
っ
た
」
と
は
'
論
理
を
彩
の
中
で
納

得
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
思
い
至
っ
た
。
「
読
む
こ
と
」
は
四
〇
人

い
れ
ば
四
〇
様
の
彩
の
あ
る
読
み
が
で
き
る
。
四
〇
通
り
の
読
み
を

納
得
さ
せ
る
た
め
に
へ
文
章
に
傍
線
を
つ
け
さ
せ
た
り
へ
図
式
化
さ

せ
た
り
へ
浸
画
を
活
用
さ
せ
た
り
へ
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
た
.
読

む
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
彩
ま
で
読
み
と
り
、
書
-
と
は
一
人
ひ
と
り
の

彩
を
つ
け
て
論
理
的
な
文
章
を
古
-
こ
と
で
あ
る
。
本
校
に
お
い
て
'

作
文
さ
せ
る
こ
と
は
'
現
在
、
読
み
の
工
夫
か
ら
始
ま
-
、
雷
-
工

夫
を
し
て
か
ら
行
わ
な
い
と
実
の
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が

分
か
っ
た
。
こ
と
ば
に
着
目
さ
せ
る
工
夫
へ
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
-
ら
ま

せ
る
工
夫
'
「
評
価
」
　
の
工
夫
な
ど
'
ま
だ
ま
だ
多
く
の
工
夫
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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