
古
文
の
学
力
を
育
成
す
る
上
で
の
課
題

一
勤
務
校
の
概
要

私
の
勤
務
す
る
岡
山
中
学
校
・
岡
山
高
等
学
校
は
中
高
一
貫
の
私
立
校
で
あ

る
.
主
に
大
学
進
学
を
目
的
と
し
た
生
徒
が
集
ま
っ
て
お
り
'
高
い
志
を
持
っ

て
勉
強
に
励
ん
で
い
る
。
少
子
化
の
影
響
も
あ
り
私
立
高
校
で
は
生
徒
数
の
確

保
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
o
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
'
学
校
の
改
革
も

進
み
'
二
年
前
か
ら
「
東
大
・
国
立
医
学
部
コ
ー
ス
」
を
開
設
し
'
再
度
進
学

校
と
し
て
の
新
た
な
飛
躍
を
遂
げ
よ
う
と
学
校
を
あ
げ
て
尽
力
し
て
い
る
。

土
曜
も
午
前
中
平
常
授
菜
を
行
い
へ
放
課
後
・
長
期
休
暇
を
利
用
し
て
補
習

授
業
を
す
る
な
ど
'
学
習
指
導
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
生
徒
・
保
護
者
と
も
に

大
学
進
学
へ
の
意
欲
が
高
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

二
　
生
　
徒
　
の
　
実
　
態

私
は
現
在
高
校
二
年
生
理
系
ク
ラ
ス
の
担
任
を
し
て
い
る
。
教
科
指
導
で
は
'

古
文
と
漢
文
の
授
業
を
担
当
し
て
い
る
。
中
学
一
年
時
か
ら
学
年
団
の
教
員
と

藤
　
井
　
明
　
子

し
て
持
ち
上
が
っ
て
お
り
'
生
徒
達
と
は
五
年
目
の
付
き
合
い
に
な
る
。
中
学

三
年
生
ま
で
は
現
代
文
を
中
心
に
担
当
し
て
お
り
'
高
校
一
年
生
'
つ
ま
り
内

容
的
に
は
高
校
二
年
生
内
容
か
ら
古
典
分
野
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
生

徒
達
は
非
常
に
素
直
で
あ
る
。
授
業
中
も
感
じ
た
こ
と
を
す
ぐ
に
言
葉
に
出
し
'

意
欲
的
に
取
り
組
む
生
徒
が
多
い
。

三
　
学
習
の
状
況
と
こ
れ
ま
で
の
指
導
の
反
省
点

古
文
に
つ
い
て
は
へ
　
現
在
ま
で
は
左
記
の
よ
う
に
学
習
し
て
き
た
。

中
学
一
二
l
年
時
　
竹
取
物
語
・
平
家
物
語
・
徒
然
草
・
説
話

中
学
三
年
時
　
　
　
竹
取
物
語
・
説
話

動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
学
習

高
校
一
年
時
　
　
　
伊
勢
物
語
・
徒
然
草
・
方
丈
記

動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
復
習
と
助
動
詞

中
学
内
容
の
反
省
点
と
し
て
は
'
難
解
な
文
法
事
項
に
も
触
れ
、
生
徒
に
「
古

文
は
雛
し
い
」
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
O
初
め
て
古

文
に
触
れ
る
生
徒
に
は
'
映
像
教
材
の
使
用
や
群
読
な
ど
を
通
し
て
古
文
学
習
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の
楽
し
さ
を
実
感
さ
せ
'
抵
抗
感
を
無
-
す
こ
と
に
専
念
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
'
中
学
生
の
こ
の
時
期
に
'
現
代
語
と
し
て
の
国
語
力
の
基
礎
を
し
っ

か
り
と
育
成
し
て
お
-
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
た
と
今
で
も
悔
や
ま
れ
る
。
特
に
'

主
述
の
関
係
や
'
連
体
修
飾
と
連
用
修
飾
の
違
い
な
ど
を
'
高
校
生
に
な
っ
て

も
理
解
で
き
な
い
生
徒
が
多
数
い
た
。
高
校
内
容
に
入
っ
た
中
学
三
年
時
に
お

い
て
'
担
当
者
の
変
更
も
あ
り
へ
古
典
文
法
と
口
語
文
法
を
関
連
づ
け
た
指
導

が
で
き
な
か
っ
た
。
中
学
内
容
と
高
校
内
容
を
関
連
づ
け
て
指
導
で
き
る
こ
と

が
中
高
1
貰
教
育
の
利
点
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
'
そ
れ
を
う
ま
く
活
か
せ
な

か
っ
た
。

中
学
三
年
生
・
高
校
一
年
生
は
中
高
一
貫
教
育
に
お
い
て
は
中
だ
る
み
の
時

期
で
あ
-
'
非
常
に
学
習
の
定
着
に
時
間
が
か
か
っ
た
.
特
に
動
詞
の
基
礎
が

全
-
理
解
で
き
て
い
な
い
生
徒
が
多
く
へ
　
中
学
時
に
つ
ま
ず
い
た
生
徒
を
も
う

一
度
基
礎
か
ら
指
導
す
る
た
め
'
高
校
1
年
時
に
用
言
の
榎
習
に
時
間
を
封
や

し
た
。
結
果
'
敬
語
の
学
習
を
高
校
二
年
生
の
一
学
期
に
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

本
校
の
例
年
よ
り
は
進
度
的
に
か
な
り
遅
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
高
校
三
年

生
時
の
セ
ン
タ
ー
や
二
次
試
験
対
策
の
演
習
に
耐
え
う
る
学
力
を
今
年
度
中
に

育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
担
当
者
と
し
て
は
少
々
焦
-
を
感
じ
て
い
る
。
理

系
生
徒
の
中
に
は
「
国
語
は
受
験
で
使
わ
な
い
か
ら
勉
強
し
な
い
」
と
公
言
す

る
生
徒
も
山
始
め
て
い
る
。
学
校
と
し
て
も
英
・
数
に
力
を
入
れ
て
お
り
'
「
国

語
維
れ
」
を
い
か
に
防
ぐ
か
が
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
る
の
を
感
じ
る
.

し
か
し
、
受
験
科
目
と
し
て
の
要
・
不
要
に
と
ら
わ
れ
て
成
続
の
数
倍
を
追

い
求
め
る
の
で
は
な
-
'
い
か
に
生
徒
に
古
文
の
魅
力
を
伝
え
'
自
発
的
に
学

習
に
向
か
わ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。
成
績
は
そ
の
結
果
と
し

て
つ
い
て
-
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
指
導
に
取
-
組
ん
で
い
る
。

四
　
古
文
に
対
す
る
意
識

今
回
の
発
表
を
機
会
に
'
生
徒
の
古
文
に
対
す
る
意
識
を
調
べ
て
み
た
。

A
古
文
の
学
習
が
お
も
し
ろ
い
と
回
答
し
た
生
徒
の
主
な
意
見

①
昔
の
考
え
と
今
の
考
え
の
違
い
が
わ
か
っ
て
お
も
し
ろ
い
。

②
古
典
の
世
界
観
が
わ
か
っ
て
お
も
し
ろ
い
。

③
現
代
で
も
共
通
す
る
部
分
が
お
も
し
ろ
い
。

④
物
語
と
し
て
歴
史
が
わ
か
っ
て
お
も
し
ろ
い
。

B
古
文
の
学
習
が
お
も
し
ろ
-
な
い
と
回
答
し
た
生
徒
の
主
な
意
見

①
読
ん
で
い
て
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
助
動
詞
を
必
死

で
覚
え
た
が
文
意
が
掴
め
な
い
。

②
自
分
と
価
値
観
が
違
う
L
t
わ
か
ら
な
い
語
ば
か
り
で
て
く
る
。

③
人
生
に
お
い
て
必
要
性
を
感
じ
な
い
。

④
実
用
性
が
な
い
。
受
験
の
た
め
と
い
う
悲
し
い
現
実
し
か
な
い
。

⑤
な
ぜ
昔
の
文
学
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。

A
お
も
し
ろ
い
と
回
答
し
た
生
徒
の
①
～
③
は
'
昔
と
今
の
生
活
や
価
値
観

の
違
い
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
学
習
意
欲
に
繋
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
④
の
よ
う
な
生
徒
は
'
歴
史
と
結
び
つ
け
て
古
文
の
お
も
し
ろ
さ
を

感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
B
お
も
し
ろ
-
な
い
と
答
え
た
生
徒
の
回
答
に
つ

い
て
は
'
①
は
'
古
文
単
語
に
つ
い
て
の
知
識
が
乏
し
い
こ
と
に
起
因
す
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
文
法
に
力
を
入
れ
て
学
習
を
進
め
て
き

た
た
め
へ
古
文
単
語
に
つ
い
て
'
生
徒
達
は
ほ
と
ん
ど
知
識
が
な
い
。
ま
た
②

の
よ
う
な
意
見
も
多
数
あ
っ
た
。
こ
れ
は
'
現
代
社
会
に
生
き
る
自
分
た
ち
の
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感
覚
そ
の
ま
ま
に
古
文
を
読
む
こ
と
か
ら
生
じ
て
-
る
意
見
で
は
な
い
か
と
思

う
。
価
侶
観
が
違
っ
て
も
そ
こ
に
生
き
る
の
は
同
じ
人
間
で
あ
り
'
何
ら
か
の

感
情
を
抱
い
て
い
る
。
当
時
の
社
会
や
習
慣
を
知
り
'
そ
の
時
代
の
人
間
の
視

点
に
立
っ
て
古
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
'
現
代
人
で
あ
る
生
徒
達
も
共
感

で
き
る
点
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
考
え
る
。
③
～
⑤
の
意
見
と
も
関
連
す
る
こ

と
で
あ
る
が
'
こ
の
よ
う
に
受
験
の
た
め
仕
方
な
-
勉
強
す
る
生
徒
達
に
'
古

文
の
世
界
で
生
き
る
人
々
の
息
づ
か
い
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
授
業
を
目
指
し

た
い
と
思
う
。

五
　
授
業
の
方
針

一
～
四
ま
で
の
反
省
と
生
徒
の
現
状
を
ふ
ま
え
た
上
で
'
私
が
今
年
度
の
授

業
で
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
-
こ
と
へ
　
工
夫
し
た
い
こ
と
を
考
え
た
。

-
　
現
代
と
古
典
世
界
に
お
け
る
生
活
・
社
会
の
違
い
を
捉
え
さ
せ
る
。

2
　
1
を
押
さ
え
た
上
で
'
登
場
人
物
・
作
者
の
心
情
を
捉
え
さ
せ
る
。

3
　
古
文
単
語
の
語
感
を
捉
え
た
上
で
'
語
菜
を
増
や
す
O

古
文
を
「
難
し
い
」
と
感
じ
て
い
る
生
徒
が
'
「
わ
か
る
」
'
「
お
も
し
ろ
い
」

と
感
じ
る
よ
う
に
'
な
お
か
つ
確
実
な
学
力
が
身
に
付
-
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
。

六
　
実

芙
甲
け
ル
r

_
_
-
一
h

伸

h
 
r
虫
め
づ
る
姫
君
」

実
施
時
期
　
七
月
末
(
夏
期
講
習
前
期
)

時
間
数
　
各
ク
ラ
ス
二
時
間
(
小
テ
ス
ト
の
時
間
を
含
む
)

対
　
　
象
　
高
校
二
年
生

目
　
　
標
　
①
古
文
の
単
語
を
知
る
。

②
平
安
時
代
の
歴
史
や
生
活
習
慣
に
つ
い
て
学
ぶ
。

③
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
考
え
方
を
捉
え
る
。

○
　
指
導
の
意
図
・
手
だ
て

理
系
は
二
時
間
し
か
時
数
が
な
い
た
め
へ
冒
頭
部
の
み
を
扱
っ
た
。
細
か

な
助
動
詞
の
解
説
は
省
き
'
単
語
の
意
味
を
説
明
し
な
が
ら
文
脈
を
捉
え
る

形
式
を
と
っ
た
。
こ
の
際
'
な
る
べ
-
漢
字
を
用
い
て
語
感
と
し
て
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
留
意
し
て
説
明
し
た
。
傍
線
部
の
箇
所
を
中
心
に
適
宜

生
徒
を
指
名
し
'
単
語
を
終
止
形
に
直
さ
せ
'
現
代
語
訳
を
さ
せ
る
形
式
を

と
っ
た
。
内
容
の
読
解
と
し
て
は
'
③
の
姫
君
の
考
え
方
を
捉
え
る
こ
と
に

目
標
を
設
定
し
た
。
「
人
は
ま
こ
と
あ
り
'
本
地
た
づ
ね
た
る
こ
そ
心
ば
へ

を
か
し
け
れ
」
の
一
文
か
ら
'
「
喋
・
花
」
は
表
面
的
な
美
し
さ
の
象
徴
で

あ
り
'
「
毛
虫
」
は
内
面
に
本
質
を
隠
し
持
つ
も
の
で
あ
る
t
と
す
る
姫
君

の
主
張
を
捉
え
さ
せ
た
。
姫
君
の
印
象
的
な
描
写
に
も
着
目
さ
せ
た
。
生
徒

達
の
反
応
は
よ
-
'
毛
虫
を
観
察
す
る
場
面
で
は
口
々
に
率
直
な
感
想
を
述

べ
て
い
た
。

O
　
「
授
業
の
方
針
」
(
五
)
と
関
連
さ
せ
て
の
工
夫

「
お
歯
黒
」
や
「
眉
墨
」
の
風
習
を
本
文
か
ら
読
み
取
ら
せ
'
絵
で
か
き

こ
ま
せ
た
。
現
代
の
感
覚
か
ら
す
る
と
'
自
然
な
眉
で
歯
の
白
い
　
「
虫
め
づ

る
姫
君
」
の
方
が
か
わ
い
い
t
と
い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
た
。
当
時
の
感
覚

か
ら
す
る
と
姫
君
の
様
子
は
「
あ
や
し
」
で
あ
り
へ
そ
の
感
覚
の
違
い
は
生

徒
に
と
っ
て
新
鮮
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
の
留
意
点
と
し
て
は
'

33



「
女
房
」
　
の
存
在
や
'
「
い
ふ
か
ひ
な
き
(
者
)
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
特

に
'
後
者
を
も
と
に
'
当
時
の
言
語
文
化
を
担
っ
た
の
は
柴
族
で
あ
り
'
1

般
庶
民
が
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

(
2
)
　
r
古
文
の
単
語
力
強
化
講
座
j

実
施
時
期
　
八
月
三
日
(
夏
期
校
外
学
習
合
宿
特
別
講
座
)

対
　
　
象
　
高
校
二
年
生
　
希
望
者

目
　
　
標
　
古
文
単
語
の
語
感
を
捉
え
た
上
で
語
柔
を
増
や
す
。

○
　
指
導
の
意
図
・
手
だ
て

岡
山
高
校
で
は
夏
期
長
期
休
暇
に
希
望
者
対
象
の
学
習
合
宿
を
実
施
し
て

い
る
.
科
目
ご
と
に
講
座
が
割
り
振
ら
れ
る
が
'
古
文
で
は
語
菜
力
の
強
化

を
目
標
に
し
た
講
義
を
行
っ
た
。
助
動
詞
や
敬
語
の
学
習
に
つ
ま
ず
い
て
'

古
文
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
る
生
徒
も
多
い
。
単
語
で
あ
れ
ば
文
法
的
な
つ
ま

ず
き
を
あ
ま
り
感
じ
ず
に
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
'
学
習
に
対
す
る

意
欲
を
喚
起
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
実
際
に
'
こ
れ
ま
で
全
-

学
習
に
向
か
っ
て
い
な
か
っ
た
生
徒
も
単
語
を
覚
え
は
じ
め
'
「
最
近
古
文

が
楽
し
-
な
っ
て
き
た
」
と
の
声
も
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

O
　
「
授
業
の
方
針
」
　
(
五
)
と
関
連
さ
せ
て
の
工
夫

3
が
目
標
で
あ
る
。
次
に
紹
介
す
る
の
は
'
特
に
歴
史
的
な
背
景
を
意
識

し
て
取
-
上
げ
た
例
文
(
後
鳥
羽
院
の
和
歌
)
　
で
あ
る
。

こ
の
時
の
後
鳥
羽
院
の
心
境
が
ま
さ
に
「
あ
ぢ
き
な
し
」
と
い
う
言
葉
の
語

感
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
考
え
へ
例
文
に
選
ん
だ
。
単
語
を
学
ば
せ
る
際
の
例

文
は
へ
そ
の
言
葉
の
語
感
が
つ
か
み
や
す
い
内
容
で
な
お
か
つ
記
憶
に
残
り
や

す
い
も
の
を
吟
味
し
て
選
ぶ
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
与
え

る
例
文
に
よ
っ
て
生
徒
達
の
関
心
度
が
全
く
違
っ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
「
味
気
な

い
」
と
い
う
現
代
語
を
挙
げ
て
'
現
代
語
と
関
連
付
け
た
り
対
比
さ
せ
た
り
し

★
使
用
し
た
例
文
(
ワ
ー
ク
プ
リ
ン
ト
形
式
)

【

　

　

】

(

　

　

)

人
も
を
し
　
人
も
う
ら
め
し
　
割
引
到
引

世
を
思
ふ
ゆ
ゑ
に
　
物
思
ふ
身
は

後
鳥
羽
院

(
授
業
で
の
説
明
)
後
鳥
羽
院
が
生
き
た
の
は
平
安
か
ら
鎌
倉
に
時
代

が
変
わ
り
へ
皇
族
・
史
族
か
ら
武
家
の
人
間
で
あ
る
将
軍
へ
政
治
の
実

権
が
移
行
し
た
時
代
で
あ
る
.
鎌
倉
幕
府
と
の
乱
控
へ
皇
族
の
権
威
が

衰
え
て
い
く
絶
望
的
状
況
の
中
で
'
後
鳥
羽
院
が
世
の
中
を
ど
う
見
て

い
た
か
。
こ
の
和
歌
に
お
い
て
そ
れ
を
表
す
の
が
「
あ
ぢ
き
な
し
」
と

い
う
語
で
あ
る
。
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て
言
菜
へ
の
関
心
を
持
た
せ
た
い
。

こ
れ
ま
で
生
徒
に
単
語
を
覚
え
さ
せ
よ
う
と
小
テ
ス
ト
を
繰
り
返
し
実
施
し

て
き
た
が
'
そ
れ
で
は
な
か
な
か
単
語
の
習
得
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。
時
間

を
要
す
る
が
一
つ
ず
つ
の
単
語
を
し
っ
か
り
説
明
し
た
方
が
効
果
が
あ
る
よ
う

に
思
う
。
し
か
し
'
受
動
的
な
生
徒
が
多
-
'
自
分
で
辞
書
を
引
-
こ
と
を
し

な
い
の
で
'
こ
の
点
を
ど
う
改
善
す
る
か
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
.
生
徒
が
自

然
と
「
辞
書
を
引
き
た
い
」
と
思
う
よ
う
な
取
り
組
み
と
な
る
よ
う
へ
　
さ
ら
に

工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

ま
た
'
長
文
を
読
解
す
る
授
業
で
単
語
の
意
味
'
語
感
の
説
明
に
時
間
を
か

け
る
と
'
ど
う
し
て
も
進
度
が
遅
れ
へ
作
品
を
読
む
際
の
鮮
度
が
失
わ
れ
て
し



★
参
考
　
そ
の
他
の
単
語
と
例
文

【
　
　
〓
　
　
)

主
上
　
(
安
徳
天
皇
)
へ
今
年
は
八
歳
に
な
ら
せ
給
へ
ど
も
へ
御
年
の
ほ

ど
よ
り
は
る
か
に
軸
び
さ
せ
給
ひ
て
'
御
か
た
ち
う

つ
-
し
-
'
あ
た
り
も
照
り
輝
-
ば
か
り
な
り
。

【
　
　
　
二
　
　
)

い
か
に
せ
む
　
命
は
限
り
あ
る
も
の
を
　
恋
は
忘
れ
ず
　
人
は
司
叫

u
~

【
　
　
　
】
(
　
　
)

身
封
か
引
な
ん
と
て
詠
め
る

【

　

　

】

(

　

)

　

1

【

　

　

】

露
を
な
ど
　
割
増
利
別
叫
も
の
と
　
思
ひ
け
む
　
我
が
身
も
草
に
　
お
か

ぬ
ば
か
り
を

【
　
　
〓
　
　
)

こ
の
所
に
住
み
始
め
し
時
は
劫
が
引
割
引
と
思
ひ
し
か
ど
も
今
す
で
に

五
年
を
経
た
り
。

ま
う
と
い
う
問
題
を
感
じ
で
い
た
.
本
稿
の
内
容
を
第
4
7
回
広
島
大
学
教
育
学

部
国
語
教
育
学
会
(
平
成
1
8
年
8
月
1
 
1
日
)
　
で
発
表
し
た
際
'
竹
村
先
生
か
ら
'

「
心
状
語
に
絞
っ
て
説
明
を
す
れ
ば
よ
り
深
い
読
み
取
り
に
結
び
つ
く
」
と
い

う
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
自
分
の
普
段
の
授
業
を
考
え
て
み
る
と
'
単
語
の

意
味
を
説
明
し
て
か
ら
心
情
(
心
状
)
を
把
握
す
る
と
い
う
形
が
多
い
。
単
語

や
文
法
の
説
明
が
中
心
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
感
じ
る
時
も
あ
る
。
人
物

の
心
情
(
心
状
)
を
考
え
さ
せ
'
そ
れ
を
表
し
て
い
る
語
を
逆
に
指
摘
さ
せ
る

な
ど
の
変
化
を
取
り
入
れ
て
'
心
状
語
と
文
脈
の
理
解
を
ど
う
関
連
さ
せ
て
い

く
か
考
え
て
い
き
た
い
。

c
o
)
　
r
源
氏
物
語
」
　
(
桐
壷
)
　
冒
頭
部

実
施
時
期
　
九
月
末
　
各
ク
ラ
ス

対
　
　
象
　
高
校
二
年
生

目
　
　
標
　
平
安
時
代
の
後
宮
制
度
に
つ
い
て
知
る
。

桐
壷
の
更
衣
と
'
彼
女
を
溺
愛
す
る
帝
へ
　
そ
し
て
周
囲
の
女
性

た
ち
の
心
情
に
つ
い
て
考
え
る
。

○
　
指
導
の
意
図
・
手
だ
て

高
校
二
年
生
の
二
学
期
に
　
「
源
氏
物
語
』
　
の
学
習
を
予
定
し
て
い
る
が
'

生
徒
の
現
状
で
は
か
な
り
托
し
-
感
じ
ら
れ
る
教
材
で
あ
る
o
桐
壷
の
導
入

部
分
で
'
平
安
時
代
の
後
宮
制
度
を
わ
か
り
や
す
-
説
明
し
'
「
源
氏
物
語
」

の
学
習
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
い
。
帝
や
桐
壷
の
更
衣
へ
ま
た
ほ
か
の
女
御
や

更
衣
達
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
か
を
理
解
さ
せ
た
上
で
'
登
場
人

物
の
心
情
に
迫
ら
せ
た
い
と
思
う
。

O
　
「
授
業
の
方
針
」
　
(
五
)
　
と
関
連
さ
せ
て
の
工
夫

-
・
2
を
目
標
と
し
て
授
業
を
行
う
。
特
に
'
冒
頭
の
一
文
を
丁
寧
に
読

解
す
る
。
生
徒
に
は
'

①
天
皇
に
は
多
数
の
后
が
い
る
こ
と

②
中
宮
は
天
皇
の
第
一
の
后
で
あ
り
'
女
御
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と

③
女
御
は
大
臣
家
以
上
の
姫
君
か
ら
選
ば
れ
る
た
め
'
桐
壷
の
更
衣
が
ど

れ
ほ
ど
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
よ
う
と
中
宮
に
は
な
れ
な
か
っ
た
こ
と

の
二
盲
…
を
し
っ
か
り
と
押
さ
え
さ
せ
た
い
o
ま
た
へ
摂
関
政
治
に
お
け
る
結
婚
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が
'
一
族
の
権
力
を
決
定
す
る
政
治
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
ふ

ま
え
た
上
で
'
桐
壷
の
更
衣
一
人
を
溺
愛
す
る
帝
の
生
き
方
へ
あ
る
い
は
そ
れ

を
見
つ
め
る
周
囲
の
人
間
の
心
理
を
考
え
さ
せ
た
い
。
生
徒
達
に
は
「
多
-
の

女
性
に
妬
ま
れ
か
わ
い
そ
う
な
桐
壷
の
更
衣
」
と
い
う
理
解
だ
け
で
な
-
'
一

族
の
期
待
を
一
心
に
背
負
っ
て
入
内
し
た
他
の
女
性
達
の
'
帝
か
ら
全
-
振
り

向
か
れ
な
い
絶
望
に
も
思
い
を
至
ら
せ
た
い
。
こ
の
部
分
ま
で
し
か
構
想
が
進

ん
で
い
な
い
が
'
こ
の
他
の
女
性
達
の
嫉
妬
や
憎
悪
が
桐
壷
の
更
衣
を
死
に
追

い
や
っ
て
い
-
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
強
い
感
情
が
「
物
の
怪
」

と
な
っ
て
物
語
を
動
か
す
こ
と
と
関
連
さ
せ
'
理
解
の
一
助
と
し
た
い
。

O
　
「
源
氏
物
語
」
　
の
授
業
を
終
え
て

前
述
の
授
業
で
は
'
二
学
期
の
二
ケ
月
を
使
っ
て
次
の
場
面
を
学
習
し
た
。

・
桐
壷
の
巻
-
-
冒
頭
部
(
源
氏
の
誕
生
・
桐
壷
の
死
・
藤
壷
へ
の
思
慕
)

・
若
紫
の
巻
-
-
北
山
の
垣
間
見

・
紅
葉
の
賀
-
-
藤
壷
の
出
産

r
源
氏
物
語
』
の
お
も
し
ろ
さ
を
ど
う
伝
え
る
か
'
生
徒
達
は
魅
力
を
感
じ
て

-
れ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
は
古
文
の
指
草
を
始
め
て
か
ら
へ
常
に
自
分
に

と
っ
て
の
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
。
授
業
で
は
古
文
で
読
む
部
分
と
現
代
語
の
小

説
で
読
む
部
分
と
を
作
り
へ
　
人
物
関
係
と
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
を
押
さ
え
や
す
い

よ
う
に
工
夫
し
た
。
ま
た
へ
光
源
氏
を
取
り
巻
-
女
性
達
の
中
で
も
'
母
桐
壷

の
更
衣
と
藤
壷
'
若
紫
に
焦
点
を
あ
て
て
授
業
を
進
め
た
。
他
の
女
性
達
は
紹

介
程
度
に
と
ど
め
た
。
光
源
氏
の
生
き
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
女
性
だ
け

に
的
を
絞
っ
て
光
源
氏
が
追
い
求
め
た
女
性
像
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
い
う
狙
い

か
ら
で
あ
る
。

実
際
に
授
業
を
始
め
る
と
'
生
徒
達
は
非
常
に
楽
し
ん
で
古
文
を
読
む
よ
う

に
な
っ
た
。
特
に
理
系
ク
ラ
ス
で
の
反
応
が
良
-
'
「
こ
れ
ま
で
の
古
文
は
つ

ま
ら
な
か
っ
た
が
'
源
氏
は
違
う
'
も
っ
と
読
み
た
い
。
続
き
を
知
-
た
い
。
」

と
い
っ
た
声
が
多
-
聞
か
れ
た
。
予
想
以
上
に
好
評
で
'
古
文
へ
の
興
味
・
関

心
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

な
ぜ
　
r
源
氏
物
語
」
が
こ
れ
ほ
ど
に
生
徒
を
惹
き
付
け
た
の
か
'
自
分
な
り

に
考
え
て
み
た
。
一
つ
は
生
徒
の
年
齢
と
'
藤
壷
を
慕
い
苦
悩
す
る
光
源
氏
の

年
齢
が
近
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
若
く
て
美
し
い
義
理
の
母
親
へ
の
思

慕
と
'
彼
女
に
瓜
二
つ
の
少
女
と
の
出
会
い
。
ド
ラ
マ
の
よ
う
な
設
定
に
'
「
自

分
だ
っ
た
ら
ど
っ
ち
を
選
ぶ
か
な
あ
。
」
な
ど
と
休
み
時
間
に
話
す
生
徒
の
姿
も

見
ら
れ
た
。
も
う
一
つ
は
や
は
り
『
源
氏
物
語
』
　
の
作
品
そ
の
も
の
の
持
つ
魅

力
で
は
な
い
か
と
思
う
。
桐
壷
の
更
衣
の
死
の
場
面
で
'
彼
女
は
「
い
と
か
く

思
ひ
給
へ
ま
し
か
ば
」
と
死
の
間
際
に
話
す
。
も
し
も
こ
の
よ
う
に
な
る
定
め

を
知
っ
て
い
た
の
な
ら
・
・
・
彼
女
は
最
期
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
。

「
こ
こ
で
読
み
手
に
想
像
さ
せ
る
紫
式
部
は
さ
す
が
'
す
ご
い
。
」
と
生
徒
も
感

じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
苦
し
そ
う
に
最
期
の
言
葉
を
紡
い
だ
桐
壷
の
更

衣
の
様
子
を
括
写
す
る
紫
式
部
の
筆
致
に
は
'
千
年
も
前
の
作
品
と
は
思
え
な

い
'
鮮
や
か
で
強
い
も
の
が
あ
る
。
生
徒
に
そ
の
一
端
で
も
触
れ
る
機
会
を
持

て
た
こ
と
は
'
非
常
に
有
意
義
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

七

　

お

　

わ

　

り

　

に

今
回
へ
古
文
の
お
も
し
ろ
さ
と
は
何
な
の
か
'
改
め
て
自
分
の
中
で
考
え
る

機
会
を
も
て
た
よ
う
に
思
う
。
答
え
が
で
た
わ
け
で
は
な
い
が
'
次
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
た
。
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一
つ
は
'
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
り
'
現
代
人
で
あ
る
自
分
の
生
き
方
・

考
え
方
と
比
較
し
て
読
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
比
較
し
て
い
く
中
で
'
登

場
人
物
の
心
情
に
共
感
し
'
時
代
背
景
が
全
-
異
な
る
古
人
と
自
分
の
心
情
が

重
な
る
瞬
間
に
'
人
間
と
は
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
'
思
い
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

二
つ
め
は
'
作
者
の
記
述
の
視
点
を
読
み
取
り
へ
　
そ
の
底
に
あ
る
作
者
の
意

図
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

r
虫
め
づ
る
姫
君
」
の
お
も
し
ろ
さ
は
'
姫
君
の
言
動
が
お
も
し
ろ
い
か
ら
だ

け
で
は
な
い
。
F
本
地
た
づ
ね
た
る
こ
そ
心
ば
へ
を
か
し
け
れ
l
と
正
当
な
こ
と

を
主
張
す
る
姫
君
を
'
作
者
が
笑
い
の
種
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
提
案
は
竹
村
先
生

か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
が
'
私
も
お
お
い
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
授
業
を
す
る
に
は
冒
頭
部
を
学
習
し
た
だ
け
で
は
足
-
な
い
。
文
章

の
内
容
を
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
い
へ
　
そ
の
奥
に
見
え
隠
れ
す
る
も
の
を
読
み

節
-
授
業
を
作
り
出
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

自
分
の
授
業
の
反
省
す
べ
き
点
と
し
て
は
'
読
解
中
心
の
授
業
へ
知
識
の
植

え
付
け
に
偏
り
が
ち
に
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
も
っ
と
生
徒
に
自

由
に
意
見
を
出
さ
せ
'
読
解
し
た
内
容
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
機

会
等
を
設
け
て
い
き
た
い
。
評
価
も
テ
ス
ト
に
よ
る
点
数
化
が
基
本
で
あ
る
。

も
う
少
し
多
様
な
視
点
で
評
価
の
あ
り
方
を
考
え
た
い
。
ま
た
'
生
徒
の
興
味
へ

関
心
を
引
き
出
す
た
め
'
自
分
の
古
典
分
野
に
関
す
る
知
識
を
深
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
。

私
立
の
進
学
校
に
勤
務
し
て
五
年
目
だ
が
'
そ
ろ
そ
ろ
本
格
的
に
受
験
勉
強

を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
'
と
い
う
思
い
に
い
つ
の
問
に
か
圧
迫
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
'
点
を
取
る
た
め
の
勉
強
な
ど
や
は
り
意
味
の
な
い

も
の
で
あ
る
。
生
徒
達
が
受
験
を
終
え
て
か
ら
へ
古
典
作
品
に
触
れ
た
時
に
楽

し
み
を
兄
い
だ
せ
る
よ
う
'
あ
る
い
は
ふ
と
し
た
瞬
間
に
古
人
と
共
通
す
る
思

い
を
抱
き
へ
そ
の
こ
と
に
気
付
-
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
'
そ
の
た
め
の
授
業

を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

(
付
記
)

発
表
に
際
し
て
'
竹
村
先
生
に
は
温
か
い
励
ま
し
の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
多
く

の
同
窓
生
と
再
会
し
'
教
師
と
し
て
の
悩
み
や
音
び
を
語
り
合
う
こ
と
の
で
き
る
東
亜
な

機
会
を
与
え
て
-
だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

現
在
へ
私
は
'
優
し
い
素
直
な
生
徒
達
に
恋
ま
れ
充
実
し
た
教
員
生
活
を
送
っ
て
い
ま

す
。
大
学
時
代
'
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
考
え
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
が
'
自
分
の
夢
で

あ
る
教
員
と
い
う
職
に
就
-
こ
と
を
選
ん
で
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
広
島

大
学
で
過
ご
し
た
四
年
間
は
価
値
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

今
の
教
師
と
し
て
の
自
分
が
あ
る
の
は
'
厳
し
く
'
そ
し
て
温
か
く
ご
指
導
し
て
く
だ

さ
っ
た
江
端
義
夫
先
生
の
お
か
げ
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

(
関
西
学
園
　
岡
山
中
学
校
・
岡
山
高
等
学
校
)
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