
１
　
は
じ
め
に

　
中
学
生
に
と
っ
て
、
古
典
の
世
界
は
未
知
の
世
界
で
あ
る
。「
今
か
ら
千
二
百

年
前
の
お
話
」
と
い
わ
れ
て
も
、
自
分
を
取
り
巻
い
て
い
る
実
際
の
世
界
や
生

活
と
何
一
つ
結
び
つ
い
て
こ
な
い
。
し
か
も
言
葉
遣
い
が
現
代
と
異
な
る
こ
と

で
「
外
国
語
」
に
近
い
感
覚
を
感
じ
て
い
る
。「
古
典
」
は
難
し
く
、
わ
か
ら
な

い
も
の
、
し
か
も
自
分
た
ち
の
生
活
に
は
直
接
か
か
わ
っ
て
こ
な
い
時
代
の
こ

と
で
あ
り
、
学
ぶ
意
義
や
必
要
性
を
感
じ
な
い
。
多
く
の
中
学
生
は
古
典
を
そ

の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
古
典
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
さ
せ
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
新
学
習
指
導
要
領
の
中
で
も
「
古
典
に
親
し
む
こ
と
」「
伝
統
的
な
言
語
文

化
に
親
し
み
、
我
が
国
の
言
語
文
化
を
継
承
し
、
新
た
な
創
造
へ
と
つ
な
い
で

い
く
こ
と
」
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
古
典
を
学
習
者
に
と
っ
て
身
近
な
文
化
、

言
葉
と
し
て
捉
え
さ
せ
、
親
し
み
を
持
た
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
「
も
の
の
考
え
方
」
を
身
近
に
引
き
つ
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
昔
の
人
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
知
る
、
そ
し
て
そ

れ
が
自
分
た
ち
の
今
の
生
活
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
自
分
た
ち

の
生
活
や
思
考
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と

で
、
自
分
た
ち
の
生
活
を
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
教
材
と
し
て
古
典
と
学
習
者
と
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考

え
た
。２

　「
死
生
」
を
考
え
さ
せ
る
場
面
と
し
て
の
古
典

　
我
々
を
取
り
巻
く
問
題
の
根
源
に
「
死
生
」
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
と

し
て
、
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
必
ず
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
誰

し
も
こ
の
問
題
を
軽
く
考
え
て
は
い
な
い
し
、
心
密
か
に
心
配
し
た
り
悩
ん
だ

り
恐
怖
を
感
じ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
校
教
育
の
場
で
こ
の

問
題
を
正
面
か
ら
取
り
扱
う
こ
と
に
、
多
く
の
指
導
者
が
抵
抗
を
持
っ
て
い
る

の
が
現
状
で
あ
る
。「
死
」
を
語
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
で
あ
り
、
忌
む
べ
き
も
の
と

し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。
確
か
に
死
は
恐
ろ
し
い
。
で
き
れ
ば
避
け
た
い
の

に
、
決
し
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
問
題
を
正
面
か
ら
捉
え
、
考
え
、
語
り
合
う
機
会
は
な
い
。
一
人
で
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中
学
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と
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と
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出
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ぐ
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悶
々
と
思
い
詰
め
る
し
か
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
学
習
者
に
と
っ
て
、
自
己
内
対
話
を
引
き
出
す
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
古

典
が
意
義
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
自
己
内
対
話
の
最
も
根
源
的
な
も
の

が
「
死
生
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
ら
に
と
っ
て
も
身
近
な
問

題
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
古
典
教
材
の
中
に

は
「
死
生
」
を
扱
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
古
典
教
材
に
触
れ
る
こ
と
は
す
な

わ
ち
「
死
生
」
を
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。「
死
」
と
「
生
」
は
表

裏
一
体
で
あ
り
、「
死
」
を
語
る
こ
と
は
「
生
」
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
こ
と
。

そ
れ
は
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
こ
と
。

決
し
て
今
だ
け
に
限
定
し
た
問
題
で
は
な
い
、
自
分
だ
け
の
問
題
で
も
な
い
、

み
ん
な
が
同
じ
よ
う
に
悩
み
考
え
続
け
て
き
た
「
永
遠
の
問
題
」
で
あ
る
こ
と
。

よ
く
生
き
る
た
め
に
は
「
死
」
を
意
識
し
た
生
活
を
送
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
く
こ
と
。
古
文
教
材
を
学
習
す
る
こ
と
で
そ
う
し
た
点
に
気
付
き
、
意
識

し
、
前
向
き
に
考
え
て
い
く
生
き
方
を
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
社
会
現
状

を
鑑
み
て
も
そ
う
し
た
生
き
方
が
今
後
強
く
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

３
　「
死
生
観
」
を
意
識
し
た
学
習
の
現
状
と
方
向

　
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
学
習
者
と
「
死
生
」
と
出
会
わ
せ
、
向
き
合

わ
せ
、
そ
れ
を
自
分
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
そ
も
そ
も
「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。

　「
学
び
」
と
は
「
自
分
自
身
で
考
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
自
ら
の
手
で
つ
か

み
取
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
て
手
に
入
れ
た
「
学

び
」
は
多
く
の
場
合
自
ら
の
「
生
き
る
力
」
と
し
て
身
に
付
い
て
い
く
も
の
で

あ
る
。「
死
生
」
と
の
出
会
い
は
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
が
考
え
、
自
ら
の
手
で
つ

か
み
取
る
も
の
で
あ
り
た
い
。
死
生
観
は
決
し
て
人
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
り

人
の
考
え
を
鵜
呑
み
に
し
た
り
で
き
る
問
題
で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て

は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
自
ら
が
感
じ
、
考
え
、
納
得
す
る
ま
で
反
問
を
繰

り
返
す
、
そ
う
し
た
過
程
の
中
で
、
課
題
と
向
き
合
わ
せ
た
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
課
題
と
出
会
わ
せ
る
た
め
の
学
習
形
態
に
工
夫
が
必
要
で
あ
る
。

　
本
校
で
は
「
学
び
の
共
同
体
」
を
意
識
し
た
学
習
の
方
法
を
模
索
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
一
斉
授
業
」
の
形
態
を
見
直
し
、
学
習
者
自
身
を

「
つ
な
ぐ
」
こ
と
に
よ
っ
て
学
力
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
い
う
取
り
組
み
で
あ
り
、

「『
学
力
』
は
基
礎
か
ら
積
み
上
げ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
上
か

ら
引
き
上
げ
ら
れ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
。
学
力
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
自
分

の
わ
か
る
（
で
き
る
）
レ
ベ
ル
に
も
ど
っ
て
積
み
上
げ
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、

自
分
の
わ
か
ら
な
い
（
で
き
な
い
）
レ
ベ
ル
の
事
柄
を
教
師
や
仲
間
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
お
し
て
模
倣
し
、
そ
れ
を
自
分
の
中
に
『
内
化
』
す

る
こ
と
が
必
要
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
た
取
り
組
み
の
一
手
法
で

あ
る
。

　
生
徒
た
ち
は
入
学
以
来
、
各
教
科
の
指
導
の
中
で
、
少
人
数
に
よ
る
「
学
び

の
共
同
」
を
行
っ
て
き
た
。
自
ら
の
考
え
を
、「
小
グ
ル
ー
プ
」
→
「
全
体
」
で

表
現
し
、
教
え
合
い
、
理
解
を
共
有
す
る
指
導
を
繰
り
返
し
行
っ
て
き
て
い
る
。

国
語
の
学
習
に
お
い
て
も
他
者
の
意
見
を
聞
き
、
自
ら
の
意
見
を
表
出
す
る
中

で
、
考
え
の
多
様
性
に
気
づ
き
、
自
ら
の
思
考
を
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
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が
み
ら
れ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
の
中
に
あ
る
も
の
の
見
方
や

考
え
方
を
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
言
葉
を
用
い
て
精
一
杯
表
現
し
よ
う
と
し
、

仲
間
と
の
「
学
び
の
共
同
」
の
中
で
、「
わ
か
っ
た
」「
そ
う
だ
っ
た
の
か
」
と

感
じ
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
小
グ
ル
ー
プ
の
活
動

の
中
で
「
な
ぜ
そ
う
思
う
の
か
」「
ど
こ
か
ら
そ
う
感
じ
た
の
か
」
と
い
っ
た
反

問
が
繰
り
返
さ
れ
る
う
ち
に
、
テ
キ
ス
ト
と
の
対
話
も
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
こ
う
し
た
様
々
な
形
の
対
話
の
中
か
ら
生
徒
の
「
学
び
」
が
深
ま
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

４
　
授
業
の
実
際
（
竹
取
物
語
を
用
い
た
実
践
に
つ
い
て
）

　「
死
生
」
を
意
識
し
た
学
習
を
考
え
る
と
き
、
教
材
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の

を
用
い
る
か
と
い
う
の
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
古
典
作
品
に
は
す
べ
て
「
死

生
」
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
中
学
生
が
読
ん
で
そ
の
内
容
を
理
解
で

き
る
作
品
に
は
限
り
が
あ
る
。

　
次
に
示
す
の
は
、「
死
生
観
」
と
の
出
会
い
を
意
図
し
た
学
習
の
一
例
と
し
て

授
業
実
践
し
た
も
の
で
あ
る
。
教
材
は
教
科
書
掲
載
の
「
竹
取
物
語
（
蓬
莱
の

玉
の
枝
）」
で
あ
る
が
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
「
昇
天
」
の
場
面
を
教

材
と
し
て
用
い
た
。
か
ぐ
や
姫
の
「
昇
天
」
の
場
面
は
、
そ
こ
に
「
死
」
が
内

包
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
死
」
の
世
界
と
そ
れ
に
対
比
す
る
形
で
「
生
」
の
世

界
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
書
き
手
で
あ
る
作
者
の
「
死
生

観
」
が
示
さ
れ
て
お
り
、
時
代
を
超
え
た
現
代
の
読
み
手
に
ま
で
「
死
生
」
の

問
題
を
問
い
か
け
て
い
る
。
中
学
生
に
と
っ
て
「
竹
取
物
語
」
は
単
に
「
か
ぐ

や
姫
の
物
語
」
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

「
昇
天
」
の
場
面
を
学
習
す
る
こ
と
で
「
永
遠
の
命
と
有
限
の
命
」
に
つ
い
て
考

え
る
こ
と
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。「
永
遠
の
命
」

を
持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
我
々
が
、
で
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
生
き
て
い
け

ば
よ
い
の
か
、「
死
」
が
必
ず
訪
れ
る
人
生
の
中
で
何
を
大
切
に
生
き
て
い
け
ば

よ
い
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
。
そ
う
し
た
作
品
と
の
出
会
い
を
通
し
て
、
自
分
の
「
死
生
」
に
つ

い
て
考
え
、
他
の
作
品
に
内
包
さ
れ
た
「
死
生
」
に
つ
い
て
も
意
識
し
て
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

○
本
時
の
目
標

・
　
古
典
世
界
と
現
代
世
界
の
死
生
の
と
ら
え
方
の
異
同
を
確
認
し
、
そ
の
差

が
あ
ま
り
な
い
こ
と
を
知
る
。

・
　
古
典
世
界
が
投
げ
か
け
て
い
る
「
情
愛
」
の
問
題
が
現
代
社
会
に
も
通
用

す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

○
学
習
展
開

・
　
次
頁
の
表
の
と
お
り
。

─　　─１５



─　　─１６

学習展開

評価規準・評価方法指導上の工夫・留意点学　習　活　動

関　前時を思い出し、
積極的に発表しよう
としてる。（観察）

○「天の羽衣」「不死の薬」の意味を確認
する。

（誰が・何のために持ってきたのか）
○グループで音読。
○斉読。

１前時の学習を
想起させる。

２「かぐや姫の
昇天」を音読
する。

導
　
入

関　自分の意見をふく
らませ、他者の意見
との異同を理解しよ
うとしている。（観察）
読　作品世界のものの
考え方を読み取ろう
としている。（観察）
関　必要に応じて質問
したりしながら他者
の意見を聞き取ろう
としている。

○「天の羽衣」を身につけるとどうなっ
てしまうのか。

「物思いがなくなる」（心異になる）
（「心異になる」という一言によって、天
上と地上が分けられていることを確認す
る。）
○天人の価値観を確認する。
（「地上はきたない」「天上はきれい」）
天上は永遠の命を保証された場所であり、
地上は「汚きところ」と捉えている部分
に注目させる。

３「天の羽衣」
の持つ意味を
考える。

展
　
開

　かぐや姫はなぜ「しばし待て」と言ったのか。

天の羽衣を着ることによって、物思いの
ない状態になる、つまり天人に戻ること
を意味していることを知る。

○話し合い
（小グループ→一斉）

　かぐや姫が望んだものは何だったのか。

「物思い」とは、情愛であること、かぐ
や姫が大切に思っているものはその「情
愛」であることを、文中の言葉から探る。

○かぐや姫の思
いを確認する。

（小グループ→一斉）

読　自分の意見をきち
んと理由付けしよう
としている。（発表・ 
観察）

意見を交流することによって、自分の思
いや考えをさらにはっきりしたものにし
ていく。
○自分の意見を、理由づけもしながら記
入する。
○班員の意見を聞き、自分の考えとの異
同を確認し合う。（小グループ）
○全体での交流（一斉）
テクストの書き手は、地上と天上のどち
らがよいという立場に立ってとらえてい
るのかを考えることを提示する。
○次時の学習内容を確認する。

５自分なら天上
と地上のどち
らを選ぶか考
えてみよう。

６次時の予告を
する。
７自己評価カー
ドに記入する

ま
と
め



５
　
授
業
で
の
生
徒
の
反
応
と
課
題

　
左
に
挙
げ
た
も
の
は
、
天
上
と
地
上
の
良
さ
を
想
像
し
た
時
の
生
徒
の
ノ
ー

ト
の
一
例
で
あ
る
。
本
授
業
で
は
、
自
分
な
り
に
天
上
と
地
上
を
想
像
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
特
性
を
確
認
し
た
上
で
、
で
は
自
分
は
ど
ち
ら
の
立
場
を
よ
し
と
す

る
の
か
、
と
い
う
自
分
自
身
の
考
え
を
明
確
に
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
学
習
者
は

自
分
の
想

像
を
巡
ら

し
て
天
と

地
を
思
い

描
き
、
そ

の
利
点
を

探
っ
て
い

く
。
天
上

で
は
死
や

病
気
が
な

い
、
苦
し

み
も
な
い
、

と
い
う
こ

と
を
文
中

か
ら
読
み

取
り
推
測

し
て
い
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
天
上
」
と
の
比
較
の
中
で
、「
地
上
」
に
は
死

や
病
が
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
段
階
で
は
す

で
に
「
天
上
で
は
死
や
病
が
な
い
と
同
時
に
地
上
の
感
情
も
消
え
て
し
ま
う
」

と
い
う
本
文
を
読
ん
で
い
る
の
で
、
そ
こ
へ
の
思
い
（
感
情
が
な
い
の
は
寂
し

い
・
地
上
で
大
切
に
し
て
き
た
も
の
を
天
で
は
失
う
こ
と
は
嫌
だ
）
と
い
っ
た

意
見
が
多
く
を
占
め
、
天
上
界
を
否
定
的
に
見
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
改
め
て
自
分
自
身
が
生
き
る
地
上
世
界
の
良
さ
を
認
識
し

て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
自
分
の
意
見
を
も
と
に
、
小
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
を
行
っ
た
。

生
徒
の
反
応
と
し
て
は
、
は
じ
め
か
ら
「
地
上
」
を
よ
し
と
す
る
向
き
が
多

か
っ
た
。
そ
れ
は
前
時
の
学
習
の
中
で
「
天
の
羽
衣
」「
壷
な
る
御
薬
」
の
説
明

を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
半
の
生
徒
が
、

「
地
上
の
方
が
感
情
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
」「
地
上
で
や
り
た
い
こ
と
が
あ
る
」

と
い
っ
た
意
見
を
出
し
て
お
り
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
「
地
上
の
生
活
に
慣
れ

て
い
る
」「
家
族
と
別
れ
た
く
な
い
か
ら
」
と
い
う
意
見
も
見
ら
れ
た
。
同
じ

地
上
派
の
意
見
で
あ
っ
て
も
天
上
を
否
定
す
る
形
で
の
意
見
表
出
も
あ
り
、「
天

上
で
は
感
情
が
な
く
楽
し
く
な
い
」「
今
の
暮
ら
し
を
忘
れ
て
し
ま
う
の
は
い

や
だ
」
と
い
っ
た
点
で
地
上
を
良
し
と
受
け
止
め
て
い
る
。
ま
た
、
少
数
で
は

あ
る
が
天
上
派
も
お
り
、
そ
の
意
見
は
「
不
老
不
死
」
に
言
及
し
て
い
る
も
の

が
大
半
で
あ
る
。

　
そ
の
話
し
合
い
の
中
で
、
自
分
の
持
っ
て
い
た
意
見
を
人
の
意
見
に
よ
っ
て

覆
さ
れ
る
体
験
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
他
者
の
意
見
を
聞
き
、

そ
こ
か
ら
ま
た
思
考
を
深
め
て
い
っ
て
、
最
終
的
に
自
分
の
考
え
を
変
え
て

い
っ
た
様
子
が
見
ら
れ
た
例
を
次
に
示
し
て
み
る
。
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　「
死
」
を
考
え
よ
う
、
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
問
い
か
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、「
不
死
の
薬
」
と
い
う
形
で
竹
取
物
語
が
投
げ
か
け
て
い
る
こ
の
問
題

を
、
学
習
者
は
き
ち
ん
と
読
み
取
り
、
受
け
止
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
は
じ

め
は
そ
の
受
け
止
め
は
浅
く
、
た
だ
死
な
な
い
こ
と
を
良
し
と
考
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
が
、
他
者
の
意
見
を
聞
き
、
自
分
の
中
で
咀
嚼
し
て
い
く
中
で
、
死

と
引
き
替
え
に
得
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
っ
て
い
る
。
特
に
最
初

は
表
現
し
て
い
な
い
「
感
情
」
と
い
う
言
葉
が
、
話
し
合
い
の
後
に
表
出
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
話
し
合
い
が
本
生
徒
の
気
持
ち
を
変
え
る
き
っ
か
け
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
生
徒
は
、
最
後
の
「
情

愛
の
な
い
世
界
を
想
像
し
て
み
る
」
課
題
の
後
の
感
想
に
、
次
の
よ
う
に
記
入

し
て
い
る
。

は
じ
め
は
死
を
は
じ
め
と
す
る
困
難
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
良
い
と
感
じ
て
い
た

生
徒
で
あ
る
が
、
そ
の
苦
し
さ
よ
り
も
情
愛
（
感
情
）
の
な
い
こ
と
の
方
が
つ

ら
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
似
た
よ
う
な
例
は
、
他
に
も
み
ら
れ
る
。

　
こ
の
生
徒
は
は
じ
め
か
ら
「
地
上
派
」
の
立
場
で
も
の
を
考
え
て
い
た
が
、
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天
上
派
だ
っ
た
と
き
の
意
見

　
・
不
死
な
る
薬
が
あ
っ
て
死
な
な
い
な
ら
、
い
つ
ま
で
も
生
き
て
い
ら
れ
て
好
き
な

こ
と
が
何
で
も
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

班
の
話
し
合
い
の
状
況

　
・（
天
上
派
）
地
上
に
来
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
不
老
不
死
に
な
れ
る
か
ら
。

　
・（
地
上
派
）
感
情
が
な
く
な
っ
た
ら
お
も
し
ろ
く
な
い
か
ら
。

天
に
行
く
と
家
に
帰
れ
な
く
な
る
し
、
お
も
し
ろ
く
な
く
な
る
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

地
上
派
に
変
わ
っ
た
と
き
の
意
見

　
・
感
情
が
な
く
な
っ
た
ら
人
間
じ
ゃ
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
だ
し
、
い
つ
ま
で
も
普

通
で
い
た
い
か
ら
。

何
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
は
絶
対
に
い
や
だ
と
思
い
ま
し
た
。
今
は
お
い
し

い
物
を
食
べ
た
ら
お
い
し
い
と
か
そ
う
い
う
の
は
あ
た
り
前
だ
け
ど
、
情
愛
を
感
じ
ら

れ
な
い
の
は
逆
に
つ
ら
さ
に
つ
な
が
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
も
思
い
ま
し
た
。
苦
し
さ
を

の
り
こ
え
て
楽
し
さ
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
感
情
を
大
切
に
し
た
い
で
す
。

地
上
派
だ
っ
た
と
き
の
意
見

　
・
い
ろ
い
ろ
な
感
情
を
持
ち
た
い
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

班
の
話
し
合
い
の
状
況

　
・（
地
上
派
）
の
「
つ
ら
い
こ
と
を
乗
り
こ
え
て
つ
よ
く
な
る
！
」
と
い
う
意
見
に
、

な
る
ほ
ど
！
と
思
っ
た
。

　
・（
地
上
派
）
の
「
今
の
ま
ま
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
幸
せ
だ
か
ら
」
と
い
う
意
見
は
、
と
て

も
い
い
な
と
幸
せ
な
感
じ
が
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

情
愛
の
な
い
世
界
を
ど
う
思
う
か

　
・
と
て
も
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
。
愛
は
自
分
自
身
の
も
の
で
あ
っ
て
、
他
人
に
と
っ
て

も
大
事
な
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
な
い
と
人
生
と
い
う
も
の
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
。



同
じ
「
地
上
派
」
の
他
者
の
意
見
を
聞
き
、
自
分
と
は
違
っ
た
と
ら
え
方
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
肯
定
的
な
受
け
止
め
方
を
す
る
（
な
る
ほ
ど
と

思
っ
た
・
と
て
も
い
い
な
等
）
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
自
分
と
違
っ
た
受
け
止
め
方
が
あ
る
こ

と
を
知
る
体
験
が
、
そ
の
後
の
感
想
を
多
少
な
り
と
も
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
他
に
も
こ
の
「
情
愛
の
な
い
世
界
を
考
え
て
み
よ
う
」
と
い
う
問
い
か
け
に

対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
反
応
が
見
ら
れ
た
。

　
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
中
で
、
学
習
者
は
自
然
に
「
情
愛
」
と
い
う
も
の
が

ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
考
え
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ

は
「
感
情
」
で
あ
っ
た
り
、「
協
力
」
で
あ
っ
た
り
、「
う
れ
し
い
と
か
悲
し
い

と
か
感
じ
る
心
」
で
あ
っ
た
り
と
い
っ
た
表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
ト

レ
ー
ト
に
「
家
族
や
友
人
、
ひ
い
て
は
自
分
自
身
へ
の
愛
」
と
示
さ
れ
た
も
の

も
あ
る
。

　
学
習
者
の
中
に
は
前
時
ま
で
の
学
習
に
よ
っ
て
、
既
に
「
地
上
は
有
限
の
生

の
世
界
で
あ
る
」
と
認
識
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
時
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、

「
有
限
の
生
」
の
後
に
「
死
」
が
約
束
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
あ
る
「
情
愛
」

の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
こ
そ
人
は
こ
の
世
界
を
生
き
て

い
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
竹
取
物
語
か
ら
の
問
い
か
け
を
、
自
分
自
身

の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ

れ
が
こ
の
学
習
で
目
標
と
し
た
「
古
典
世
界
が
投
げ
か
け
て
い
る
「
情
愛
」
の

問
題
が
現
代
社
会
に
も
通
用
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
今
後
こ
の
学
習
を
通
し
て
「
死
生
」
に
つ
い
て

多
少
な
り
と
も
意
識
し
、
自
分
の
生
き
方
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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・
静
か
な
世
界
。
人
間
ど
う
し
で
支
え
あ
っ
て
い
け
な
い
。
が
ん
ば
っ
て
行
こ
う
と
い

う
気
が
し
な
い
（
も
し
失
敗
な
ど
し
て
は
げ
ま
し
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
）、
結
婚
も
ろ

く
に
で
き
な
い
。

・
人
と
人
と
の
関
わ
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
毎
日
が
一
人
一
人
決
ま
っ
た
生
活

に
な
っ
て
し
ま
う
楽
し
く
な
い
世
界
。

・
友
達
や
家
族
の
愛
が
な
か
っ
た
ら
、
助
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
と
思
う
し
、
協

力
し
合
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
と
思
う
。

・
自
分
勝
手
に
生
き
て
い
て
も
楽
し
く
な
い
と
思
う
。

・
愛
が
な
か
っ
た
ら
、
私
た
ち
も
生
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
と
て
も
さ
び
し
い
と
思
う
。

・
自
分
へ
の
愛
が
な
か
っ
た
ら
生
き
て
い
な
い
と
思
う
。

・
み
ん
な
の
愛
が
あ
る
か
ら
、
安
心
し
て
生
き
て
い
る
ん
だ
と
思
う
。

・
嬉
し
い
こ
と
も
悲
し
い
こ
と
も
何
も
感
じ
ら
れ
ず
、
た
だ
時
間
だ
け
が
経
過
し
て
い

く
だ
け
の
世
界
。

・
お
互
い
に
ぶ
つ
か
っ
て
も
あ
や
ま
る
こ
と
が
な
い
し
、
人
に
優
し
く
し
よ
う
と
す
る

思
い
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
無
く
な
り
、
楽

し
く
な
い
世
界
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
う
。

・
と
っ
て
も
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
。
愛
は
自
分
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
て
、
他
人
に
と
っ

て
も
大
事
な
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
な
い
と
人
生
と
い
う
も
の
が
で
き
て
い
な
い
か

ら
！
で
す
。

・
人
に
出
会
っ
て
も
何
も
感
じ
ず
、
困
っ
て
い
る
人
が
い
て
も
話
を
聞
こ
う
と
し
な
い
。

そ
ん
な
世
界
だ
っ
た
ら
何
も
し
ゃ
べ
ら
ず
自
分
の
こ
と
に
も
興
味
が
な
い
（
動
く
た
だ

の
人
形
み
た
い
）。

・
何
か
す
ご
い
大
変
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
ど
う
で
も
い
い
と
思
う
よ
う
な
世
界
で
、
心
、

思
い
や
り
、
感
情
が
す
べ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
何
事
に
も
や
る
気
を
出
さ
な
い

で
、
自
分
の
感
情
が
す
べ
て
ど
う
で
も
い
い
に
集
中
し
て
し
ま
う
よ
う
な
世
界
。



　
ま
た
、
少
人
数
の
班
で
話
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
意
見
を
変
え
て
い

く
姿
が
、
授
業
展
開
の
中
で
多
く
見
ら
れ
た
。
他
者
の
意
見
に
よ
っ
て
自
分
の

気
持
ち
を
揺
り
動
か
さ
れ
、
意
見
を
変
え
て
い
く
こ
と
で
視
点
は
確
実
に
広

が
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
体
験
は
決
し
て
古
典
教
育
に

限
っ
て
効
果
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
古
典
教
材
を
用
い
て
思
考
の

幅
を
広
げ
て
い
く
こ
と
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

る
。
中
学
一
年
生
で
あ
っ
て
も
、
古
典
教
材
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の

「
死
生
」
や
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
大
切
な
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
の

可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

６
　
お
わ
り
に

　
中
学
生
と
古
典
と
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
げ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し

て
こ
れ
ま
で
も
い
ろ
い
ろ
考
え
て
き
た
が
、
学
習
者
に
と
っ
て
「
古
典
」
が
自

分
の
遠
い
世
界
の
絵
空
事
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
た
と
え
時
代
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
人
間
の
「
生
」
の

営
み
が
あ
り
、
煩
悩
や
苦
悩
が
た
し
か
に
あ
っ
た
こ
と
を
気
づ
か
せ
た
い
。
そ

う
し
た
問
題
は
決
し
て
人
ご
と
で
は
な
く
、
自
分
に
も
今
ま
さ
に
降
り
か
か
っ

て
い
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
け
ば
、
こ
の
問
題
が
決
し
て
自
分
だ

け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
授
業
の
進
め
方
の
課
題
と
し
て
、
授
業
者
の
中
の
「
地
上
が
よ
い
」

と
い
う
思
い
が
前
面
に
出
す
ぎ
た
き
ら
い
が
強
く
、
天
上
を
よ
し
と
す
る
意
見

を
出
し
に
く
い
雰
囲
気
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
点

で
学
習
者
が
様
々
な
面
で
思
考
を
繰
り
返
し
、
反
問
し
、
そ
う
し
て
導
き
出
し

た
結
論
と
は
な
り
に
く
か
っ
た
。
ま
た
、
生
徒
の
中
に
「
死
生
観
」
と
い
う
意

識
が
明
確
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
ま
だ
不
十
分
で
あ
り
、
今
後
、
年

間
を
通
し
た
、
ひ
い
て
は
３
年
間
を
意
識
し
て
継
続
的
に
「
死
生
観
」
を
捉
え

た
学
習
を
展
開
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
様
々
な
面
か
ら

「
死
生
」
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
も
意
識
的
ま
た
無
意
識
に
自

分
自
身
の
「
死
生
」
と
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
今
回
の
授
業
は
今
後
の
授
業
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
く
一
つ
の
実
験
授
業

で
あ
っ
た
と
思
う
し
、
今
後
も
研
鑽
を
積
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
本
授
業
は
小
グ
ル
ー
プ
と
い
う
一
つ
の
学
習
形
態
を
用
い

た
実
践
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
を
用
い
て
い
か
に
学
習
者
に
問
題
を
突
き
つ
け

考
え
さ
せ
る
か
、
そ
う
し
た
授
業
を
い
か
に
構
築
し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
続
け
て
い
く
こ
と
も
、
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
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