
１
　
は
じ
め
に

　
平
成
二
十
年
三
月
に
小
・
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
が
、
平
成
二
十
一
年
三

月
に
は
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
が
そ
れ
ぞ
れ
公
示
さ
れ
た
。
古
典
に
関
わ

る
こ
と
で
の
大
き
な
変
更
点
と
い
え
ば
、
従
来
の
〔
言
語
事
項
〕
が
〔
伝
統
的

な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
へ
と
変
更
さ
れ
、
小
学
校
の
段

階
か
ら
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
す
な
わ
ち
古
典
に
関
す
る
指
導
が
実
施
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
学
校
や

高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
の
指
導
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
、
ま
た
変
え
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
も
と
、
本
稿
で
は
高

等
学
校
に
お
け
る
漢
詩
の
授
業
実
践
を
も
と
に
、
考
察
す
る
。

２
　
古
典
の
授
業
を
ど
う
変
え
て
い
く
の
か

　
昨
年
度
の
本
学
会
の
研
究
協
議
は
「
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
古
典

（
古
文
）
の
学
習
指
導
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
三
氏
の
発
表
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
協
議
を
ま
と
め
た
田
中
宏
幸
［
２
０
１
０
］
は
、
今
後
の
実
践
課
題
に
つ

い
て
、「
古
典
と
ど
の
よ
う
に
出
会
わ
せ
る
か
」「
作
品
を
対
象
化
し
、「
批
評
」

の
観
点
を
も
っ
て
見
る
経
験
を
ど
の
よ
う
に
作
り
出
し
て
い
く
か
」「
複
数
の
教

材
の
組
み
合
わ
せ
の
な
か
で
新
し
い
授
業
作
り
を
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
単

元
づ
く
り
が
適
切
か
」
と
い
う
三
点
を
挙
げ
て 

　
こ
れ
は
、
主
と
し
て
古
文
の
学
習
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
漢

文
の
学
習
に
お
い
て
も
、
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
の
点
に
つ

い
て
は
、「
中
国
の
古
い
詩
文
」
と
い
う
、
古
文
よ
り
も
さ
ら
に
縁
遠
い
で
あ
ろ

う
漢
文
に
、
学
習
者
を
出
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
第
二
の
点
に
関
し

て
も
、
古
代
中
国
と
現
代
日
本
と
の
共
通
点
や
相
違
点
を
見
出
す
だ
け
で
は
、

学
習
者
に
と
っ
て
は
「
な
る
ほ
ど
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
な
く
、

作
品
か
ら
の
問
い
か
け
に
対
し
て
応
答
し
て
い
く
と
い
う
対
話
に
学
習
者
を
参

加
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
己
へ
の
認
識
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
授

業
を
構
想
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
も
第
三
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
複
数
の
教
材
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
有
効
に
は
た
ら
く
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
で
は
、
学
習
者
の
実
態
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
漢
詩
を
用
い
た
二
つ
の
実

践
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
目
標
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
。

い
る
。

（
注
１
）

─　　─９４

【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
１

５１

高
等
学
校
に
お
け
る
漢
詩
教
材
を
用
い
た
学
習
指
導
に
つ
い
て
の
一
考
察

植
　
田
　
　
　
隆



３
　
学
習
者
の
実
態

　
実
践
に
先
立
ち
、
平
成
二
十
一
年
十
月
に
勤
務
校
の
生
徒
に
対
し
、「
漢
文
の

学
習
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」
と
し
て
、
漢
文
の
学
習
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う

な
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
調
査
し
た
。
紙
数
の
関
係
で
詳
細
に
記
す
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
こ
の
調
査
の
結
果
、
次
の
二
点
が
わ
か
っ
た
。

①
　
学
習
者
の
漢
文
へ
の
興
味
関
心
は
［
語
法
的
な
面
へ
の
興
味
→
語
法
的

な
面
の
習
得
／
克
服
→
内
容
面
へ
の
興
味
］
と
い
う
経
路
を
た
ど
っ
て
い

く
。
そ
の
た
め
、
語
法
面
へ
の
興
味
が
持
て
な
け
れ
ば
、
内
容
に
つ
い
て

の
興
味
を
持
つ
こ
と
が
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

②
　
三
年
生
で
は
漢
文
に
対
す
る
苦
手
意
識
が
低
下
し
て
い
る
が
、
語
法
面

へ
の
興
味
に
と
ど
ま
り
、
内
容
に
対
す
る
興
味
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
こ

と
か
ら
、
受
験
用
の
深
い
読
み
込
み
を
必
要
と
し
な
い
漢
文
の
問
題
を
解

く
な
か
で
、
安
易
に
内
容
面
へ
の
興
味
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
漢
文
の
お
も
し
ろ
さ
が
「
点
が
取
れ
る
」
こ
と
に
由
来
す
る

も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
結
果
を
踏
ま
え
、
今
回
の
実
践
で
は
、
教
材
と
し
て
漢
詩
を
用

い
る
こ
と
と
し
た
。
漢
詩
は
、
文
字
数
が
少
な
く
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
句
法
な

ど
も
比
較
的
容
易
で
、
語
法
的
な
面
で
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
学
習
者

に
も
、
抵
抗
は
大
き
く
な
い
と
考
え
た
。
ま
た
、
内
容
的
に
も
、
少
な
い
文
字

数
の
な
か
で
作
者
の
思
い
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
学
習
者
の
興
味
関
心
を
引
き

出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。

　
実
践
に
お
い
て
は
、
学
習
者
が
内
容
の
読
み
取
り
に
終
始
し
て
、
語
法
的
な

面
へ
の
興
味
で
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
、
内
容
面
で
の
興
味
関
心
を

引
き
出
し
た
い
と
い
う
観
点
か
ら
、
教
材
と
す
る
漢
詩
に
つ
い
て
、
積
極
的
に

現
代
語
訳
を
活
用
し
て 

　
そ
し
て
、
指
導
に
際
し
て
は
、
現
代
と
の
共
通
点
や
相
違
点
を
探
す
こ
と
で
、

学
習
者
を
単
に
漢
詩
の
世
界
に
同
化
／
異
化
さ
せ
て
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、

作
品
（
あ
る
い
は
教
科
書
）
を
批
評
的
に
読
む
こ
と
で
テ
キ
ス
ト
と
対
話
さ
せ
、

可
能
で
あ
れ
ば
、
学
習
者
が
作
品
と
の
対
話
を
通
し
て
自
己
の
認
識
を
拡
充
し

た
り
、
あ
る
い
は
、「
自
己
の
問
い
直
し
」
ま
で
到
達
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。
そ

の
た
め
に
も
、
教
材
と
し
て
は
、
複
数
の
詩
を
組
み
合
わ
せ
て
単
元
を
設
定
し
、

そ
こ
に
含
ま
れ
る
作
品
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
材
間

の
共
通
点
・
相
違
点
を
検
討
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
の
か
を
考

え
る
こ
と
で
、
表
現
や
内
容
の
パ
タ
ー
ン
を
読
み
取
ら
せ
て
い
く
こ
と
を
め
ざ

し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
目
的
の
も
と
、
二
つ
の
実
践
を
行
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
実
践
は
、

ど
ち
ら
も
、
多
く
の
作
品
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
を
対
象
化
さ
せ
、

「
批
評
」
の
観
点
を
持
た
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。

４
　
実
践
①
「
訳
詩
を
く
ら
べ
て
読
む
」

４
─
１
　
対
象
学
年
・
時
期

　
対
象
…
海
星
高
等
学
校
　
平
成
二
十
一
年
度
一
年
Ａ
組
（
　
名
）　
国
語
総
合

４４

　
時
期
…
平
成
二
十
二
年
三
月

い
る
。

（
注
２
）

─　　─９５



４
─
２
　
教
材

■
漢
詩
六
編

　「
秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外
」（
韋
応
物
）、「
勧
酒
」（
于
武
陵
）、「
絶
句
」（
杜

甫
）、「
静
夜
思
」（
李
白
）、「
春
暁
」（
孟
浩
然
）、「
登
鸛
鵲
楼
」（
王 

■
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
詩
の 

４
─
３
　
単
元
の
ね
ら
い

　
高
校
一
年
生
に
と
っ
て
、
こ
の
単
元
は
漢
文
の
学
習
の
中
で
は
格
言
（
入
門

単
元
）、
故
事
「
守
株
」「
五
十
歩
百
歩
」「
蛇
足
」、
文
章
「
魏
武
捉
刀
」
に
続

く
三
番
目
の
単
元
で 

こ
こ
ま
で
の
学
習
で
、
学
習
者
は
訓
読
の
方
法
に

は
あ
る
程
度
慣
れ
て
き
て
い
る
も
の
の
、
内
容
を
読
み
取
り
、
自
ら
そ
れ
を
解

釈
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
訓
点
に
し
た
が
っ
て
書

き
下
し
文
に
し
た
り
、
そ
れ
を
現
代
語
訳
し
て
い
く
こ
と
で
満
足
し
、
そ
こ
で

と
ど
ま
っ
て
い
る
段
階
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
学
習
者
に
、
漢
文
の
テ
キ
ス
ト
内
対
話
に
参
加
さ
せ
て
い
く
に

は
、
原
文
を
一
か
ら
解
釈
し
て
い
く
の
で
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、

漢
文
の
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
つ
つ
、
そ
れ
と
の
対
話
に
参
加
さ
せ
る
手
段
と
し

て
、
訳
詩
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
訳
詩
は
、
漢
詩
を
訳
者
が
解
釈
し
、
そ

の
解
釈
を
含
め
た
形
で
作
ら
れ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
は
訳
者
の
思
想
が
表
れ
て

く
る
。
そ
の
訳
詩
を
読
み
く
ら
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
に
漢
詩
の
解
釈

の
多
様
性
や
翻
訳
者
の
思
想
、
受
容
の
パ
タ
ー
ン
に
気
づ
か
せ
る
（
作
品
と
翻

訳
者
と
の
対
話
を
読
み
取
ら
せ
る
）
と
と
も
に
、
そ
れ
を
端
緒
と
し
て
実
際
に

訳
詩
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
表
現
へ
と
つ
な
げ
、
漢
詩
と
い
う

テ
キ
ス
ト
に
対
し
、
学
習
者
か
ら
応
答
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

之
渙
）

　（
注
３
）

訳
詩
（
注
４
）

あ
る
。

（
注
５
）

　
教
材
と
す
る
漢
詩
は
、
近
体
詩
で
は
最
も
短
い
五
言
絶
句
で
、
内
容
の
読
み

取
り
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
、
訳
詩
の
比
較
と
い
う
観

点
か
ら
、
多
く
の
訳
が
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
や
解
釈
が
分
か
れ
る
点
が
あ
る

も
の
を
教
科
書
教
材
な
ど
か
ら
選
択
し
た
。

４
─
４
　
単
元
の
指
導
目
標

（
１
）　
漢
詩
の
形
式
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。

（
２
）　
漢
詩
と
そ
の
複
数
の
訳
詩
を
読
み
く
ら
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に

表
れ
て
い
る
翻
訳
者
の
思
想
や
受
容
パ
タ
ー
ン
に
気
づ
か
せ
る
。

（
３
）　
漢
詩
の
訳
詩
を
創
作
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
作
者
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
に
対
し
て
応
答
す
る
。

４
─
５
　
単
元
の
概
要
と
授
業
の
実
際

　
授
業
は
全
四
時
間
で
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
た
。

【
第
１
次
　
導
入
】
基
礎
知
識
の
確
認
（
〇
・
五
時
間
）

　
最
後
の
訳
詩
の
創
作
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
を
考
え
、
対
句
と
押
韻
を
中
心

に
解
説
し
た
。

【
第
２
次
　
展
開
Ⅰ
】「
秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外
」（
韋
応
物
）
の
訳
詩
の
比
較

（
一
・
五
時
間
）

　
訳
詩
間
で
の
相
違
が
比
較
的
見
出
し
や
す
い
の
で
、
説
明
を
か
ね
て
、
同
詩

を
全
体
で
検
討
し
た
。

①
　
本
文
と
訳
詩
を
掲
載
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
書
き
下
し
文
を
作
成
さ

せ
る
。

②
　
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
、
各
句
ご
と
に
訳
詩
間
の
相
違
点
を
考
え
さ
せ

─　　─９６



る
。（
①
・
②
合
わ
せ
て
〇
・
五
時
間
）

③
　
②
の
結
果
を
数
名
を
指
名
し
て
発
表
さ
せ
る
。（
〇
・
五
時
間
）

　
①
は
、
書
き
下
し
文
も
翻
訳
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
②
で
は
、
訳
詩
の
語
が
詩
の
本
文
で
は
ど
の
語
に
あ
た
る
か
（
あ
る
い
は
も

と
の
詩
に
は
な
い
語
で
あ
る
の
か
）
を
必
ず
確
認
す
る
よ
う
に
指
導
し
た
。
ま

た
、
各
句
ご
と
で
は
指
摘
し
に
く
い
表
現
の
特
色
に
つ
い
て
は
、「
訳
詩
の
特

色
」
と
し
て
ま
と
め
て
記
述
さ
せ
た
。
な
お
、
は
じ
め
に
第
一
句
に
つ
い
て
授

業
者
が
具
体
例
を
示
し
、
そ
の
後
、
個
人
で
相
違
点
を
探
す
時
間
と
し
た
。

　
③
で
は
、
数
名
を
指
名
し
て
見
つ
け
た
相
違
点
を
発
表
さ
せ
た
。
ま
た
、
相

違
が
生
じ
た
理
由
も
、
数
名
に
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
翻
訳
者
の
介
在
を
指

摘
す
る
発
言
が
あ
っ
た
。

【
第
３
次
　
展
開
Ⅱ
】
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
訳
詩
の
比
較
（
二
時
間
）

　
三
～
五
名
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
ら
せ
、
各
グ
ル
ー
プ
に
「
勧
酒
」（
于
武

陵
）、「
絶
句
」（
杜
甫
）、「
静
夜
思
」（
李
白
）、「
春
暁
」（
孟
浩
然
）、「
登
鸛
鵲

楼
」（
王
之
渙
）
の
中
か
ら
好
き
な
詩
を
一
つ
ず
つ
選
ば
せ
、
第
２
次
と
同
じ
要

領
で
訳
詩
の
比
較
を
さ
せ
た
。

①
　
個
人
で
訳
詩
の
相
違
点
と
理
由
を
考
え
さ
せ
る
。（
〇
・
五
時
間
）

②
　
グ
ル
ー
プ
内
で
話
し
合
い
、
考
え
を
深
め
さ
せ
る
。（
一
・
五
時
間
）

　
①
で
、
各
グ
ル
ー
プ
に
選
ば
せ
た
漢
詩
と
そ
の
訳
詩
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
個

人
で
そ
の
相
違
点
と
理
由
を
考
え
さ
せ
た
。

　
そ
し
て
、
②
で
、
①
で
考
え
た
内
容
を
グ
ル
ー
プ
内
で
共
有
し
て
話
し
合
い
、

個
人
で
考
え
た
内
容
を
さ
ら
に
深
め
さ
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
話
し
合
い
は
、

盛
り
上
が
る
班
が
あ
る
反
面
、
ほ
と
ん
ど
話
し
合
い
が
進
ま
な
い
と
こ
ろ
も
い

く
つ
か
見
ら
れ
た
。

【
第
４
次
　
発
展
】
訳
詩
の
創
作
（
一
時
間
）

①
　
解
釈
の
相
違
点
を
も
と
に
し
て
訳
詩
を
創
作
さ
せ
る
。（
〇
・
五
時
間
）

②
　
創
作
し
た
訳
詩
を
グ
ル
ー
プ
内
で
交
流
さ
せ
る
。（
〇
・
五
時
間
）

　
①
は
、
前
時
ま
で
の
話
し
合
い
で
見
出
し
た
解
釈
の
相
違
点
を
も
と
に
、
自

分
な
ら
ど
う
訳
す
か
と
投
げ
か
け
た
う
え
で
行
っ
た
。
そ
の
際
、
読
み
手
に
わ

か
る
よ
う
に
作
る
こ
と
と
し
、
第
１
次
で
扱
っ
た
対
句
や
押
韻
に
つ
い
て
意
識

さ
せ
た
り
、
提
示
さ
れ
た
訳
詩
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
表
現
も
工
夫
す
る
よ
う

指
示
し
た
。
短
い
時
間
で
あ
り
、
苦
し
ん
で
い
る
学
習
者
も
多
か
っ
た
が
、
方

言
を
使
用
し
た
り
、
リ
ズ
ム
を
工
夫
し
た
り
と
表
現
に
工
夫
を
し
た
訳
詩
も
生

ま
れ
た
。
た
だ
、
内
容
的
に
は
そ
れ
ま
で
に
扱
っ
て
い
た
訳
詩
の
表
現
か
ら
の

寄
せ
集
め
の
よ
う
な
も
の
が
多
く
、
独
創
的
な
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
逆
に
、

訳
詩
の
な
か
に
混
ぜ
て
い
た
も
と
の
詩
の
解
釈
か
ら
は
外
れ
た
よ
う
な
突
飛
な

も
の
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
も
多
か
っ
た
。

　
②
で
は
、
同
じ
漢
詩
を
訳
し
た
と
き
に
ど
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
た
か
を
確

認
す
る
た
め
に
、
グ
ル
ー
プ
内
で
交
流
さ
せ
た
。

４
─
６
　
授
業
の
反
省

　
授
業
の
最
後
に
書
か
せ
た
感
想
に
は
、「
難
し
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
が
多
く

見
ら
れ
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
学
習
内
容
は
、
漢
詩
と
訳
詩
の
比
較
、
相
違
点

の
指
摘
に
加
え
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
相
違
が
生
じ
た
の
か
を
考
え
さ
せ

る
と
い
う
点
で
、
高
度
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
加

え
、
授
業
者
自
身
、
反
省
す
べ
き
点
が
多
く
あ
っ
た
。

　
最
も
大
き
か
っ
た
の
は
、
訳
詩
の
比
較
に
集
中
す
る
あ
ま
り
、
も
と
も
と
の
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本
文
に
対
す
る
意
識
づ
け
が
低
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
は
じ
め
に

漢
詩
の
読
解
を
行
わ
ず
に
、
い
き
な
り
訳
詩
を
配
布
し
た
の
は
、
学
習
者
に
統

一
的
な
解
釈
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。

授
業
者
と
し
て
は
、
学
習
者
自
身
が
、
個
人
や
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
訳
詩
を
比

較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訳
詩
の
間
の
共
通
点
と
相
違
点
を
見
出
し
、
そ
の
共

通
部
分
を
も
と
に
し
て
、
も
と
の
詩
の
「
揺
る
が
な
い
部
分
」（
枠
組
み
）
に
気

づ
か
せ
よ
う
と
い
う
意
図
は
あ 

し
か
し
、
そ
れ
は
各
自
で
で
き
る
だ
ろ

う
と
予
測
し
て
、
訳
詩
の
比
較
の
際
に
は
相
違
点
の
み
を
指
摘
さ
せ
た
こ
と
が

裏
目
に
出
た
。
こ
こ
で
「
揺
る
が
な
い
部
分
」
を
共
有
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、

学
習
者
は
ベ
ー
ス
と
な
る
読
み
を
得
な
い
ま
ま
に
相
違
点
を
探
す
こ
と
か
ら
は

じ
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
難
し
さ
を
覚
え
て
い
た
。

　
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
結
果
を
教
室
全
体
で
交
流
さ
せ
ら
れ
な

か
っ
た
の
も
反
省
す
べ
き
点
で
あ
っ
た
。

５
　
実
践
②
「
教
科
書
の
唐
詩
観
を
探
る
」

５
─
１
　
対
象
学
年
・
時
期

　
対
象
…
海
星
高
等
学
校
　
平
成
二
十
二
年
度
二
年
Ｄ
組
（
　
名
）　
古
典

４２

　
時
期
…
平
成
二
十
二
年
七
月

５
─
２
　
教
材

■ 『
新
編
古
典
』（
東
京
書
籍
）
所
収
の
唐
詩
十
編

　「
宿
建
徳
江
」（
孟
浩
然
）、「
鹿
柴
」（
王
維
）、「
秋
風
引
」（
劉
禹
錫
）、「
少

年
行
」（
李
白
）、「
磧
中
作
」（
岑
参
）、「
楓
橋
夜
泊
」（
張
継
）、「
登
岳
陽
楼
」

っ
た
。

（
注
６
）

（
杜
甫
）、「
破
山
寺
後
禅
院
」（
常
建
）、「
登
高
」（
杜
甫
）、「
八
月
十
五
日
夜
、

禁
中
独
直
、
対
月
憶
元
九
」（
白
居
易
）

５
─
３
　
単
元
の
ね
ら
い

　
対
象
と
す
る
高
校
二
年
生
の
ク
ラ
ス
で
は
、
漢
文
の
学
習
と
し
て
は
、
一
年

次
の
復
習
と
し
て
、
訓
点
の
つ
け
方
と
書
き
下
し
文
を
演
習
形
式
の
プ
リ
ン
ト

で
実
施
し
た
ほ
か
は
、
模
擬
試
験
の
過
去
問
演
習
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
文
章

を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
問
題
演
習
の
際
に
い
く
つ
か
の
句
法
に
つ

い
て
は
簡
単
な
説
明
を
し
て
は
い
る
が
、
古
典
の
時
間
で
は
、
古
文
の
学
習
が

 

あ
り
、
教
科
書
所
収
の
漢
文
の
文
章
は
扱
っ
て
き
て
い
な
い
。
す
な
わ

ち
、
教
科
書
を
用
い
て
漢
文
を
学
習
す
る
の
は
、
二
年
に
進
級
し
て
か
ら
は
本

単
元
が
初
め
て
で
あ
る
。

　
本
単
元
で
め
ざ
す
の
は
、
教
科
書
所
収
の
十
編
の
唐
詩
を
読
む
こ
と
に
よ
り
、

教
科
書
（
及
び
そ
の
編
纂
者
）
が
提
示
す
る
「
唐
詩
観
」
を
読
み
取
ら
せ
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
教
科
書
の
漢
詩
単
元
の
「
編
集
意
図
」
を
考
え
さ
せ
る
こ
と

で
あ
る
。

　
本
単
元
は
、
前
掲
し
た
田
中
［
２
０
１
０
］
の
実
践
課
題
を
受
け
、
特
に
第

二
、
第
三
の
課
題
を
も
と
に
構
想
し
た
。

　
複
数
の
教
材
を
用
い
た
単
元
づ
く
り
に
関
し
て
は
、『
高
等
学
校
学
習
指
導
要

領
　
国
語
編
』（
改
訂
版
）
古
典
Ｂ
の
言
語
活
動
例
に
お
い
て
も
、「
イ
　
同
じ

題
材
を
取
り
上
げ
た
文
章
や
同
じ
時
代
の
文
章
な
ど
を
読
み
比
べ
、
共
通
点
や

相
違
点
な
ど
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
。」
と
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
複
数
の
教
材

を
読
み
比
べ
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
よ

う
な
実
践
を
す
る
た
め
に
は
、
複
数
の
教
材
を
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

中
心
で

（
注
７
）
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と
は
自
明
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
目
標
に
応
じ
た
教
材
を
広
く
探
し
、
そ
れ
を

用
い
て
単
元
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
望
ま
し
い
の
で
あ
る
が
、
国
語
科

の
教
員
が
、
み
ず
か
ら
漢
文
の
書
籍
を
漁
り
、
漢
文
の
単
元
を
構
成
す
る
こ
と

に
は
、
困
難
さ
も
伴
う
。
そ
こ
で
、
本
単
元
に
お
い
て
は
、
教
科
書
所
収
の
教

材
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
本
校
で
採
用
し
て
い
る
『
新
編
古
典
』（
東
京
書

籍
）
に
は
、
前
掲
の
十
編
の
唐
詩
が
高
校
二
年
生
段
階
で
学
習
す
る
単
元
と
し

て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
十
編
の
唐
詩
を
重
ね
読
み
／
比
べ
読
み
す
る
こ
と

で
、
学
習
者
の
古
典
に
対
す
る
認
識
の
パ
タ
ー
ン
の
拡
充
を
図
り
、
古
典
そ
の

も
の
の
情
報
量
を
増
や
し
て
い
き 

　
ま
た
、「
作
品
を
対
象
化
し
、「
批
評
」
の
観
点
を
も
っ
て
見
る
経
験
を
ど
の

よ
う
に
作
り
出
し
て
い
く
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
本
単
元
で
は
、
唐
詩

そ
の
も
の
と
の
対
話
／
批
評
に
加
え
て
、
そ
れ
ら
の
唐
詩
を
選
択
（
編
集
）
し

た
教
科
書
（
及
び
そ
の
編
纂
者
）
に
対
す
る
対
話
／
批
評
を
試
み
る
。
教
科
書

に
収
め
ら
れ
た
十
編
の
唐
詩
を
見
た
と
き
に
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
、
自
然
を
詠

ん
だ
も
の
（「
鹿
柴
」・「
破
山
寺
後
禅
院
」）、
ま
た
自
然
と
自
己
の
境
遇
を
比
較

し
、
み
ず
か
ら
の
人
生
を
嘆
じ
た
も
の
（「
宿
建
徳
江
」・「
登
岳
陽
楼
」・「
登

高
」
な
ど
）
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
同
じ
人
生
の
一
場
面
を
切
り
取
っ
た
も

の
で
あ
っ
て
も
、
友
人
と
楽
し
く
語
ら
っ
た
り
、
恋
愛
に
つ
い
て
詠
じ
た
詩
も

存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
教
科
書
の
単
元
に
は
収
め
ら
れ
て

い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
思
い
切
っ
た
言
い
方
を
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
教
科
書

に
お
い
て
は
、
唐
詩
は
「
自
然
と
人
生
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
唐
詩
の
単

元
は
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
本
単
元
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
「
自
然
と
人
生
」
と
い
う
教

科
書
の
提
示
す
る
大
き
な
枠
組
み
に
沿
い
、
各
詩
に
お
い
て
、
そ
の
詩
の
主
題

た
い
。

（
注
８
）

を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
や
人
生
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

る
か
を
読
み
取
ら
せ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
読
み
取
っ
た
主
題
を
も
と
に
し

て
、
学
習
者
に
教
科
書
が
提
示
す
る
枠
組
み
（
唐
詩
観
）
を
考
え
さ
せ
る
（
教

科
書
の
唐
詩
観
の
メ
タ
化
）。
ま
た
本
校
の
教
科
書
に
お
い
て
は
、「
旅
」
に
関

す
る
詩
が
多
い
の
で
、
唐
詩
に
お
け
る
「
旅
」
の
諸
相
（
ど
の
よ
う
な
描
か
れ

方
を
し
て
い
る
か
）
に
つ
い
て
も
、
比
べ
読
み
に
よ
っ
て
考
え
さ
せ
た
い
。

　
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
読
み
取
り
に
際
し
て
は
、
学
習
者
の
負
担
に
な
ら

な
い
程
度
に
漢
文
の
句
形
や
漢
詩
の
規
則
に
つ
い
て
の
指
導
も
含
め
る
こ
と
と

 
５
─
４
　
単
元
の
概
要
と
授
業
の
実
際

　
授
業
は
全
六
時
間
で
次
の
よ
う
に
展
開
し
た
。

【
第
１
次
　
導
入
】
漢
詩
（
近
体
詩
）
の
基
礎
知
識
の
確
認
と
詩
の
基
本
情
報
の

読
み
取
り
（
二
・
五
時
間
）

①
　
漢
詩
の
基
礎
知
識
の
確
認
（
一
時
間
）

②
　
詩
の
基
本
情
報
の
読
み
取
り
（
一
・
五
時
間
）

　
①
は
、
二
年
生
で
は
じ
め
て
の
漢
詩
の
単
元
で
あ
り
、
漢
詩
を
一
年
次
に
学

習
し
て
い
な
い
者
も
い
た
た
め
で
あ
り
、
改
め
て
プ
リ
ン
ト
を
用
い
て
、
漢
詩

の
形
式
・
押
韻
・
対
句
の
確
認
し
た
。

　
②
で
は
、
①
を
踏
ま
え
て
実
際
に
ど
の
よ
う
に
押
韻
や
対
句
が
な
さ
れ
て
い

る
か
教
科
書
所
収
の
唐
詩
で
確
認
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
が
ど
の
よ
う

な
時
と
場
で
詠
ま
れ
た
か
、
現
代
語
訳
も
参
考
に
し
な
が
ら
考
え
さ
せ
た
。

【
第
２
次
　
展
開
Ⅰ
】
教
科
書
の
唐
詩
観
の
読
み
取
り
（
一
・
五
時
間
）

　
教
科
書
の
詩
の
テ
ー
マ
に
よ
る
分
類
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
科
書
所
収

す
る
。

（
注
９
）
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の
詩
が
「
旅
」
や
「
自
然
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
、

使
用
し
て
い
る
教
科
書
が
、
ど
の
よ
う
な
唐
詩
観
に
基
づ
い
て
編
集
さ
れ
て
い

る
か
を
考
え
た
。

①
　
教
科
書
の
漢
詩
を
分
類
さ
せ
る
。（
一
時
間
）

②
　
教
科
書
所
収
の
漢
詩
の
テ
ー
マ
が
偏
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。

（
〇
・
五
時
間
）

　
①
で
は
ま
ず
、
教
科
書
の
唐
詩
を
松
浦
友
久
の
分
類
に
基
づ
き
十
の
テ
ー
マ

（「
情
愛
」、「
友
情
」、「
戦
乱
」、「
飲
酒
」、「
自
然
」、「
懐
古
」、「
旅
」、「
別

れ
」、「
政
治
」、「
自 

に
分
類
さ
せ
た
。

　
そ
し
て
、
②
で
、
ど
の
テ
ー
マ
が
多
い
か
を
確
認
し
、
教
科
書
所
収
の
詩
の

テ
ー
マ
が
「
旅
」
と
「
自
然
」
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
教
科
書
の

詩
の
採
録
に
関
し
て
は
、
編
纂
者
の
意
図
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

【
第
３
次
　
展
開
Ⅱ
】
比
べ
読
み
に
よ
る
旅
の
諸
相
の
読
み
取
り
（
二
時
間
）

　
第
２
次
で
分
類
し
た
テ
ー
マ
の
う
ち
、
数
が
多
い
「
旅
」
の
詩
に
つ
い
て
、

比
べ
読
み
を
行
い
、
唐
詩
に
お
い
て
「
旅
」
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か

を
読
み
取
っ
た
。

①
　「
旅
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
詩
の
共
通
点
を
考
え
さ
せ
る
。（
〇
・
五
時
間
）

②
　「
悲
し
さ
」
や
「
孤
独
」
が
詩
中
の
ど
の
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か

を
考
え
さ
せ
る
。（
一
時
間
）

③
　「
旅
」
の
詩
を
比
べ
読
み
し
て
気
付
い
た
こ
と
を
記
述
さ
せ
る
。（
〇
・
五

時
間
）

　
①
で
は
、
指
名
し
た
学
習
者
か
ら
「
一
人
で
い
る
状
況
」「
自
然
の
壮
大
さ
」

「
悲
し
さ
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
②
に
お
い
て
、
特
に
心
情

に
関
わ
る
「
悲
し
さ
」
や
「
一
人
で
い
る
＝
孤
独
」
が
、
詩
中
の
ど
の
語
に

適
」）

（
注
　
）
１０

よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
同
時
に
詩
中
の
ど
の
こ
と
ば
が
そ
の
よ

う
な
心
情
を
も
た
ら
し
た
か
（
原
因
と
な
っ
た
か
）
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い

て
考
え
さ
せ
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
③
で
書
か
せ
た
こ
と
を
用
い
て
、
全
体
の

ま
と
め
を
行
っ
た
。

５
─
５
　
授
業
の
反
省

　
第
１
次
が
、
少
し
冗
長
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
来
は
、
最
低
限
押
さ
え
る

べ
き
ポ
イ
ン
ト
の
み
を
押
さ
え
て
、
第
２
次
以
降
に
入
っ
て
い
き
た
か
っ
た
の

だ
が
、
十
編
と
い
う
詩
の
多
さ
も
あ
り
、
予
想
以
上
に
時
間
が
か
か
っ
た
。

　
第
２
次
は
、
松
浦
友
久
［
１
９
９
２
］『
中
国
名
詩
集
』
の
テ
ー
マ
分
け
を
少

し
ア
レ
ン
ジ
し
て
、
学
習
者
に
提
示
し
た
の
だ
が
、
複
数
の
テ
ー
マ
に
ま
た
が

る
も
の
が
多
く
、
学
習
者
に
は
、
難
し
い
面
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
第
３
次
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
「
旅
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
に
つ

い
て
、
共
通
点
を
考
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
つ
い
て
、「
悲
し
さ
」
や
「
孤
独
」
を
表
現
す
る
語
を
考
え
さ

せ
、
そ
の
後
指
名
し
て
答
え
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
少
し
単
調
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

も
う
少
し
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
と
感
じ
た
。

　
全
体
的
に
、
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
授
業
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、

前
述
の
通
り
、
第
１
次
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
学
習
者
の
意

欲
を
内
容
面
へ
の
興
味
ま
で
も
っ
て
い
く
こ
と
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
現
代
語
訳
を

提
示
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
う
ま
く
機
能

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
現
代
語
訳
を
提
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
漢
詩
自
体
へ
の
抵
抗
感
は
、
い
く
ら
か
は
軽
減
で
き
た
の
で
は
な
い
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か
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
容
の
読
み
深
め
の
段
階
（
第
２
次
・

第
３
次
）
で
、
詩
の
内
容
が
わ
か
ら
ず
に
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
状
態
の

学
習
者
が
少
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
旅
」
の
詩
の
共
通
点
を
考
え
さ
せ
た
り
、
そ

の
表
現
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
、
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る

か
を
考
え
る
際
に
は
、
現
代
語
訳
が
学
習
者
に
と
っ
て
は
大
き
な
助
け
と
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
第
３
次
の
最
後
に
、
比
べ
読
み
に
よ
っ
て
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と

め
る
よ
う
な
形
で
、「
旅
」
の
諸
相
を
考
え
さ
せ
た
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
か

な
か
っ
た
。
考
え
る
た
め
の
視
点
と
し
て
、
学
習
者
に
は
、
自
然
と
の
関
わ
り

に
注
目
す
る
よ
う
に
指
示
し
、「
自
然
と
い
う
大
き
な
存
在
に
比
べ
、
自
分
は
と

て
も
小
さ
な
存
在
だ
と
思
わ
さ
れ
、
愁
い
て
い
る
」
や
「
壮
大
な
自
然
が
見
渡

す
か
ぎ
り
、
孤
独
な
自
分
を
か
こ
ん
で
い
る
よ
う
で
余
計
さ
み
し
く
さ
せ
る
感

じ
が
す
る
。
風
や
川
の
流
れ
な
ど
か
ら
自
然
に
は
い
き
い
き
し
た
感
じ
が
す
る

け
ど
、
孤
独
な
旅
人
に
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ

た
が
、
自
然
と
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
を
対
比
す
る
ま
で
で
と
ど
ま
っ
て
し
ま

い
、「
旅
の
諸
相
」
を
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。
最
初
に
視

点
を
提
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
学
習
者
の
発
想
を
狭
め
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
反
省
し
て
い
る
。
し
か
し
、
詩
の
作
者
が
旅
先
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

も
の
に
対
し
て
愁
い
を
感
じ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
で
の
愁

い
の
要
因
を
考
え
さ
せ
る
過
程
で
、
あ
る
程
度
は
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
た

と
考
え
る
。

　
本
実
践
で
は
、
本
来
は
、
こ
の
後
に
第
４
次
と
し
て
、
教
科
書
で
示
さ
れ
た

唐
詩
観
を
理
解
し
た
後
に
、
自
己
の
唐
詩
観
を
拡
充
す
る
と
い
う
過
程
を
計
画

し
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
漢
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
（
詞
華
集
）
を
各
自
で
創

作
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
科
書
の
内
容
に
限
定
さ
れ
ず
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
詩
を
集
め
、
そ
れ
を
自
ら
の
編
集
意
図
に
沿
う
よ
う
に
編
纂
さ
せ

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
数
多
く
の
漢
詩
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢

詩
の
有
り
様
を
よ
り
広
い
視
野
か
ら
眺
め
さ
せ
、
自
己
の
唐
詩
観
を
拡
げ
つ
つ
、

さ
ら
に
、
第
２
次
に
お
い
て
獲
得
し
た
「
編
集
」
の
概
念
を
、
自
分
で
適
用
し

て
、
誰
に
読
ま
せ
た
い
か
、
あ
る
い
は
誰
の
た
め
に
編
集
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
か
ら
、
編
集
意
図
を
ま
と
め
さ
せ
た
上
で
、
そ
れ
に
沿
う
よ
う
な
漢
詩
を
選

択
し
、
配
列
し
て
い
く
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
こ
の
作
業
に
よ
り
、
学
習
者
は

教
科
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外
に
も
多
数
の
漢
詩
を
読
む
こ
と
に
な
り
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
の
多
く
の
作
品
の
な
か
か
ら
自
分
の
意
図
に
沿
う
も
の
を
選
択

し
て
い
く
過
程
で
、
作
品
を
批
評
的
に
読
む
視
点
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
て
い
る
。
今
回
は
、
時
間
の
関
係
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

６
　
今
後
の
展
望

　
本
稿
に
お
け
る
二
つ
の
実
践
は
、
率
直
に
言
っ
て
、
い
ず
れ
も
成
功
し
た
と

は
言
い
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
課
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
の
反
省

で
記
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
実
践
に
よ
っ
て
、
学
習
者
に
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、

テ
キ
ス
ト
を
批
評
的
に
読
む
と
い
う
経
験
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

ま
た
、
多
く
の
文
章
を
重
ね
て
読
む
と
い
う
経
験
は
、
現
代
文
・
古
文
・
漢
文

を
問
わ
ず
、
長
文
で
は
学
習
者
に
と
っ
て
の
負
担
も
大
き
い
こ
と
は
否
め
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
短
詩
型
文
学
で
あ
る
漢
詩
を
用
い
る
こ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
単
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元
を
構
成
し
て
い
く
う
え
で
、
ひ
と
つ
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の

二
つ
の
実
践
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

　
そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
学
習
者
が
、
作
品
と
の
対
話
を
通
し
て
自
己
の
認
識

を
拡
充
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
自
己
の
問
い
直
し
」
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
な
単
元
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
学
習
者
が
い
ま
持
っ
て
い
る
認

識
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
教
材
や
問
題
を
設
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
現
在

の
国
語
総
合
や
古
典
の
教
科
書
で
唐
詩
の
単
元
が
提
示
し
て
い
る
「
自
然
と
人

生
」
や
「
旅
」
と
い
う
テ
ー
マ
お
よ
び
そ
こ
に
含
ま
れ
る
作
品
は
、
漢
詩
の

テ
ー
マ
と
し
て
は
広
く
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
優
れ
た
作
品
が
存
在

し
て
い
る
と
は
い
え
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
少
し
縁
遠
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も

否
め
な
い
。
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
学
習
者
と
向
き
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、
た

だ
「
す
ば
ら
し
い
か
ら
」「
名
作
だ
か
ら
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
何
ら
か

の
工
夫
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
あ
る
い
は
、
今
回
は
ま
だ
実
践

で
き
て
い
な
い
が
、
学
習
者
が
編
纂
し
た
漢
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
利
用
し
て
、

彼
ら
が
有
す
る
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
問
題
に
即
し
た
新
た
な
単

元
の
設
定
や
教
材
の
選
択
を
お
こ
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
こ
れ
か
ら
は
必

要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
実
践
を
踏
ま
え
、
学
習
者
の
古
典
（
漢
文
）
と
の
出
会

わ
せ
か
た
や
、
よ
り
多
く
の
テ
キ
ス
ト
を
読
ま
せ
、
そ
れ
を
学
習
者
の
批
評
的

な
読
み
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て

い
き
た
い
。

７
　
お
わ
り
に
～
協
議
を
受
け
て
～

　
最
後
に
、
研
究
協
議
の
場
で
い
た
だ
い
た
発
言
を
踏
ま
え
、
本
実
践
を
振
り

返
っ
て
み
た
い
。

　
本
実
践
は
、
前
述
の
通
り
、
学
習
者
を
漢
文
テ
キ
ス
ト
と
の
対
話
の
場
に
参

画
さ
せ
る
た
め
の
導
入
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
（「
対
話
を
読
む
レ
ッ
ス

ン
」
の
場
）
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
実
践
で
は
、
漢
詩
そ
の
も
の
を
読
む

の
で
は
な
く
、
漢
詩
と
学
習
者
と
の
間
に
介
在
し
て
テ
キ
ス
ト
を
受
容
す
る
翻

訳
者
や
編
集
者
の
解
釈
／
翻
訳
の
有
り 
様 
を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。

よ
う

し
か
し
、
そ
の
実
践
に
際
し
て
、
授
業
者
で
あ
る
私
自
身
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
分

析
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
回
の
実
践
が
成
功
し
な
か
っ
た
大
き
な
要

因
で
あ
る
。

　
さ
て
、
学
習
者
が
漢
文
テ
キ
ス
ト
と
そ
れ
を
受
容
す
る
側
と
の
対
話
を
読
み

取
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
は
、
テ
キ
ス
ト
と
翻
訳
者
と
の
対
話
を
読
み
取
っ
て
い
く
段
階
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
漢
文
の
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
翻
訳
と
を
比
較
し
、
相
違
点
を
指
摘
す
る

こ
と
か
ら
、
翻
訳
の
こ
と
ば
が
本
文
の
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
、
本
文
に
な
い

こ
と
ば
を
補
っ
て
い
る
の
か
、
本
文
の
こ
と
ば
を
拡
大
解
釈
し
て
い
る
の
か
な

ど
を
考
え
る
こ
と
で
、
翻
訳
者
が
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
っ
て

い
る
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
次
の
段
階
は
、
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
と
翻
訳
者
と
の
対
話
を
読
み

取
る
段
階
で
あ
る
。
翻
訳
者
が
、
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
の
人
物
像
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
て
い
る
か
、
書
き
手
の
心
情
や
生
き
て
い
た
社
会
を
ど
の
よ
う
な
も
の
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で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
か
と
い
う
点
を
読
み
取
る
の
が
こ
の
段
階
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
テ
キ
ス
ト
の
本
文
に
は
表
れ
て
い
な
い
部
分
を
読
み
取
る
段
階
に
あ

た
る
。

　
今
回
の
実
践
で
は
、
学
習
者
は
漢
詩
の
テ
キ
ス
ト
で
は
な
く
、
そ
の
訳
詩
の

比
較
に
と
ど
ま
り
、
も
と
の
テ
キ
ス
ト
の
表
現
を
な
お
ざ
り
に
し
て
し
ま
っ
た

点
に
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
第
一
の
対
話
の
段
階
に
も
至
っ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
今
後
の
展
開
と
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
対
話
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
て

い
く
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
対
話
の
読
み
取
り
に
よ
っ
て
、
学
習
者
は
、
翻
訳
者
た
ち
を

「
他
者
」
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
さ
ら
に
、
テ
キ
ス
ト
／
書
き

手
と
翻
訳
者
の
「
対
話
」
を
活
か
し
て
、
学
習
者
が
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
を
お
こ

な
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
翻
訳
者
と
い
う
「
他
者
」
を
「
批
評
」
す
る
こ
と
に

な
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
学
習
者
の
翻
訳
を
教
師
が
読
む
こ
と
は
、

学
習
者
と
翻
訳
者
の
「
対
話
」
を
読
む
こ
と
に
な
り
、
教
師
は
そ
の
「
対
話
」

を
読
み
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
者
を
「
批
評
（
評
価
）」
す
る
と
い
う
ス
パ
イ

ラ
ル
が
お
こ
る
。
こ
の
く
り
か
え
し
が
、
学
習
者
の
読
み
の
力
を
高
め
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
は
、
漢
文
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
代
文
や
古
文
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
教

材
の
な
か
で
く
り
か
え
し
実
践
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
漢

文
の
教
材
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
あ
る
い
は
漢
文
の
教
材
で
可
能

と
な
る
な
ら
ば
、
漢
文
で
実
施
を
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
。
漢
文
だ
け
で
し
か

で
き
な
い
と
い
う
授
業
で
は
な
い
。
し
か
し
、
漢
文
に
は
「
訓
読
」
と
い
う
過

程
を
は
さ
む
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
授
業
に
適
し
た
教
材
は
、
数
多
く
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
翻
訳
者
と
の
「
対
話
」
の
次
に
は
、
同
じ
く
「
介
在
す
る
者
」

で
あ
る
「
書
き
手
／
語
り
手
」
を
意
識
さ
せ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
「
書

き
手
／
語
り
手
」
が
何
と
「
対
話
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
読
み
取
る
段

階
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
旅
」
の
諸
相
を
読
み
取
る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
ひ
と

つ
の
手
段
と
な
る
。
複
数
の
詩
に
お
い
て
「
旅
」
が
ど
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い

る
か
を
読
み
取
り
、
そ
の
よ
う
な
「
旅
」
の
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
、
Ａ
と
い
う

テ
キ
ス
ト
の
「
書
き
手
」
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

読
み
取
る
。
そ
れ
は
、「
旅
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
／
世
界
／
問
題
領
域
と
「
書
き

手
」
が
ど
の
よ
う
に
「
対
話
」
し
て
い
る
か
を
読
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う

に
表
現
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
／
世
界
／
問
題
領
域
と
対
話

す
る
「
書
き
手
」
と
い
う
「
他
者
」
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
学
習
者
自
身
も
そ

の
問
題
領
域
に
参
入
す
る
。
そ
し
て
、「
書
き
手
」
と
い
う
「
他
者
」
と
並
び
立

ち
な
が
ら
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
主
体
と
な
り
、
書
き
手
を
「
批
評
」

す
る
。
今
回
の
実
践
の
場
合
で
は
、
学
習
者
の
訳
詩
や
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
な
ど
が
、

「
漢
詩
の
翻
訳
」
と
「
唐
詩
の
編
集
」
と
い
う
問
題
領
域
に
対
す
る
学
習
者
の

「
対
話
」
へ
の
参
入
と
「
批
評
」
を
読
み
取
る
材
料
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
学
習
者

の
読
み
の
段
階
と
彼
ら
が
と
ら
わ
れ
て
い
る
問
題
領
域
と
を
探
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
次
の
展
開
を
考
え
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

８
　
参
考
引
用
文
献

【
書
　
籍
】

○
松
浦
友
久
【
編
】［
１
９
８
７
］『
校
注
　
唐
詩
解
釈
辞
典
』
大
修
館
書
店
、

─　　─１０３



１
９
８
７
・
　
・
　
１１

０１

○
松
浦
友
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校
注
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詩
解
釈
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付
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代

詩
』
大
修
館
書
店
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２
０
０
１
・
　
・
　
０４

２０

○
石
川
忠
久
【
編
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２
０
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９
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漢
詩
鑑
賞
事
典
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講
談
社
（
講
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学
術

文
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）、
２
０
０
９
・
　
・
　
０３

１０

○
目
加
田
誠
【
著
】
渡
辺
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喜
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編
】［
２
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２
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新
書
漢
文
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系
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唐
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選
【
新
版
】』、
明
治
書
院
、
２
０
０
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・
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１９

○
前
野
直
彬
【
注
解
】［
２
０
０
０
］『
唐
詩
選
（
中
）』、
岩
波
書
店
（
岩
波
文

庫
）、
２
０
０
０
・
　
・
　
１０

１６

○
井
伏
鱒
二
［
１
９
９
４
］『
厄
除
け
詩
集
』、
講
談
社
（
講
談
社
文
芸
文
庫
）、

１
９
９
４
・
　
・
　
０４

１０

○
松
下
緑
［
２
０
０
３
］『
漢
詩
七
五
訳
に
遊
ぶ
─
「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
ダ
ケ
ガ
人
生

カ
』、
集
英
社
、
２
０
０
３
・
　
・
　
０２

１０

○
佐
久
協
［
２
０
０
７
］『
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
泣
い
た
「
唐
詩
」
一
〇
〇
選
』、

祥
伝
社
（
祥
伝
社
新
書
）、
２
０
０
７
・
　
・
　
０５

０５

○
桃
白
歩
実
［
２
０
０
５
］『
関
西
弁
で
愉
し
む
漢
詩
』、
子
供
の
未
来
社
（
寺

子
屋
新
書
）、
２
０
０
５
・
　
・
　
０１

３０

○
松
浦
友
久
［
１
９
９
２
］『
中
国
名
詩
集
─
美
の
歳
月
─
』、
朝
日
新
聞
社

（
朝
日
文
庫
）、
１
９
９
２
・
　
・
　
０７

１５

○
藤
井
貞
和
［
１
９
９
８
］『
古
典
の
読
み
方
』、
講
談
社
（
講
談
社
学
術
文
庫
）、

１
９
９
８
・
　
・
　
０２

１０

○
田
部
井
文
雄
【
編
】［
２
０
０
５
］『
漢
文
教
育
の
諸
相
─
研
究
と
教
育
の
視

座
か
ら
』、
大
修
館
書
店
、
２
０
０
５
・
　
・
　
１２

１０

【
論
　
文
】

○
金
子
直
樹
［
２
０
１
０
］「
比
べ
読
み
で
身
に
つ
く
学
力
」、『
国
語
教
育
研

究
』　
、
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
会
、
２
０
１
０
・
　
・
　

５１

０３

３１

○
田
中
宏
幸
［
２
０
１
０
］「
古
典
と
の
対
話
を
通
じ
て
自
己
を
問
い
直
す
授
業

実
践
の
構
築
」、『
国
語
教
育
研
究
』　
、
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
会
、

５１

２
０
１
０
・
　
・
　
０３

３１

○
竹
村
信
治
［
２
０
０
８
］「
古
文
学
習
論
─
「
読
解
力
」
育
成
に
向
け
た
５
段

階
学
習
─
」、「
中
等
教
育
に
お
け
る
教
科
内
容
の
開
発
と
そ
の
指
導
に
関
す

る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
中
等
教
育
に
お
け
る
教
科
内
容
の
開
発
と
そ
の

指
導
に
関
す
る
研
究
』、
広
島
大
学
教
育
学
研
究
科
、
２
０
０
８
・
　
・
　
０３

２０

○
竹
村
信
治
［
２
０
１
０
］「
古
文
学
習
論
（
３
）
─
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」

学
習
に
向
け
た
教
材
案
、
な
ら
び
に
『
学
習
指
導
要
領
』
術
語
集
─
」、「
中

等
教
育
に
お
け
る
教
科
内
容
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、『
中
等
教
育

に
お
け
る
教
科
内
容
に
関
す
る
研
究
』、
広
島
大
学
教
育
学
研
究
科
、

２
０
１
０
・
　
・
　
０３

２０

【
教
科
書
】

○ 『
新
編
国
語
総
合
』
東
京
書
籍
、
２
０
０
９
・
　
・
　
０１

２０

○ 『
新
編
古
典
』
東
京
書
籍
、
２
０
０
９
・
　
・
　
０１

２０

【
資
　
料
】

○
文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
国
語
編
』、
東
洋
館
出
版
社
、

１
９
９
９
・
　
・
　
１２

２８

○
文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
　
国
語
編
』、
教
育
出
版
、
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２
０
１
０
・
　
・
　
０６

１５

注１
　
田
中
宏
幸
［
２
０
１
０
］「
古
典
と
の
対
話
を
通
じ
て
自
己
を
問
い
直
す
授

業
実
践
の
構
築
」、p  .   109
   

２
　
た
だ
し
、
稿
者
の
担
当
ク
ラ
ス
は
本
校
に
お
け
る
「
進
学
ク
ラ
ス
」
と
い

う
位
置
づ
け
に
あ
り
、
漢
文
の
句
法
な
ど
の
知
識
が
不
足
し
て
い
る
学
習
者

に
対
し
て
、
こ
れ
を
完
全
に
無
視
し
て
行
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
た
め
、

最
低
限
の
句
法
、
及
び
そ
の
他
の
知
識
的
な
面
に
つ
い
て
も
、
指
導
を
行
う

こ
と
と
す
る
。

３
　「
静
夜
思
」、「
春
暁
」、「
登
鸛
鵲
楼
」
は
教
科
書
（
東
京
書
籍
『
新
編
国
語

総
合
』）
に
採
録
。
そ
の
他
の
詩
は
投
げ
入
れ
教
材
で
あ
る
。

４
　
使
用
し
た
訳
本
は
、
松
浦
友
久
【
編
】『
校
注
唐
詩
解
釈
辞
典
』、
石
川
忠

久
【
編
】『
漢
詩
鑑
賞
事
典
』、
目
加
田
誠
【
著
】
渡
辺
英
喜
【
編
】『
新
書
漢

文
体
系
６
　
唐
詩
選
【
新
版
】』、
前
野
直
彬
【
注
解
】『
唐
詩
選
（
中
）』、
井

伏
鱒
二
『
厄
除
け
詩
集
』、
松
下
緑
『
漢
詩
七
五
訳
に
遊
ぶ
「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
ダ

ケ
ガ
人
生
カ
』、
佐
久
協
『
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
が
泣
い
た
「
唐
詩
」
一
〇
〇
選
』、

桃
白
歩
実
『
関
西
弁
で
愉
し
む
漢
詩
』
で
あ
る
（
書
誌
情
報
は
「
８
　
参
考

引
用
文
献
」
を
参
照
の
こ
と
）。
こ
こ
で
は
「
訳
詩
」
は
　
広
く
漢
詩
の
日
本

語
訳
と
取
り
、
厳
密
に
日
本
語
の
詩
の
形
式
に
則
っ
て
い
な
い
も
の
も
そ
の

定
義
に
含
め
る
こ
と
と
す
る
。

５
　
本
校
で
は
、
高
校
一
年
生
の
国
語
総
合
は
原
則
と
し
て
一
人
の
教
員
で
現

代
文
・
古
文
・
漢
文
の
す
べ
て
を
週
５
～
７
時
間
で
扱
う
。
そ
の
た
め
、
国

語
の
授
業
に
お
け
る
漢
文
の
比
重
は
現
代
文
や
古
文
に
く
ら
べ
る
と
ど
う
し

て
も
低
く
な
っ
て
し
ま
う
。
一
学
期
の
終
わ
り
に
教
科
書
の
入
門
教
材
に
あ

た
る
「
格
言
」
で
訓
点
に
つ
い
て
学
び
、
二
学
期
に
故
事
成
語
三
編
、
そ
し

て
三
学
期
に
「
魏
武
捉
刀
」（『
世
説
新
語
』）
を
学
習
し
て
き
て
い
る
。

６
　
藤
井
貞
和
［
１
９
９
８
］
は
古
典
文
学
の
諸
本
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　
目
の
前
に
な
い
も
の
で
あ
っ
て
は
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、「
作

品
」
は
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
こ
れ
で
は
困
る
。
し
た
が
っ
て

「
作
品
」
は
供
諸
本
僑
全
体
の
な
か
に
あ
る
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

供
諸
本
僑
を
あ
わ
せ
た
総
体
が
「
作
品
」
な
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
実
体

的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、供
諸
本
僑
を
あ
わ
せ
た
総
体
の
な
か
に
ぼ
ん
や

り
と
見
え
て
く
る
、
や
や
幻
想
的
な
全
体
像
が
「
作
品
」
な
の
だ
、
と

い
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
か
。

（
藤
井
貞
和
［
１
９
９
８
］『
古
典
の
読
み
方
』p.30

 
    
）

　
こ
の
中
の
供
諸
本
僑
を
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
者
に
よ
る
供
訳
詩
僑
と
読
み
替

え
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
『
作
品
』
と
供
訳
詩
僑
の
関
係
を
述
べ
た
文
と
な
る
。

７
　
古
文
の
学
習
と
し
て
は
、
古
典
文
法
（
用
言
）
の
復
習
か
ら
入
り
、
並
行

し
て
教
科
書
教
材
と
、
漢
文
と
同
じ
く
模
擬
試
験
の
過
去
問
演
習
を
行
っ
て

い
る
。
教
科
書
教
材
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
『
徒
然
草
』
の
文
章
を
読
ん
で
き

て
い
る
。

８
　
金
子
直
樹
［
２
０
１
０
］
は
、「
比
べ
読
み
」
を
行
う
理
由
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
そ
の
際
の
問
題
点
は
、
何
の
た
め
に
「
読
み
比
べ
」
を
行
う
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
情
緒
的
な
古
典
世
界
（
人
間
）
像
を
よ
り
精
緻
に
理
解

す
る
た
め
、
で
は
な
い
。（
新
し
い
指
導
要
領
の
「
国
語
総
合
」
で
は
、
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「
伝
統
的
な
言
語
文
化
へ
の
興
味
・
関
心
」
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
の

で
、
自
戒
を
込
め
て
注
意
し
た
い
。）「
昔
の
人
の
考
え
方
が
分
か
っ
た
」

「
古
典
の
世
界
（
感
覚
・
人
間
関
係
…
）
の
良
さ
が
分
か
っ
た
」
で
終
わ
り

に
す
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
自
身
が
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
自
己
を
追
跡

し
て
、
テ
キ
ス
ト
と
自
分
と
の
関
係
を
見
出
し
、
自
己
を
問
う
契
機
と
な

る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
思
う
。

（
金
子
直
樹
［
２
０
１
０
］「
比
べ
読
み
で
身
に
つ
く
学
力
」p.99

 
    
）

９
　
な
お
、
前
述
の
通
り
、
対
象
ク
ラ
ス
の
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
本
単
元
は

２
年
生
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
初
め
て
の
漢
文
教
材
で
あ
る
。
一
年
次
に
得
た

漢
文
に
関
す
る
知
識
も
異
な
っ
て
お
り
、
段
階
的
に
実
施
す
る
こ
と
も
検
討

し
た
が
、
田
部
井
文
雄
［
１
９
７
２
／
２
０
０
５
］「
入
門
教
材
と
そ
の
指

導
」
や
長
谷
川
滋
成
［
１
９
８
２
］「
漢
文
の
入
門
期
教
材
論
─
第
一
時
の
教

材
を
め
ぐ
っ
て
─
」
に
お
い
て
、
漢
詩
（
と
く
に
絶
句
）
の
入
門
教
材
と
し

て
の
利
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
時
期
に
本
単
元
を
実
施

し
た
。

　
　
松
浦
友
久
［
１
９
９
２
］『
中
国
名
詩
集
─
美
の
歳
月
─
』
が
提
示
す
る
十

１０
二
の
テ
ー
マ
（
詠
懐
、
詠
物
、
情
愛
、
友
情
、
戦
乱
、
飲
酒
、
山
水
、
懐
古
、

羈
旅
、
離
別
、
経
世
、
自
適
）
を
参
考
に
し
て
設
定
し
た
。
た
だ
し
、
松
浦

の
「
詠
懐
」「
詠
物
」
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
抽
象
度
が
高
く
、
他

の
項
目
に
も
ま
た
が
り
、
学
習
者
に
は
わ
か
り
づ
ら
い
と
考
え
、
テ
ー
マ
と

し
て
設
定
し
な
か
っ
た
。

附
　
記

　
本
論
文
は
第
五
十
一
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
の
研
究
協
議
会

（
平
成
二
十
二
年
八
月
十
二
日
）
に
お
い
て
提
案
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で

す
。
学
部
を
卒
業
し
た
ば
か
り
で
教
員
生
活
二
年
目
と
い
う
若
輩
に
、
こ
の
よ

う
な
発
表
の
場
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
関
係
諸
氏
、
並
び
に
協
議
会
の
場
や
そ

の
後
お
話
し
す
る
中
で
多
く
の
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
方
々
に
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
発
表
に
際
し
て
は
、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

の
佐
藤
大
志
先
生
に
実
践
の
段
階
か
ら
発
表
、
さ
ら
に
は
本
論
文
の
作
成
に
至

る
ま
で
、
多
大
な
る
ご
示
唆
、
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（
海
星
高
等
学
校
）
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