
一
口
語
活
動
の
充
実
を
ど
う
図
る
か

｜
｜
生
徒
の
作
品
分
析
と
授
業
半
年
後
の
生
徒
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
｜
｜

は
じ
め
に

平
成
二
十
年
一
月
十
七
日
に
出
さ
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申
に
お
い
て
、

「
確
か
な
学
力
」
の
要
素
と
は
、

①
基
礎
的

・
基
本
的
な
知
識

・
技
能
の
確
実

な
習
得
、
②
知
識

・
技
能
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考

力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
、
③
学
習
意
欲
の
三
つ
で
あ
る
と
明
示
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、
思
考
力

・
判
断
力
・
表
現
力
等
を
育
成
す
る
た
め
に
、
一
言
語
活
動
の
充

実
が
「
各
教
科
を
貫
く
重
要
な
改
善
の
視
占
乙
で
あ
る
と
改
め
て
整
理
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
知
的
活
動
（
論
理
や
思
考
）
、
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

や
感
性
・
情
緒
の
基
盤
と
い
う
言
語
の
役
割
を
ふ
ま
え
て
の
位
置
づ
け
で
あ

る
。
難
波
（

2
0
0
7）
で
「
あ
ら
ゆ
る
言
語
活
動
は
、
［
考
え
る
こ
と
］
を

く
ぐ
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
稿
者
も
考
え
る
力
（
H

思
考
力
）
が
国
語
科
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
学
び
の
根
幹
を
な
す
力
だ
と

考
え
て
い
る
の
で
、
考
え
る
力
を
常
に
意
識
し
な
が
ら
各
単
元
の
指
導
事
項
を

押
さ
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
稿
者
は
、
考
え

る
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
指
導
者
が
一
方
的
に
授
業
を
し
て
い
く
ス
タ
イ
ル

簸

田

実日

子

の
授
業
よ
り
も
、
生
徒
が
言
語
活
動
を
し
て
い
く
方
が
効
果
的
で
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
数
年
来
言
語
活
動
を
組
み
込
ん
だ
授
業
を
構
築
し
て
き
た
。
し

か
し
生
徒
が
言
語
活
動
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
授
業
を
受
け
、
ま
た
実
際
に

力
が
付
い
た
の
か
を
十
分
検
証
す
る
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
生
徒
は

言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
た
授
業
の
中
で
、
本
当
に
考
え
る
力
を
付
け
た
の
か
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
そ
の
こ
と
を
ど
う
受
け
と
め
て
い
る
の
か
、
ま
た
言
語
活
動

を
す
る
こ
と
自
体
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
検

証

・
考
察
の
場
と
し
て
本
論
文
を
位
置
付
け
て
い
き
た
い
。
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生
徒
・
単
元
に
つ
い
て

（1
）
生
徒
に
つ
い
て

昨
年
度
勤
務
し
て
い
た
広
島
市
立
A
中
学
校
は
、
一
学
年
六

1
八
ク
ラ
ス
の

大
規
模
校
で
あ
る
。
稿
者
は
三
年
生
を
担
任
、
七
ク
ラ
ス
の
う
ち
三
ク
ラ
ス
を

担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
任
者
の
授
業
は
前
向
き
に
受
け
る
講
義
形
式
で

あ
っ
た
と
生
徒
の
話
や
ノ
l
ト
か
ら
伺
え
た
。
稿
者
も
な
か
な
か
授
業
研
究
に

打
ち
込
め
ず
、
年
開
通
し
て
自
分
な
り
に
言
語
活
動
を
工
夫
し
た
と
思
え
る
単



元
は
二
単
元
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
と
き
担
当
し
た
生

徒
は
言
語
活
動
を
し
っ
か
り
し
な
が
ら
学
ん
だ
経
験
が
少
な
い
ま
ま
中
学
校

を
終
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
彼

（
女
）
た
ち
が
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
た
授
業
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い

た
の
か
探
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。

（2
）
単
元
に
つ
い
て

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
C

読
む
こ
と
」
の
中
の
、
「
エ
文
章
を

読
ん
で
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
つ
い
て
考
え
、
自
分
の
意
見
を
も
つ
こ

と
」
、
ま
た
、
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の
「
ア

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
〕
の
（
ア
）
「
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注

意
し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
」
を
指
導
す
る
に
あ
た
り
、

本
学
習
材
「
君
待
つ
と
｜
｜
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
i
｜
｜
」
は
適
し
た
学
習
材

で
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
本
学
習
材
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
和
歌

は
十
七
首
、
時
代
、
内
容
も
多
様
で
あ
り
、
自
然
や
人
を
愛
す
る
心
、
生
活
の

中
の
折
々
の
感
動
な
と
、
さ
ら
に
古
人
と
自
分
を
比
較
す
る
こ
と
で
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
人
間
の
普
遍
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
恩
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
本
学
習
材
は
「
音
読
を
楽
し
も
う
古
今
和
歌
集
仮
名

序
」
を
受
け
て
設
定
し
て
あ
る
と
考
え
る
と
、
古
人
の
「
や
ま
と
う
た
」
に
対

す
る
価
値
観
や
敬
意
に
も
思
い
を
は
せ
な
が
ら
学
習
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
ま
で
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
に
は
、
大
き
な
障
壁
が
あ

る
。
第
一
に
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
古
語
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
、
第
二
に
和

歌
の
解
釈
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
、
さ
ら
に
授
業
時
数
の
問
題
で
あ
る
。
特

に
、
和
歌
の
解
釈
が
不
十
分
で
あ
る
と
、
先
に
挙
げ
た
人
間
の
普
遍
性
に
ま
で

は
と
う
て
い
考
え
が
及
ば
な
い
と
考
え
る
。
今
回
の
実
践
で
は
、
こ
の
点
を
克

服
す
る
た
め
に
生
徒
に
好
き
な
和
歌
を
選
択
さ
せ
、
同
様
の
主
題
の
和
歌
を
つ

く
ら
せ
る
と
い
う
言
語
活
動
を
仕
組
ん
だ
。
と
い
う
の
も
、
指
導
者
が
十
七
首

の
和
歌
に
つ
い
て
こ
と
細
か
く
説
明
し
て
も
飽
き
て
く
る
の
は
想
像
に
難
く
な

い
し
、
何
よ
り
和
歌
と
の
距
離
感
が
縮
ま
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
な

お
、
今
回
設
定
し
た
言
語
活
動
は
中
央
教
育
審
議
会
答
申
（
平
成
二
十
年
）
で

挙
げ
ら
れ
た
「
思
考
力
・
判
断
力
表
現
力
等
を
は
ぐ
く
む
学
習
活
動
の
例
」

と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
六
つ
の
う
ち
の
「
③
概
念

・
法
則
・
意
図
な
ど
を
解
釈

し
、
説
明
し
た
り
活
用
し
た
り
す
る
」
活
動
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

3
）
学
習
過
程
に
つ
い
て

（次
ぺ
1
ジ
表
参
照
）
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生
徒
の
考
え
る
力
を
引
き
出
す
工
夫

（1
）
現
代
風
に
創
作
す
る
こ
と

古
典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
の
一
つ
は
、
古
典
に
表
さ
れ
た
古
人
の
思
い
を
知

り
、
現
代
の
自
分
と
比
較
し
、
そ
の
共
通
点
相
違
点
を
考
え
る
こ
と
、
特
に
共

通
点
を
探
る
中
で
人
間
の
普
遍
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と
稿
者
は
考

え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
関
わ
っ
て
き
た
生
徒
た
ち
が
、
古
典
は
現
代

に
生
き
る
自
分
た
ち
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
、
遠
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
が
ち

で
あ
っ
た
な
か
で
、
現
代
（
人
）
と
古
典
（
古
人
）
の
共
通
点
を
考
え
る
こ
と

で
古
典
（
古
人
）
に
親
し
み
を
増
し
、
時
代
は
違
っ
て
も
人
間
と
い
う
も
の
は

同
じ
よ
う
な
も
の
だ
な
あ
と
い
う
思
い
を
持
ち
、
古
典
を
好
き
に
な
っ
て
い
っ

た
姿
か
ら
得
た
も
の
で
あ
る
。
古
典
の
中
に
措
か
れ
て
い
る
古
人
の
思
い
を
ど



2. (3）学習過程

主な学習活動 指導上の留意点 評価規準

一 次 全首を音読する。 －歴史的仮名遣いを確認 全首をリズムを大切に

1 する。 しながら音読している。

－リズムの美しさに留意

させる。

一 次 －和歌の基本的事項につ －三大和歌集の特徴 ・基 和歌の基本的事項につ

2 いて知る。 本用語について指導す いて理解している。

る。

一 次 －プリントに難解語句の －歴史的仮名遣いや基本 和歌の大意をつかんで

3・4 意味を書きながら和歌 用語なども再度押さえ いる。

の大意をつかむ。 る。

－作者についても解説を

加えて、興味を促す。

二 次 . 17首の中から現代風 －古今集－新古今集は －創作してみたい和歌を

5 に書き換えて創作して テーマごとの配列であ 3首選んで、その理由を

(0.5h) みたい和歌を三首選び、 ることを知る。 書いている。

理由を書く 。 －指導者が調整して平均

的な人数にする。

二 次 －現代風にするために －教科書掲載作品の長歌 －元の歌のテーマに沿っ

6 テーマを感じさせる小 を例にとり、指導者が、 た小道具を用いている。

道具を考えさせる。 創作をした過程を見せ －五 ・七・五 ・七・七の

－小道具を元に五 ・七・ て学習活動のイメージ 形式に則り、元の歌の

五・七・七の和歌を創 をつかませる。 テーマと同様の和歌を

作する。 －筆名（ペンネーム）も 創作している。

考えさせる。

二 次 －仲間の創作した和歌を －元の歌をふまえたうえ －テーマに着目して創作

7 読み、元の歌を考える。 でよい歌を選択するこ した和歌の元の歌を選

（クイズ元の歌はどれ とを押さえる。 択することができてい

でしょう） －クイズの正解は歌を る。

－元の歌をふまえたうえ 作 った本人に発表させ －今も昔も変わらない人

で、一番ょいと思う歌 る。 間の思い （普遍性）に

を選び投票する。 ついて理解している。

クイズの答え合わせを

する。

－感想、を書く 。

・ベスト 3を発表、表彰する。
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う
解
釈
し
、
自
分
た
ち
と
比
較
す
る
か
。
今
回
は
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
し
た

い
と
考
え
、

『桃
尻
語
訳
「
枕
草
子
」
』
や

『チ
ョ
コ
レ
ー
ト
語
訳
み
だ
れ
髪
』

な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
同
じ
テ
！
マ
で
現
代
風
に
書
き
換
え
創
作
し
て
い
く
こ
と
と

し
た
。
こ
の
活
動
を
さ
せ
る
こ
と
は
古
人
と
現
代
人
は
共
通
点
が
あ
り
、
同
様

の
テ
l
マ
で
現
代
人
も
和
歌
を
創
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
前
提

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
人
間
の
普
遍
性
に
つ
い
て
生
徒
が
納
得
し
や

す
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
ま
た
、
言
語
活
動
と
し
て
は
和
歌
を
一
首
創
作
す

る
、
ク
イ
ズ
（
創
作
し
た
和
歌
の
元
の
歌
を
探
す
）
、
最
優
秀
作
品
に
投
票
す

る
と
い
っ
た
活
動
な
の
で
全
体
的
に
は
時
間
も
そ
れ
ほ
ど
か
か
ら
な
い
と
思
わ

れ
た
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
有
効
だ
っ
た
と
感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
テ
ー
マ
を

中
心
に
和
歌
を
ま
回
き
か
え
る
学
習
な
の
で
、
稿
者
も
生
徒
た
ち
も
テ
1
マ
を
意

識
し
た
学
習
過
程
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（2
）
条
件

（小
道
具
）
を
つ
け
る
こ
と

元
の
歌
と
同
じ
テ
ー
マ
で
現
代
風
の
和
歌
を
創
作
す
る
と
い
う
条
件
で
生
徒

に
和
歌
を
創
作
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
現
代
風
か
否
か
は
判
断
が
難
し
い
と
考

え
た
。
そ
こ
で
、
条
件
に
身
近
な
「
小
道
具
」
を
和
歌
の
中
に
詠
み
込
む
こ
と

を
入
れ
た
。
身
近
な
「
小
道
具
」
を
い
れ
る
こ
と
で
、
和
歌
の
情
景
は
現
代
に

反
転
し
、
同
時
に
生
徒
自
身
の
思
い
を
詠
う
も
の
に
な
る
。
さ
ら
に
、
学
力
の

低
い
生
徒
は
テ
l
マ
と
い
う
抽
象
的
概
念
と
小
道
具
と
い
う
具
体
物
を
相
関
さ

せ
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
ゃ
す
く
し
、
創
作
の
手
立
て
と
な
る
と
も
考

え
た
。
元
の
歌
け
小
道
具
日
創
作
と
い
う
流
れ
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
五
七

・
五
・
七

・
七
の
形
式
と
い
う
条
件
も
付
け
た
。
二
次
の
冒
頭

で
は
生
徒
に
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ま
せ
る
た
め
、
十
七
首
の
中
か
ら
生
徒
が
選
択

し
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
長
歌
・
反
歌
を
選
び
、
次
の
よ
う
な
例
を
稿
者

が
創
作
し
提
示
し
た
。

〔
元
歌
〕

天
地
の
分
か
れ
し
時
ゆ
神
さ
び
て
高
く
貴
き
駿
河
な
る
布

士
の
高
嶺
を
天
の
原
振
り
放
け
見
れ
ば
渡
る
日
の
影
も
隠
ら
ひ

照
る
月
の
光
も
見
え
ず
白
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
時
じ
く
そ

雪
は
降
り
け
る
語
り
継
ぎ
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
不
尽
の
高
嶺
は

（
万
葉
集

・
巻
三

・
三一

七）

〔
創
作
し
た
和
歌
〕

機
上
か
ら
見
下
ろ
す
富
士
は

パ
チ
リ
（
傍
線
部
は
小
道
具
）

写
メ
で

雲
と
一
緒
に

ま
ぶ
し
く
て
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こ
の
よ
う
な
例
で
学
習
課
題
・
過
程
を
確
認
さ
せ
た
う
え
で
、
創
作
に
取
り

組
ま
せ
た
。
解
釈
の
部
分
は
、
元
の
歌
の
主
題
、
一
次
で
使
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
、
教
科
書
に
香
か
れ
て
い
る
出
典
等
を
参
考
に
さ
せ
た
。
次
に
挙
げ
る
の

は
、
生
徒
の
作
品
で
、
投
票
の
結
果
上
位
だ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑮⑤  

父
母
が
頭
か
き
撫
で
幸
せ
あ
れ
て
い
ひ
し
言
葉
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る

父
母
が
電
話
の
む
こ
う
元
気
か
と
問
う
あ
の
声
が
わ
す
れ
ら
れ
な
い

⑩⑤  

し
ら
露
の
色
は
一
つ
を
い
か
に
し
て
秋
の
木
の
葉
を
ち
ぢ
に
そ
む
ら
む

上
向
け
ば
た
く
さ
ん
の
色
の
紅
葉
で
目
を
奪
わ
れ
る
平
和
大
通
り



⑮⑤  

見
わ
た
せ
ば
花
も
も
み
じ
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫
屋
の
秋
の
夕
暮
れ

見
下
ろ
せ
ば
す
で
に
繋
が
な
い
桜
の
木
教
室
に
届
く
夕
陽
の
温
度

四

生
徒
作
品
の
分
析

生
徒
の
創
作
し
た
和
歌
に
つ
い
て
、
（
l
）
小
道
具
は
主
題
に
よ
く
当
て
は

ま
っ
て
い
る
か
（
2
）
元
の
歌
と
創
作
し
た
和
歌
は
主
題
が
良
く
共
通
し
て

い
る
か
の
二
点
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
っ
た
。

．よ〈当てはまる

．まあまあ当てはまる

あまり当てはまら怠い

．金〈当てはまら伝い

不．加1•箸｝

グラフ1小道具と主題の関係

o ll＜共通している

．まあまあ共通している

あまり尖通していない

．金〈共通してい広い

．不・加（’康管｝

グラフ2本取と創作歌の関係

分
析
の
前
に
、
授
業
に
参
加
し
て
い
な
い
生
徒
が
あ
ま
り
に
多
い
こ
と
を
反

省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
あ
え
ず
席
に
つ
い
て
ノ
l
ト
も
取
っ
て
い
る

が
、
創
作
に
な
る
と
全
く
手
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
生
徒
も
数
多
く
存
在
す

る
。
「
な
ん
で
こ
ん
な
こ
と
せ
ん
に
ゃ
あ
い
け
ん
の
ん
。
」
と
、
課
題
が
自
分
の

手
に
負
え
な
い
と
わ
か
る
と
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
拒
絶
し
始
め
る
生
徒
も

い
た
。
学
力
の
二
極
化
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
い
わ
れ
て
い
て
、
指
導
者
は
考

え
る
力
を
ど
の
子
に
も
つ
け
よ
う
と
、
一
人
一
人
が
考
え
ざ
る
を
得
な
い
場
面

を
設
定
し
よ
う
と
言
語
活
動
を
仕
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
え
る

場
の
設
定
が
あ
っ
て
も
、
一
人
一
人
の
子
ど
も
が
、
考
え
る
場
と
い
う
土
俵
に

あ
が
れ
る
状
態
を
創
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
学
力
の
低
い
生
徒
は
、
結
局
考
え

る
こ
と
を
せ
ず
に
一
斉
授
業
の
時
の
置
い
て
け
ぽ
り
状
態
と
何
ら
変
わ
ら
な
い

状
態
に
な
る
。
言
語
活
動
を
仕
組
ん
だ
時
、
全
体
的
な
手
立
て
以
外
に
、

C
に

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
生
徒
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
く
の
か
、
手
立
て
を

考
え
具
体
的
な
支
援
を
し
て
い
か
な
い
と
、
二
極
化
の
拡
大
再
生
産
が
進
ん
で

し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

観
点
（
l
）
と
観
点
（
2
）
の
「
全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
」

「
全
く
共
通
し

て
い
な
い
」
と
判
断
さ
れ
た
生
徒
に
つ
い
て
は
、
小
道
具
が
思
い
つ
か
な
い
う

ち
に
先
に
和
歌
が
で
き
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
後
推
敵
す
る
気
持
ち
が
全
く
な
く

な
っ
た
タ
イ
プ
、
遊
ん
で
い
た
り
、
実
際
思
い
つ
か
な
く
て
時
聞
が
経
っ
て
し

ま
い
、
慌
て
て
と
り
あ
え
ず
元
の
歌
の
こ
と
は
考
え
ず
作
品
を
創
作
し
た
タ
イ

プ
、
結
局
元
の
歌
を
現
代
語
風
に
直
し
た
だ
け
の
タ
イ
プ
、
主
題
の
と
ら
え
が

浅
く
、
解
釈
が
ね
じ
れ
て
し
ま
っ
た
タ
イ
プ
な
ど
に
類
別
で
き
た
。
こ
の
レ
ベ

ル
の
生
徒
た
ち
は
「
提
出
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
」
意
識
レ
ベ
ル
で
あ
り
、

指
導
者
も
い
つ
の
ま
に
か
同
じ
レ
ベ
ル
に
甘
ん
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
こ
の
分
析
を
通
し
て
再
確
認
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め
に

は
、
や
は
り
指
導
者
が
彼
ら
の
実
態
を
見
て
、
良
い
作
品
に
す
る
た
め
の
粘
り
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強
い
指
導
を
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。

五

半
年
後
の
生
徒
の
思
い

（1
）
場
面
設
定
と
生
徒
に
つ
い
て

時
間
の
関
係
で
、
生
徒
に
感
想
や
自
己
評
価
を
書
か
せ
て
い
な
か
っ
た
の

で
、
生
徒
が
単
元
や
言
語
活
動
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も
っ
て
い
る
の

か
手
が
か
り
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

中
学
校
を
卒
業
し
て
約
四
カ
月
の
高

校
に
入
学
し
た
生
徒
に
会
い
、
話
を
聞
く
こ
と
に
し
た
。
初
め
に
依
頼
し
た

の
は
、
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
が
あ
り
人
間
関
係
の
築
け
て
い
る
モ
モ
（
仮
名
、

以
後
の
生
徒
名
も
仮
名
）
で
あ
る
。
「
稿
者
が
論
文
を
書
く
た
め
、
昨
年
十
一

月
に
実
施
し
た
和
歌
の
授
業
に
つ
い
て
話
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
。
で
き
れ
ば

四
・
五
名
同
時
に
聞
き
た
い
。
人
選
に
つ
い
て
は
任
せ
る
が
な
る
べ
く
記
憶
力

の
確
か
な
人
が
い
い
よ
と
い
う
内
容
で
依
頼
し
た
。
モ
モ
は
、
担
任
し
た
生

徒
で
、
真
面
目
で
学
力
も
比
較
的
高
く
短
時
間
で
課
題
の
把
握
、
解
決
が
で
き

る
。
英
語
が
一
番
好
き
な
教
科
で
あ
る
。
当
時
は
、
選
抜
I
に
向
か
っ
て
小
論

文
を
頑
張
っ
て
い
た
が
、
塾
に
は
通
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
せ
い
ぜ
い
家
庭

学
習
は
一
時
間
程
度
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

当
日
、
会
場
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
に
現
れ
た
の
は
、
同
じ
ク
ラ
ス

で
現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
高
等
学
校
に
進
学
し
た
五
人
の
女
子
生
徒
で
あ

る
。
モ
モ
以
外
に
は
、
モ
エ
コ
（
語
蒙
が
極
端
に
少
な
い
た
め
、
理
解
で
き
な

い
こ
と
が
多
い
。
日
常
生
活
で
も
友
達
に
よ
く
説
明
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
国

語
の
テ
ス
ト
も
暗
記
で
点
を
取
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
塾
に
か
な
り
頼
り
、
毎
晩

遅
く
ま
で
勉
強
し
て
い
た
。）
ア
ヤ
（
点
数
は
そ
こ
ま
で
と
れ
な
い
が
、
物
事

を
大
局
的
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
教
科
の
中
で
は
国
語
は
比
較
的
得
意
な

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
在
学
中
は
私
語
が
多
く
授
業
で
集
中
し
て
い
な

い
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
三
者
懇
を
期
に
心
機
一
転
が
ん
ば
り
始
め
た
。
こ
の

単
元
当
時
は
受
験
に
向
か
っ
て
集
中
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。）
ユ
ミ
（
九
帳

面
で
、
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
物
事
に
取
り
組
む
。
国
語
の
力
は
か
な
り
高
い
。
当

時
は
進
学
問
題
で
悩
ん
で
お
り
、
精
神
的
に
不
安
定
だ
っ
た
。）
ハ
ル
ナ
（
努

力
家
で
好
人
物
。
感
想
や
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
も
先
生
の
た
め
に
た
く
さ
ん
書
い

て
あ
げ
る
と
い
う
よ
う
な
発
想
で
、
大
量
の
記
述
を
し
て
く
れ
る
が
、
的
を
外

し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
当
時
も
塾
に
通
い
、
毎
晩
遅
く
ま
で
勉
強
し
て
い

た
。
範
囲
の
少
な
い
定
期
テ
ス
ト
は
良
い
点
が
と
れ
る
が
、
実
力
テ
ス
ト
は
全

く
取
れ
な
い
。
）
と
い
う
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
に
、
内
容
に
つ
い
て

は
「
和
歌
」
と
伝
え
た
が
、
「
短
歌
の
こ
と
よ
ね
。
」
（
モ
モ
の
セ
リ
フ
）
「
俳
句

じ
ゃ
な
い
ん
？
」
「
先
生
、
和
歌
っ
て
季
語
い
る
ん
か
い
ね
？
」
（
ユ
ミ
の
セ
リ

フ
）
と
、
か
な
り
国
語
的
に
力
の
あ
る
生
徒
の
あ
や
ふ
や
な
発
言
を
聞
き
、
果

た
し
て
半
年
前
の
国
語
の
学
習
内
容
を
覚
え
て
い
る
の
か
と
不
安
な
ス
タ
ー
ト

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
比
較
っ
て
何
つ
」
（
モ
エ
コ
の
セ
リ
フ
）
と
い
う
理
解

度
し
か
な
い
も
の
も
い
る
た
め
、
教
科
書
の
コ
ピ
ー
や
創
作
し
た
和
歌
の
プ
リ

ン
ト
を
見
せ
な
が
ら
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
言
葉
の
説
明
も
加
え
な
が
ら
書
い
て
も

ら
っ
た
。
本
来
は
、
和
歌
に
つ
い
て
の
座
談
会
形
式
が
で
き
れ
ば
最
高
だ
な
あ

と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
が
、
彼
女
た
ち
が
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
こ
と
や
場
所
の

雰
囲
気
も
あ
り
、
授
業
や
言
語
活
動
に
つ
い
て
の
深
い
振
り
返
り
ま
で
は
で
き

ず
、
ア
ン
ケ
ー
ト
と
付
筆
紙
に
連
想
し
た
こ
と
を
書
く
こ
と
で
終
わ
ら
せ
た
。

次
に
あ
げ
た
も
の
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
項
目
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
生
徒
の
回

答
を
併
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
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（

2
）
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
際

「
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」
の
授
業
に
つ
い
て

①

難
し
か
っ
た
と
こ
ろ
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
か
。
当
て
は
ま
る
も
の
に

O
、
特

に
そ
う
思
う
と
こ
ろ
は
。
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

O

和
歌
を
声
に
出
し
て
読
む
と
こ
ろ

。

そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
意
味
を
理
解
す
る
と
こ
ろ

自
分
が
担
当
し
た
い
和
歌
を
選
択
す
る
と
こ
ろ

現
代
に
当
て
は
め
て
小
道
具
を
考
え
る
と
こ
ろ

小
道
具
を
い
れ
て
五
・
七

・
五
・
七
・
七
の
形
式
に
す
る
と
こ
ろ

他
の
人
の
和
歌
の
元
の
歌
を
考
え
る
と
こ
ろ

よ
か
っ
た
和
歌
を
選
ぷ

（投
票
）
す
る
と
こ
ろ

相
談
す
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ

②

楽
し
か
っ
た
と
こ
ろ
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
か
。
当
て
は
ま
る
も
の
に

O
、
特

に
そ
う
思
う
と
こ
ろ
は
。
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

O

和
歌
を
声
に
出
し
て
読
む
と
こ
ろ

そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
意
味
を
理
解
す
る
と
こ
ろ

自
分
が
担
当
し
た
い
和
歌
を
選
択
す
る
と
こ
ろ

現
代
に
当
て
は
め
て
小
道
具
を
考
え
る
と
こ
ろ

小
道
具
を
い
れ
て
五
・
七
・
五
・
七

・
七
の
形
式
に
す
る
と
こ
ろ

他
の
人
の
和
歌
の
元
の
歌
を
考
え
る
と
こ
ろ

よ
か
っ
た
和
歌
を
選
ぶ
（
投
票
）
す
る
と
こ
ろ

相
談
す
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ

。
。
。
。

0
0
0。
。

0
0
0
 

0
0
 

0
0
0
 

0
 

0
0
0
0
0
 

。。。

名
前

アイウ工オカキクアイウ工オカキク

③

自
分
に
力
が
つ
い
た

（よ
く
考
え
た
）
と
こ
ろ
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
か
。
当

て
は
ま
る
も
の
に
O
、
特
に
そ
う
思
う
と
こ
ろ
は

O
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

ア
和
歌
を
声
に
出
し
て
読
む
と
こ
ろ

そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
意
味
を
理
解
す
る
と
こ
ろ

自
分
が
担
当
し
た
い
和
歌
を
選
択
す
る
と
こ
ろ

現
代
に
当
て
は
め
て
小
道
具
を
考
え
る
と
こ
ろ

小
道
具
を
い
れ
て
五

・
七
・
五
・
七

・
七
の
形
式
に
す
る
と
こ
ろ

他
の
人
の
和
歌
の
元
の
歌
を
考
え
る
と
こ
ろ

よ
か
っ
た
和
歌
を
選
ぷ

（投
票
）
す
る
と
こ
ろ

相
談
す
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ

0
0
0
0
 

0
0
 

イウ

0
0
0
 

0
0
0
0
0
 

0
0
 

工オカ

。
キク

④ 

こ
の
授
業
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
思
い
・

考
え
を
持
ち
ま
し
た
か
。

少
し
だ
け
昔
の
人
に
な
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
た
の
し
か
っ
た
。
〔
ア
ヤ
〕

小
道
具
を
入
れ
て
現
代
の
も
の
を
つ
く
る
の
が
と
て
も
む
ず
か
し
い
。
（
選
ば
れ

て
）
び
っ
く
り
し
た
け
ど
う
れ
し
か
っ
た
。
小
道
具
を
考
え
る
の
が
た
の
し
か
っ

た
。
考
え
た
か
い
が
あ
っ
た
。
〔
モ
エ
コ
〕

も
と
も
と
古
典
は
好
き
な
の
で
、
授
業
は
楽
し
か
っ
た
で
す
。
昔
の
人
と
考
え
が

同
じ
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
り
違
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
り
で
、
面
白
か
っ
た
。
選
ば
れ

て
思
っ
た
こ
と
は
、
は
ず
か
し
か
っ
た
（
汗
）
（
笑
）
〔
ユ
ミ
〕

現
代
の
も
の
に
あ
て
は
め
て
作
る
の
が
難
し
か
っ
た
。
五
・七
・五
・七・
七
に
自

分
の
思
い
を
つ
め
る
の
は
大
変
だ
っ
た
の
で
菅
の
人
は
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
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． ． ． ． ． 
〔
モ
モ
〕

菅
の
愛
の
伝
え
方
、
表
現
が
ど
ん
な
ん
で
あ
っ
た
か
よ
く
分
か
っ
た
。
〔
ハ
ル
ナ
〕



先
生
が
一
方
的
に
話
し
た
り
書
い
た
り
し
た
こ
と
を
生
徒
が
理
解
す
る
よ

う
な
授
業
と
比
較
し
て
、
生
徒
が
言
語
を
話
し
た
り
書
い
た
り
、
あ
る
い
は
聞

い
て
、
ま
た
は
読
ん
で
理
解
す
る

（言
語
活
動
と
い
い
ま
す
）
よ
う
な
授
業
は

ど
ん
な
点
が
よ
い
と
考
え
ま
す
か
。
中
学
校
・
高
校
の
授
業
を
踏
ま
え
て
書
い

て
く
だ
さ
い
。

自
分
で
考
え
る
こ
と
は
自
分
の
た
め
に
な
る
か
ら
い
い
〔
ア
ヤ
〕

先
生
が
一
方
的
に
話
す
ほ
う
が
考
え
ん
で
す
む
か
ら
い
い
。〔
モ
エ
コ
〕

生
徒
の
自
主
性
が
つ
く
所
が
良
い
と
思
う
。
理
解
す
る
た
め
に
は
、
先
生
の
話
を

聞
く
の
も
大
切
だ
と
思
う
け
ど
、
自
分
た
ち
で
考
え
る
こ
と
も
大
切
だ
と
思
う
。

2 ． ． ． ． 
〔
ユ
ミ
〕

自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
よ
り
真
剣
に
楽
し
く
取
り
組
め
る
。一

方

的
だ
と
聞
い
て
い
な
い
時
が
多
い
の
で
自
分
で
や
っ
た
ほ
う
が
達
成
感
も
あ

る
0

〔
モ
モ
〕

中
学
校
の
授
業
に
比
べ
て
、
高
校
の
授
業
は
進
む
の
が
は
や
い
が
①
（
稿
者
注
，

「
先
生
が
一
方
的
に
話
し
た
り
書
い
た
り
し
た
こ
と
を
生
徒
が
理
解
す
る
よ
う
な

授
業
」
の
こ
と
、
ア
ン
ケ
ー
ト
に
番
号
の
書
き
込
み
あ
り
）
の
方
が
自
分
に
は
よ

く
分
か
る
。
だ
が
、
進
む
の
が
は
や
い
か
ら
先
生
の
補
足
説
明
を
ノ
l
ト
の
端
の

方
に
書
い
て
お
く
と
授
業
に
お
い
て
い
か
れ
ぎ
み
に
な
る
。
わ
か
ら
な
い
語
句
は

調
べ
て
お
い
て
い
た
方
が
よ
い
。
中
学
は
説
明
し
て
く
れ
た
が
高
校
は
そ
れ
を
説

明
な
し
で
と
ば
し
て
い
く
場
合
が
あ
る
。
②
（
稿
者
注
「
生
徒
が
言
語
を
話
し

た
り
書
い
た
り
、
あ
る
い
は
間
い
て
、
ま
た
は
司
一
抗
ん
で
理
解
す
る
（
ニ一

い
い
ま
す
）
よ
、
つ
な
授
業
」
の
こ
と
）
は
、
自
分
の
意
見
を
あ
ん
ま
り
言
っ
て
く

れ
な
い
人
が
い
た
と
き
は
な
か
な
か
進
ま
な
く
な
る
②
は
自
分
で
話
す
力
友
達
の

意
見
が
聞
け
る
（
稿
者
注
マ
マ
）
〔
ハ
ル
ナ
〕

． 

－－＇ーノ、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析

わ
ず
か
五
名
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
た
め
、
信
頼
性
や
客
観
性
を
問
わ
れ
る

と
は
っ
き
り
返
答
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
現
在
は
稿
者
と
生
徒
の
聞
が
成
績

を
つ
け
る
・
つ
け
ら
れ
る
関
係
で
な
い
こ
と
、
本
音
を
言
っ
て
も
よ
い
間
柄
で

あ
る
こ
と
、
五
人
が
稿
者
の
意
図
し
た
集
団
で
な
い
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、

本
質
に
迫
る
デ
1
タ
で
は
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
元
に
稿
者
の

考
え
を
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
驚
い
た
こ
と
は
、
そ
の
単
元
の
様
子
を
生
徒
た
ち
が
実
に
よ
く
記
憶

し
て
い
る
と
い
く
こ
と
で
あ
る
。
俳
句
や
短
歌
、
和
歌
の
区
別
が
あ
い
ま
い
な

様
子
で
あ
っ
た
の
で
、
正
直
思
い
出
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
な
っ

た
が
、
こ
の
和
歌
は
誰
の
歌
だ
と
か
、

小
道
具
が
難
し
か
っ
た
と
か
、
モ
エ
コ

や
ユ
ミ
が
最
優
秀
賞
だ
っ
た
と
か
、
話
し
て
い
る
う
ち
に
次
々
と
単
元
の
様
子

を
鮮
明
に
思
い
出
し
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
、

I
N
P
U
T
と
O
U
T
P
U
T

の
あ
る
言
語
活
動
の
効
果
は
非
常
に
大
き
い
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
の
知
識
が

「
指
導
者
側
か
ら
は
伝
達
、
学
習
者
側
か
ら
は
受
容
す
る
も
の
」
と
い
う
位
置

づ
け
だ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
こ
れ
か
ら
の
知
識
は
言
語
活
動
を
通
し
て
生

み
出
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
高
木
（

2
0
1
1）
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
今
回
学
ん
だ
こ
と
は
新
し
い
知
識
と
し
て
彼
女
た
ち
の
中
に

定
着
し
た
の
だ
と
思
う
。

第
二
に
、
稿
者
の
意
図
し
た
「
小
道
具
の
設
定
」
「
小
道
具
を
入
れ
た
和
歌

の
創
作
」
の
条
件
設
定
が
、
生
徒
も
難
し
か
っ
た
り
力
が
つ
い
た
（
よ
く
考
え

た
）
学
習
過
程
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
単
元
を
実
践
し
て
の
大
き
な
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成
果
で
あ
る
。
や
は
り
、
条
件
を
つ
け
る
こ
と
は
生
徒
の
思
考
力
の
育
成
に
つ

な
が
る
と
考
え
る
。
一
言
語
活
動
の
充
実
を
図
る
場
合
に
は
た
だ
漫
然
と
活
動

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
単
元
で
育
成
す
べ
き
力
（
目
標
）
を
明
確
に
し
た
上

で
、
ど
の
よ
う
な
条
件
を
付
け
れ
ば
生
徒
は
し
っ
か
り
考
え
ざ
る
を
得
な
い
か

単
元
設
定
時
に
考
え
る
か
が
大
切
な
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
考
え
る
場
を
ど

の
よ
う
に
設
定
す
る
か
が
、
言
語
活
動
の
充
実
の
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て

く
る
と
予
想
さ
れ
る
。

一
般
的
に
考
え
て
み
て
も
、
条
件
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
我
々
は
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
①
（
難
し
さ
）
と
項
目
③
（
力
が
つ
い
た
（
よ
く
考

え
た
）
）
は
あ
る
程
度
連
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
導
き
出
せ
る
。
と
こ
ろ
で
、

①
に
な
く
て
③
に
多
か
っ
た
も
の
が
和
歌
の
意
味
の
解
釈
の
学
習
過
程
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
解
釈
の
レ
ベ
ル
を
大
切
に
し
な
い
と
生
徒
は
授
業
が
分
か
っ

た
、
自
分
に
力
が
つ
い
た
と
感
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
②
の
項
目
（
楽
し
さ
）
は
よ
か
っ
た
和
歌
を

投
票
す
る
と
こ
ろ
に
五
人
全
員
が
。
を
つ
け
て
い
た
。
仲
間
の
作
品
を
味
わ
う

と
こ
ろ
、
交
流
す
る
と
こ
ろ
に
生
徒
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
価
値
を
見
出
し
て
い

た
。
普
段
時
間
数
が
足
り
な
く
な
り
、
駆
け
足
に
な
る
と
、
真
っ
先
に
省
略
し

て
し
ま
う
過
程
で
も
あ
る
。
こ
の
時
間
を
保
証
す
る
こ
と
が
生
徒
の
教
科
に
お

け
る
楽
し
さ
に
つ
な
が
る
と
再
認
識
し
、
い
か
に
交
流
さ
せ
る
か
を
単
元
設
定

の
中
で
十
分
考
え
て
い
き
た
い
。
交
流
す
る
こ
と
で
、
自
分
以
外
の
違
う
立
場

の
考
え
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
考
え
と
自
分
の
考
え
を
交
差
さ

せ
る
中
で
自
分
の
意
見
が
よ
り
確
か
に
な
っ
た
り
新
た
な
視
座
を
得
て
豊
か
な

も
の
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
生
徒
に
実
感
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
こ
れ
か
ら
の
社
会
の
中
で
、
立
場
や
考
え
の
異
な
る
様
々

な
人
々
と
交
流
し
て
行
か
ざ
る
を
え
な
い
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
で
き
る

だ
け
多
様
な
立
場

・
考
え
に
ふ
れ
る
機
会
を
設
定
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
た

め
に
も
、
多
様
な
意
見
が
生
ま
れ
る
よ
う
な
学
習
課
題
の
設
定
と
、
多
様
な
意

見
を
知
る
こ
と
が
楽
し
い
と
思
え
る
よ
う
な
個
人

・
学
習
集
団
の
育
成
が
不
可

欠
で
あ
る
。

最
後
に
、

言
語
活
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
生
徒
の
意
識
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
。
五
人
中
三
名
が
肯
定
的
に
、

二
名
は
否
定
的
に
一評
価
し
て
い
る
。

三
名
の
生
徒
は
、
「
自
分
で
考
え
る
と
た
め
に
な
る
」
「
自
主
性
が
つ
く
」
「
真

剣
に
な
れ
る
」

「達
成
感
が
あ
る
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
言
語
活
動
を
評
価

し
て
い
る
。

一
方
、
否
定
的
な
意
見
を
回
答
し
た
モ
エ
コ
は
「
先
生
が
一
方

的
に
話
す
ほ
う
が
考
え
ん
で
す
む
か
ら
い
い
よ
と
や
は
り
言
語
活
動
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
間
接
的
に
述
べ

て
い
る
。

（
た
だ
し
彼
女
は
考
え
る
こ
と
に
価
値
を
置
い
て
い
な
い
。）
も
う

一
人
の
ハ
ル

ナ
は
先
生
が
説
明
を
た
っ
ぷ
り
し
て
く
れ
る
講
義
形
式
の
授
業
の
方
が
よ
く
わ

か
る
と
い
う
意
見
で
あ
る
。
言
語
活
動
を
す
る
と
（
仲
間
が
参
加
し
て
く
れ
な

く
て
因
る
の
か
、
そ
れ
と
も
待
つ
時
間
が
耐
え
ら
れ
な
い
の
か
定
か
で
は
な
い

が
）
話
さ
な
い
仲
間
が
い
て
進
ま
な
い
と
困
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

彼
女
は
授
業
の
あ
り
方
に
お
い
て
進
度
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
こ
こ
で
、
こ
の
二
人
を
見
て
思
い
出
す
こ
と
は
、
受
験
に
向
け
て
毎
日

五
1
六
時
間
塾
で
熱
心
に
勉
強
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
か
い
も
あ
り
彼

女
た
ち
は
志
望
校
に
無
事
合
格
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
成
功
体
験
に
よ
っ

て
、
彼
女
た
ち
の
学
力
観
は
「
勉
強
H
先
生
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
、
試
験
範

囲
を
く
ま
な
く
勉
強
す
る
こ
と
、
徹
底
的
に
覚
え
る
こ
と
、
時
間
を
か
け
な
い

こ
と
」
と
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
考
え
る
こ
と
」
が
、
「
勉
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強
」
の
範
騰
に
入
っ
て
い
な
い
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
言
語
活
動
は
ま
っ
た
く
必

要
の
な
い
も
の
と
し
か
映
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
言
語
活
動
の

充
実
を
め
ざ
す
た
め
に
は
、
ま
ず
「
考
え
る
こ
と
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ

と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

七

お
わ
り
に

生
徒
作
品
か
ら
は
、
言
語
活
動
を
し
て
い
く
と
き
に
十
分
な
手
立
て
が
な
さ

れ
て
い
な
い
と
、
学
力
が
低
い
生
徒
は
全
く
付
い
て
い
け
ず
、
さ
ら
に
低
位
に

な
っ
て
い
く
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
ど
の
部
分
で
つ
ま
ず
く
か
と
い
う
予
測
を
し
っ
か
り

す
る
こ
と
と
、
言
語
活
動
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
組
み
込
ん
で
計
画
的
・
継

続
的
に
仕
組
み
、
生
徒
の
抵
抗
感
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考

え
る
。
半
年
後
の
生
徒
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は
、
言
語
活
動
が
考
え
る
力
を
つ

け
、
学
習
内
容
を
定
着
さ
せ
、
し
か
も
楽
し
い
授
業
に
な
っ
た
と
一
定
の
成
果

が
あ
っ
た
こ
と
も
読
み
取
れ
た
。
た
だ
し
、
考
え
る
力
が
ど
の
よ
う
に
付
い
た

か
と
い
う
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
具
体
的
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
と
同
時
に
、
言
語
活
動
の
充
実
を
し
て
い
く
た
め
に
は
、
生
徒
の
も
つ

「
学
力
観
」
に
も
メ
ス
を
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
認
識
で
き
た
。

生
徒
た
ち
が
十
数
年
か
け
て
作
り
上
げ
て
き
た
学
力
観
に
「
考
え
る
こ
と
」
を

ど
の
よ
う
に
組
み
込
ん
で
い
く
か
。
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

（
広
島
市
教
育
セ
ン
タ
ー
）
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「
考
え
る
力
H
思
考
力
」
と
定
義
し
、
本
稿
で
は
以
後
「
考
え
る
力
」
と

表
現
し
て
い
く
。


