
主
体
的
な
学
び
を
目
指
し
た
書
く
こ
と
の
学
習

｜
｜
教
員
一
年
目
の
取
り
組
み

l
i

は
じ
め
に

私
は
現
在
、
本
校
で
教
員
生
活
二
年
目
を
送
っ
て
い
る
。
本
校
は
県
内
で
も

数
少
な
い
全
日
制
普
通
科
単
位
制
高
校
で
、
ム
7
年
度
は
創
立
九
十
周
年
の
年
で

も
あ
る
。
全
校
生
徒
二
五
三
人
が
希
望
に
よ
っ
て
普
通
ク
ラ
ス
と
英
数
ク
ラ
ス

に
分
か
れ
、
部
活
動
や
勉
強
に
励
ん
で
お
り
、
約
六
割
の
生
徒
が
就
職
、
そ
の

他
が
進
学
と
い
っ
た
進
路
状
況
で
あ
る
。

生
徒
は
素
直
で
自
分
の
気
持
ち
に
正
直
だ
。
嬉
し
い
こ
と
は
嬉
し
い
、
腹
の

立
つ
こ
と
は
腹
が
立
っ
と
率
直
に
表
現
す
る
。
た
だ
そ
の
反
面
、
問
題
点
も
抱

え
て
い
る
。
そ
の
一
つ
に
、
生
徒
が
さ
ま
さ
ま
な
理
由
で
や
る
気
や
自
信
を
な

く
し
た
状
態
で
入
学
し
、
授
業
時
間
を
た
だ
座
る
こ
と
で
や
り
過
ご
し
て
し
ま

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
自
己
肯
定
感
が
低
く
、
「
ど
う
せ
出
来
ん
も
ん
」
と
い

う
言
葉
を
何
度
も
耳
に
し
た
。
ま
た
、
人
か
ら
中
傷
さ
れ
た
経
験
が
あ
り
、
自

分
の
発
言
が
人
か
ら
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
の
か
を
気
に
し
て
発
言
で

き
な
い
生
徒
が
多
い
こ
と
も
問
題
点
の
一
つ
で
あ
る
。

昨
年
度
、
こ
の
よ
う
な
生
徒
を
目
の
当
た
り
に
し
た
私
は
、
ど
う
に
か
し
て

車田

ノム、
口i

ロ
乃

E
H
H
 

未

生
徒
に
自
己
肯
定
力
を
つ
け
さ
せ
た
い
、
た
だ
漫
然
と
授
業
の
一
時
間
を
や
り

過
ご
す
の
で
は
な
く
、
主
体
的
に
学
び
に
取
り
組
ま
せ
た
い
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
中
心
に
据
え
た
の
が
「
書
く
こ
と
」
で
あ
る
。
童
日
く
主
体
を

確
立
さ
せ
、
自
ら
が
表
現
し
た
も
の
が
相
手
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
体
験

を
通
し
て
、
自
信
と
学
ぶ
意
欲
を
つ
け
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た

か
ら
だ
。

今
回
は
本
校
の
生
徒
が
抱
え
る
問
題
、
自
己
肯
定
力
の
低
さ
と
受
け
身
的
授

業
態
度
の
改
善
を
め
ざ
し
、
担
任
し
た
一
年
生
の
「
国
語
総
合
」
と
三
年
生
の

「
国
語
表
現
」
（
と
も
に
普
通
ク
ラ
ス
）
で
昨
年
度
実
践
し
た
授
業
に
つ
い
て
報

告
し
た
い
。
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実
践
例
①

一
一
｜
一
単
元
の
基
本
情
報

科

目

国

語

表

現

I

対
象
学
年
高
校
三
年
生
（
普
通
ク
ラ
ス
）

実

施

時

期

二

O
一
二
年
四
月
1
二
O
二
二
年
一
月

2 3 



4 

単
元
名

カ
キ
ナ
l
レ
で
書
き
慣
れ
よ
う

二
二
単
元
設
定
の
ね
ら
い

学
習
者
の
多
く
は
、
書
く
こ
と
が
習
慣
化
し
て
お
ら
ず
、
書
く
こ
と
へ
の
抵

抗
感
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
学
習
者
に
対
し
て
、
書
く
こ
と
を
ま
ず
は

授
業
の
中
で
習
慣
づ
け
、
「
書
け
る
」
体
験
を
通
し
て
文
章
を
書
く
こ
と
へ
の
抵

抗
感
を
軽
減
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
深
谷
純
一
氏
が
考
案
し
た
「
カ

キ
ナ
1
レ
」
を
授
業
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
深
谷
氏
が
実
践
し
た
「
カ

キ
ナ
l
レ
」
の
概
要
は
、
ま
ず
生
徒
に
各
自
一
冊
の
「
カ
キ
ナ
l
レ
ノ
l
ト」

を
持
た
せ
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
用
さ
せ
る
以
外
に
は
提
出
日
も
書
く
テ
l
マ
も

指
定
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
作
品
は
、
授
業
の
は
じ
め
な

ど
に
ク
ラ
ス
全
体
に
配
布
し
、
定
期
的
に
文
集
と
し
て
も
再
配
布
し
た
よ
う
だ
。

ま
た
、
同
じ
く
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
の
実
践
者
の
一
人
で
あ
る
下
橋
邦
彦
氏
は
、

「
カ
キ
ナ
1
レ
」
の
基
本
的
な
原
則
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（1
）
ま
ず
、
日
常
の
自
分
の
暮
ら
し
の
中
に
起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
・
自
分
の

体

験

に

取

材

し

て

ほ

し

い

。

【

題

材

】

（2
）
ユ
ー
モ
ア
に
溢
れ
た
場
面
を
切
り
取
っ
て
ほ
し
い
。
人
間
の
弱
さ
や
悲
し

さ
な
ど
も
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
掬
い
上
げ
て
ほ
し
い
。
【
ユ
ー
モ
ア
性
】

（3
）
あ
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
を
書
こ
う
と
せ
ず
、
あ
る
場
面
を
切
り
取
り
「
事

実
八
割
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
作
り
事
4

）
二
割
」
で
面
白
さ
を
。
｛
創
作
性
】

（4
）
必
ず
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
発
表
す
る
。
だ
か
ら
遠
慮
な
し
に
書
い
て
ほ
し
い
。

【
匿
名
性
】

（5
）
最
後
に
、
決
め
手
と
な
る
「
オ
チ
」
を
つ
け
よ
う
。
こ
れ
で
文
章
が
ピ

シ
ッ
と
決
ま
る
。

（
「
「
今
時
の
学
生
」
と
の
対
面
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
⑦
｜
誇
れ
る
カ
キ
ナ
l
レ・

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」

『
月
刊
国
語
教
育
日
号
』
召
・
ま

1
3）

私
は
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
を
文
の
長
さ
も
内
容
も
完
全
に
自
由
と
す
る
形
式
に

ア
レ
ン
ジ
し
直
し
、
毎
時
間
授
業
の
終
わ
り
に
書
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
「
カ
キ

ナ
1
レ
」
を
通
し
て
、
マ
ス
目
に
文
字
を
書
く
こ
と
へ
の
抵
抗
感
を
少
し
で
も

減
ら
し
、
心
に
浮
か
ん
だ
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
書
い
て
い
い
、
そ
し
て
コ
メ
ン

ト
が
返
っ
て
く
る
と
い
う
経
験
か
ら
書
く
こ
と
へ
の
嫌
悪
感
を
軽
減
し
、
さ
ら

に
は
自
己
肯
定
感
の
育
成
に
繋
げ
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

- 14-

一
一
｜
三
授
業
の
実
際

毎
時
間
、
授
業
の
残
り
四
分
程
度
を
利
用
し
、
「
ヵ
キ
ナ
l
レ
」
を
さ
せ
た
。

文
の
長
さ
は
自
由
だ
が
、
便
宜
上
、
「
カ
キ
ナ
l
レ
L

用
プ
リ
ン
ト
に
は
六
十
五

字
程
度
の
マ
ス
目
を
印
刷
し
た
。

初
め
て
「
カ
キ
ナ
I
レ
」
と
出
会
う
学
習
者
の
反
応
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。

「
「
書
き
慣
れ
」
と
「
書
き
な
は
れ
」
を
組
み
合
わ
せ
て
「
カ
キ
ナ
1
レ
」
っ
て
、

先
生
の
ダ
ジ
ャ
レ
？
」
「
ほ
ん
ま
に
何
で
も
書
い
て
い
い
ん
？
」
「
一
一
言
で
も
別

に
い
い
ん
だ
ろ
？
」
と
口
キ
に
言
い
な
が
ら
、
限
ら
れ
た
マ
ス
目
に
何
を
書
こ

う
か
楽
し
そ
う
に
考
え
る
様
子
が
見
て
取
れ
た
。
実
際
に
書
か
せ
た
「
カ
キ

ナ
l
レ
」
に
は
、
即
興
で
作
っ
た
短
編
小
説
を
マ
ス
日
い
っ
ぱ
い
に
書
く
生
徒

も
い
れ
ば
、
「
疲
れ
た
」
「
眠
い
」
「
あ
い
う
え
お
」
等
で
終
わ
っ
て
い
る
生
徒
も

多
く
い
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
で
あ
っ
て
も
、
コ
メ
ン



ト
を
つ
け
て
返
却
し
て
い
く
う
ち
に
、
た
っ
た
一
一
士
目
だ
っ
た
文
が
進
路
に
関
す

る
悩
み
に
変
わ
っ
た
り
、
昨
日
の
出
来
事
に
つ
い
て
書
く
よ
う
に
な
っ
た
り
し

て
い
き
、
最
終
的
に
は
二
一
百
だ
け
で
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
を
終
わ
ら
せ
る
学
習
者

は
い
な
く
な
っ
た
。

二
ー
四
成
果

私
が
実
施
し
た
「
カ
キ
ナ
1
レ
」
は
、
深
谷
氏
や
下
橋
氏
の
原
則
や
概
要
と

は
希
離
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
学
習
者
は
一
年
を
通
し

て
書
き
慣
れ
て
い
き
、
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
の
マ
ス
日
に
向
か
う
数
分
間
は
、
心
地

良
い
緊
張
感
の
漂
う
静
か
な
時
間
で
あ
っ
た
。
卒
業
テ
ス
ト
で
も
、
一
人
が

「
カ
キ
ナ
l
レ
を
無
く
し
て
授
業
を
増
や
し
て
ほ
し
か
っ
た
o
」
と
書
い
て
い
た

も
の
の
、
そ
の
学
習
者
以
外
は
全
員
が
カ
キ
ナ
l
レ
の
存
続
を
強
く
希
望
し
て

い
た
。
以
下
は
、
卒
業
テ
ス
ト
時
に
「
心
に
残
っ
て
い
る
学
習
内
容
」
と
し
て

「
カ
キ
ナ
i
レ
」
を
挙
げ
た
学
習
者
の
コ
メ
ン
ト
の
抜
粋
で
あ
る
。

－
カ
キ
ナ
1
レ
も
く
だ
ら
な
い
内
容
に
返
事
を
書
い
て
く
だ
さ
り
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
0

・
一
年
間
い
ろ
ん
な
学
習
を
し
ま
し
た
が
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
は
よ
か
っ
た
で
す
。

そ
の
日
あ
っ
た
こ
と
や
昨
日
の
こ
と
で
も
書
け
ば
コ
メ
ン
ト
が
返
っ
て
く
る

の
が
と
て
も
新
鮮
で
楽
し
か
っ
た
で
す
。

－
ま
ず
、
ヵ
キ
ナ
l
レ
と
い
っ
た
形
で
好
き
な
事
を
普
段
書
く
機
会
が
な
か
っ

た
か
ら
で
す
。
何
で
も
自
由
に
書
け
て
、
色
々
書
い
た
事
を
思
い
出
し
ま
す
。

ま
た
、
先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
と
て
も
、
つ
れ
し
か
っ
た
で
す
。

・
「
カ
キ
ナ
1
レ
」
で
は
先
生
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
し
今
日
の
こ

と
と
か
を
詳
し
く
書
け
る
か
ら
で
す
。

コ
メ
ン
ト
か
ら
は
、
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
を
授
業
に
導
入
し
た
ね
ら
い
で
あ
る
、

書
く
こ
と
へ
の
抵
抗
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
達
成
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
し
か
し
、
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
の
枠
の
中
で
は
文
章
量
が
増
加
し
た
が
、

「
カ
キ
ナ
l
レ
」
と
長
作
文
を
書
く
力
を
結
び
つ
け
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ

は
不
完
全
で
あ
っ
た
。
ム
7
年
度
も
「
国
語
表
現
」
に
お
い
て
「
カ
キ
ナ
l
レ」

を
継
続
実
施
し
て
い
る
が
、
「
カ
キ
ナ
1
レ
」
で
身
に
付
け
た
力
を
長
作
文
に
ど

の
よ
う
に
生
か
す
か
を
模
索
し
た
い
。
た
だ
、
卒
業
式
の
日
に
「
国
語
表
現
」

を
受
け
持
っ
た
生
徒
数
人
が
や
っ
て
来
て
、
「
先
生
、
カ
キ
ナ
l
レ
に
書
い
た
み

た
い
に
、
な
ん
か
小
説
を
書
い
て
送
る
わ
な
1
」
「
ま
た
カ
キ
ナ
l
レ
を
書
き
た

い
な
あ
1
」
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
大
き
な
喜
び
で
あ
る
。
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実
践
例
②

2 

単
元
の
基
本
情
報

国
語
総
合

高
校
一
年
生
（
普
通
ク
ラ
ス
）

二
O
一
二
年
十
月

短
歌
物
語
を
作
ろ
、
つ

一
一科

目
対
象
学
年

実
施
時
期

単
元
名

3 4 三
二
単
元
設
定
の
ね
ら
い

こ
れ
ま
で
に
学
習
者
は
国
語
総
合
の
時
間
に
「
夏
休
み
の
思
い
出
」
、
教
科
書

教
材
の
椎
名
誠
『
散
髪
』
（
第
一
学
習
社
『
高
等
学
校
改
訂
版
新
編
国
語
総



ム
口
』
平
成
二
十
四
年
度
版
所
収
）
の
学
習
後
「
親
離
れ
に
つ
い
て
」
、
そ
し
て

「
学
校
祭
を
終
え
て
」
と
い
う
テ
l
マ
で
作
文
を
書
い
て
い
る
。
は
じ
め
は
「
何

を
書
い
て
い
い
か
分
か
ら
ん
」
「
作
文
な
ん
て
大
嫌
い
」
と
強
い
抵
抗
を
示
し
て

い
た
学
習
者
だ
っ
た
が
、
文
章
を
書
く
時
の
手
順
を
示
し
た
り
、
型
に
則
っ
て

書
か
せ
た
り
、
優
秀
作
品
を
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
て
配
布
し
、
そ
れ
に
対
す
る

絶
賛
の
文
章
を
書
か
せ
た
り
す
る
な
か
で
、
徐
々
に
作
文
へ
の
抵
抗
が
小
さ
く

な
っ
て
き
て
い
た
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
は
体
験
し
た
内
容
や
普
段
の
経
験
を
も

と
に
し
た
作
文
（
生
活
文
や
論
理
的
文
章
）
し
か
書
か
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
創
作
文
と
い
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
に
取
り
組
ま
せ
、
学
習
者
の
新
し
い

文
種
へ
の
自
信
に
繋
げ
た
い
と
考
え
本
単
元
を
設
定
し
た
。
な
お
「
短
歌
物
語
」

と
は
、
短
歌
の
詠
ま
れ
た
状
況
や
背
景
を
学
習
者
自
身
が
想
像
し
て
、
そ
れ
を

物
語
に
し
た
も
の
を
指
す
。

一
一
一
｜
三
単
元
の
目
標

－
優
れ
た
表
現
に
接
し
て
そ
の
条
件
を
考
え
た
り
、
書
い
た
文
章
に
つ
い
て

自
己
評
価
や
相
互
評
価
を
行
っ
た
り
し
て
、
自
分
の
表
現
に
役
立
て
る
と

と
も
に
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

・
優
れ
た
表
現
に
接
し
て
そ
の
条
件
を
考
え
た
り
、
書
い
た
文
章
に
つ
い
て

自
己
評
価
や
相
互
評
価
を
行
っ
た
り
し
て
、
自
分
の
表
現
に
役
立
て
る
と

と
も
に
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
豊
か
に
す
る
。

（
書
く
能
力
「
B

書
く
こ
と
」
の
（
1
）
の
エ
）

・
国
語
に
お
け
る
言
葉
の
成
り
立
ち
、
表
現
の
特
色
及
び
言
語
の
役
割
な
ど

を
理
解
す
る
。

（
知
識
・
理
解
〔
伝
統
的
な
弓
一
口
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の

（1
）
の
イ
の
（
ア
）
）

一
一
一
ー
四
単
元
の
評
価
規
準

A

優
れ
た
表
現
に
接
し
て
そ
の
条
件
を
考
え
た
り
、
書
い
た
文
章
に
つ
い

て
相
互
評
価
を
行
っ
た
り
し
て
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
豊

か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

B

優
れ
た
表
現
に
接
し
て
そ
の
条
件
を
考
え
た
り
、
書
い
た
文
章
に
つ
い

て
相
互
評
価
を
行
っ
た
り
し
て
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
豊

か
に
し
て
い
る
。
（
書
く
能
力
）

C

短
歌
の
修
辞
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
o

（
知
識
・
理
解
）

五

単
元
計
画

次

習

手口

出

：子

動

時 次
間

短
歌
を
読
解
、
鑑
賞
す
る
。

（
ワ
ー
ク
シ
l
ト）

時一次
問

短
歌
物
語
を
作
成
す
る
。
代
表
作
品
の
中

か
ら
一
作
品
を
選
び
、
絶
賛
す
る
文
章
を

書
く
。

（ワ
l
ク
シ
1
ト）
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評
価
の
規
準
と
方
法

評
価
規
準
C

「
記
述
の
点
検
」

「
行
動
の
観
察
」

評
価
規
準
A
、
B

「
記
述
の
分
析
」



一
一
一
！
六
授
業
の
実
際

．
一
次
（
二
時
間
）

「
短
歌
の
世
界
｜
大
切
の
言
葉
」
（
「
高
等
学
校
改
訂
版
新
編
国
語
総
合
』

第
一
学
習
社
）
掲
載
の
五
首
を
含
む
全
十
首
を
載
せ
た
ワ
l
ク
シ
1
ト
を
配
布

し
た
。
そ
の
ワ
l
ク
シ
l
ト
で
は
、
短
歌
や
そ
の
解
説
に
空
欄
を
設
け
、
当
て

は
ま
る
言
葉
を
考
え
さ
せ
る
と
学
習
者
は
非
常
に
音
ω
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
o

例

え
ば
、
栗
木
京
子
の
「
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想
ひ
出
は
君
に
は
一
日
我
に
は

（
一
生
）
」
は
、
「
君
」
と
「
我
」
の
捉
え
方
を
対
比
的
に
考
え
さ
せ
た
と
こ

ろ
多
く
の
学
習
者
が
「
一
生
」
と
い
う
言
葉
に
気
付
け
た
。
ま
た
、
俵
万
智
の

「
「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
（
寒
い
ね
こ
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た

た
か
さ
」
は
、
「
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ
」
と
い
う
部
分
に
引
っ
張
ら
れ

て
、
（
）
内
を
「
あ
た
た
か
い
」
と
答
え
る
学
習
者
が
散
見
さ
れ
た
が
、
冬
の

状
況
で
な
ぜ
「
あ
た
た
か
さ
」
を
感
じ
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
「
答
え
る
人
の

い
る
」
と
い
う
状
況
を
考
慮
す
る
よ
う
伝
え
る
と
、
「
寒
い
ね
」
と
気
付
け
る
学

習
者
が
増
え
た
。
そ
の
一
方
で
、
石
川
啄
木
の
「
か
の
時
に
一
言
ひ
そ
び
れ
た
る

大
切
の
言
葉
は
今
も
胸
に
の
こ
れ
ど
」
の
「
の
こ
っ
て
い
る
け
れ
ど
」
と
い
う

部
分
に
注
目
さ
せ
、
「
け
れ
ど
」
の
後
に
続
く
思
い
を
考
え
さ
せ
た
り
、
正
岡
子

規
の
「
い
ち
は
つ
の
花
咲
き
い
で
て
我
目
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
行
か
ん
と
す
」

を
詠
ん
だ
時
の
子
規
の
気
持
ち
を
想
像
さ
せ
た
り
す
る
活
動
で
は
、
学
習
者
に

戸
惑
い
や
抵
抗
が
み
ら
れ
た
。
以
前
か
ら
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
ゃ
思
い
を
考

え
さ
せ
る
と
、
「
答
え
が
分
か
ら
ん
け
ん
、
気
持
ち
を
考
え
る
ん
っ
て
嫌
い
1
」

と
多
く
の
学
習
者
が
口
に
し
て
い
た
。
今
回
も
、
短
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
や
作

者
に
つ
い
て
丁
寧
な
解
説
を
し
な
い
ま
ま
、
安
易
に
思
い
や
気
持
ち
を
考
え
さ

せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

－
二
次
（
三
時
間
）

俵
万
智
の
「
泣
い
て
い
る
我
に
驚
く
我
も
い
て
恋
は
静
か
に
終
ろ
う
と
す
る
」

を
元
に
し
て
創
作
し
た
私
（
細
谷
）
の
短
歌
物
語
を
読
ま
せ
た
。
学
習
者
の
多

く
が
強
い
関
心
を
一
示
す
恋
愛
の
短
歌
を
元
に
し
た
こ
と
も
あ
り
、
学
習
者
は
興

味
深
そ
う
に
そ
の
短
歌
物
語
を
読
ん
で
い
た
。
そ
の
後
、
ワ
ー
ク
シ
l
ト
に
掲

載
し
て
い
る
十
首
の
中
か
ら
一
首
を
選
び
、
そ
の
短
歌
が
生
ま
れ
た
状
況
や
込

め
ら
れ
た
思
い
を
想
像
し
て
短
歌
物
語
を
創
作
さ
せ
た
。
多
く
の
学
習
者
が
選

択
し
た
短
歌
は
、
似
た
よ
う
な
経
験
が
あ
り
、
状
況
が
想
像
し
や
す
い
栗
木
京

子
の
「
観
覧
車
1
」
の
短
歌
で
あ
っ
た
。
自
身
の
体
験
を
そ
の
ま
ま
文
章
に
す

る
生
活
文
よ
り
も
、
体
験
を
下
敷
き
に
し
な
が
ら
も
虚
構
を
混
ぜ
込
め
る
創
作

文
の
方
が
、
学
習
者
の
筆
は
進
ん
で
い
た
。
「
分
か
ら
ん
1
」
と
言
い
な
が
ら
書

き
あ
ぐ
ね
て
い
る
学
習
者
に
対
し
て
も
、
他
の
学
習
者
が
「
妄
想
す
る
ん
よ
、

妄
想
1
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
な
ど
し
て
、
全
員
が
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き

た

17一

そ
の
後
、
七
作
品
を
私
が
優
秀
作
品
と
し
て
選
ん
だ
上
で
プ
リ
ン
ト
に
打
ち

出
し
、
鑑
賞
し
た
。
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
短
歌
物
語
を
創
作
で

き
て
い
る
の
か
と
感
嘆
す
る
声
ゃ
、
同
じ
短
歌
で
あ
っ
て
も
、
人
に
よ
っ
て
物

語
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
関
心
を
一
不
す
学
習
者
が
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
七

作
品
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ぴ
、
絶
賛
す
る
文
章
を
書
か
せ
た
。
型
を
提
示
し
て

い
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
学
習
者
が
型
に
則
っ
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

一
二
｜
七
成
果

高
校
に
入
学
し
て
か
ら
初
め
て
の
創
作
文
で
は
あ
っ
た
が
、
予
想
以
上
に
多

く
の
学
習
者
が
意
欲
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
学
習
者
も
、
創
作



文
と
い
う
初
め
て
の
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

満
足
感
を
得
た
よ
う
だ
つ
た
。
作
品
に
よ
っ
て
は
、
職
員
室
で
も
話
題
に
な
る

ほ
ど
の
も
の
が
あ
っ
た
一
方
、
短
歌
の
内
容
を
無
視
し
て
い
た
り
、
主
語
の
ず

れ
が
あ
っ
た
り
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。

ま
た
絶
賛
す
る
文
章
は
、
そ
れ
を
書
い
て
も
ら
っ
た
生
徒
に
し
か
配
布
し
な

か
っ
た
た
め
、
ど
の
作
品
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
選
ば
れ
て
い
る
の
か
、
全
体

で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

優
秀
作
品
を
載
せ
た
プ
リ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
授
業
を
観
察
し
て
く
だ
さ
っ

た
初
任
者
研
修
担
当
の
指
導
教
員
か
ら
、
短
歌
物
語
の
後
に
短
歌
を
掲
載
し
た

方
が
短
歌
の
生
ま
れ
る
流
れ
と
合
わ
さ
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ア
ド

バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
。

四

実
践
例
③

2 

単
元
の
基
本
情
報

国
語
表
現
I

高
校
三
年
生
（
普
通
ク
ラ
ス
）

二
O
一
二
年
十
一
月

1
二
O
一
二
年
十
二
月

芥
川
龍
之
介
の
恋
文
に
お
断
り
の
返
事
を
出
そ
う

四

単実対 科 一
元施象目
名時学

期 年

3 4 四
ー
ニ
単
元
設
定
の
ね
ら
い

多
く
の
生
徒
が
夏
休
み
明
け
か
ら
後
期
（
本
校
は
二
学
期
制
で
あ
る
）
の
前

半
に
か
け
て
就
職
試
験
や
進
学
試
験
に
臨
む
。
そ
の
た
め
前
期
の
聞
は
、
書
き

言
葉
の
ル

l
ル
や
原
稿
用
紙
の
使
い
方
、
型
を
用
い
た
文
章
の
書
き
方
や
理
由

の
一
不
し
方
な
ど
を
授
業
で
扱
っ
た
。
こ
う
し
て
論
理
的
な
文
章
の
書
き
方
を
指

導
し
て
い
た
が
、
授
業
で
毎
回
室
聞
か
せ
て
い
た
「
カ
キ
ナ
l
レ
」
で
は
自
作
の

小
説
を
書
く
学
習
者
が
散
見
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
普
段
は
書
く
機
会
の

ほ
と
ん
ど
な
い
虚
構
の
文
章
を
書
き
た
い
と
学
習
者
が
思
っ
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
た
。
よ
っ
て
、
進
路
に
関
す
る
試
験
が
一
段
落
し
た
後
は
、
続
き
物
語

を
創
作
さ
せ
た
り
、
「
し
あ
わ
せ
に
働
く
私
の
物
語
」
を
書
か
せ
た
り
し
た
。
そ

の
結
果
、
学
習
者
た
ち
は
予
想
通
り
、
創
作
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
だ
。

十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
は
虚
構
の
手
紙
を
書
か
せ
て
み
よ
う
と
考
え

た
。
実
は
十
月
に
手
紙
の
書
式
に
つ
い
て
指
導
し
、
私
（
細
谷
）
か
ら
の
手
紙

に
返
信
を
書
か
せ
る
活
動
を
し
て
い
た
の
だ
が
、
学
習
者
の
意
欲
を
あ
ま
り
感

じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
手
紙
を
書
く
目
的
が
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
田
中
宏
幸
氏
の
実
践
を
も
と
に
本
単
元
を
計
画
し
た
。
田
中
氏
は

「
レ
ベ
ル
と
し
て
は
、
「
承
諾
す
る
手
紙
」
よ
り
も
こ
の
方
が
難
し
い
。
相
手
を

納
得
さ
せ
る
だ
け
の
理
由
を
ど
う
想
定
す
る
か
。
相
手
を
で
き
る
だ
け
傷
つ
け

な
い
言
葉
を
ど
う
選
ぶ
か
。
発
想
力
と
語
葉
カ
・
文
章
力
が
要
求
さ
れ
る
。
だ

が
こ
の
場
合
は
、
相
手
が
歴
史
上
の
人
物
な
の
で
、
さ
ほ
ど
神
経
を
使
わ
ず
に

す
む
。
虚
構
の
世
界
に
遊
び
、
想
像
を
豊
か
に
し
て
の
び
の
び
と
書
き
進
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
自
由
に
楽
し
ん
で
書
き
な
が
ら
、
文
章
量
を
増
加
さ
せ
、
言

葉
を
磨
き
、
さ
ら
に
は
改
ま
っ
た
手
紙
の
形
式
を
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
o
」
（
『
手
紙
文
や
通
信
文
を
書
く
学
習
」

3
・
ロ
凶
】
区
）
と
、
プ
ロ
ポ
ー

ズ
に
お
断
り
の
返
事
を
す
る
課
題
の
意
義
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
教
材
は
一

九
一
六
年
に
当
時
二
十
四
歳
だ
っ
た
芥
川
龍
之
介
が
、
十
七
歳
で
女
学
生
だ
っ

た
塚
本
文
に
宛
て
た
恋
文
（
こ
の
一
一
年
後
、
芥
川
と
塚
本
は
結
婚
す
る
）
を
用

い
た
。
「
自
由
に
楽
し
ん
で
書
き
な
が
ら
、
文
章
量
を
増
加
さ
せ
、
一
言
葉
を
磨
」
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く
機
会
は
、
社
会
に
出
て
か
ら
は
な
か
な
か
な
い
。
楽
し
ん
で
表
現
活
動
に
取

り
組
め
る
残
り
少
な
い
機
会
で
あ
る
。
田
中
氏
の
述
べ
る
「
思
い
切
っ
た
虚
構

の
場
」
を
設
定
し
、
恋
文
へ
の
返
信
と
い
う
形
を
と
っ
て
個
性
豊
か
な
文
章
を

書
か
せ
た
い
と
考
え
て
本
単
元
を
設
定
し
た
。

四
ー
三
単
一
冗
の
目
標

・
目
的
や
場
に
応
じ
て
、
言
葉
遣
い
や
文
体
な
ど
表
現
を
工
夫
し
て
効
果
的

に
話
し
た
り
書
い
た
り
し
よ
う
と
す
る
。
（
関
心
・
音
叫
欲
・
態
度
）

・
目
的
や
場
に
応
じ
て
、
言
葉
遣
い
や
文
体
な
ど
表
現
を
工
夫
し
て
効
果
的

に
話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
o

（
書
く
能
力
（
l
）
の
エ
）

－
国
語
に
お
け
る
言
葉
の
成
り
立
ち
、
表
現
の
特
色
及
び
一
言
語
の
役
割
な
ど

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
o

（
知
識
・
理
解
（
1
）
の
カ
）

B 

単
元
の
評
価
規
準

目
的
や
場
に
応
じ
て
、
言
葉
遣
い
や
文
体
な
ど
表
現
を
工
夫
し
て
効
果

的
に
書
こ
う
と
し
て
い
る
。
（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

目
的
や
場
に
応
じ
て
、
言
葉
遣
い
や
文
体
な
ど
表
現
を
工
夫
し
て
効
果

的
に
書
い
て
い
る
。
（
書
く
能
力
）

手
紙
の
表
現
の
特
色
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
c

（
知
識
・
理
解
）

四
ー
四

A
 

c 
四
l
五

単
元
計
画

次 l

壬口、I

動

評
価
の
規
準
と
方
法

え羊
て「

習

芥
川
龍
之
介
に
関
す
る
ワ
l
ク
シ
1
ト
と

評
価
規
準
C

時一
次

間
時次
間

時一次
間

手
紙
の
書
き
方
に
関
す
る
ワ
l
ク
シ
l
ト

を
ま
と
め
る
。

手
紙
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
や
「
日
本
一
短

い
」
手
紙
を
読
み
、
手
紙
に
込
め
ら
れ
た

思
い
に
つ
い
て
考
え
る
。

（ワ
l
ク
シ
I
ト）

「
記
述
の
点
検
」

「
記
述
の
分
析
」

芥
川
龍
之
介
の
恋
文
を
鑑
賞
す
る
。
評
価
規
準
A
、
B

女
子
は
塚
本
文
に
な
っ
て
芥
川
の
恋
文
へ
↑
「
記
述
の
分
析
」

断
り
の
返
事
、
男
子
は
芥
川
に
な
っ
て
結
「
行
動
の
観
察
」

婚
申
し
込
み
の
撤
回
の
手
紙
を
書
か
せ
る
。
一

（ワ
l
ク
シ
l
ト

）

一

学
習
者
の
作
品
を
プ
リ
ン
ト
に
打
ち
込
み
、
一
評
価
規
準
C

そ
の
作
品
の
な
か
で
納
得
で
き
る
も
の
を
一
「
記
述
の
分
析
」

選
び
、
そ
の
理
由
を
ま
と
め
る
。
※
後
期

中
間
考
査
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Lー

四
ー
六
授
業
の
実
際

一
次
（
三
時
間
）

一
時
間
日
は
私
が
出
張
し
て
い
た
た
め
、
既
習
の
内
容
で
あ
る
手
紙
の
書
き

方
を
復
習
す
る
プ
リ
ン
ト
と
、
芥
川
龍
之
介
に
つ
い
て
ま
と
め
る
プ
リ
ン
ト
を

さ
せ
た
。

二
時
間
目
以
降
は
ま
ず
、
俵
万
智
「
愛
の
消
印
」
を
読
ま
せ
た
。
そ
の
際
、

「
だ
れ
か
へ
手
紙
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
こ
と
を
思
う
時
間
を
持
つ

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
時
間
を
封
筒
に
詰
め
て
、
送
る
の
で
あ
る
。
手
紙
そ
の

も
の
が
、
そ
の
時
間
の
消
印
に
な
る
o
」
と
い
う
部
分
に
着
目
さ
せ
、
手
紙
に
込

め
る
思
い
の
大
切
さ
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
一
文
ず
つ
音
読
さ



せ
る
だ
け
の
活
動
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
か
、
学
習
者
に
と
っ
て
目
標

が
暖
昧
と
な
り
、
学
習
意
欲
を
高
め
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
反
省
も
踏
ま
え
、
次
に
「
一
筆
啓
上
賞
日
本
一
短
い
「
愛
」
の
手
紙
」
、

「
一
筆
啓
上
賞
日
本
一
短
い
「
母
」
へ
の
手
紙
」
か
ら
何
作
品
か
を
抜
粋
し
て

載
せ
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
読
み
味
わ
わ
せ
た
。
そ
の
後
、
一
番
心
に
響
い

た
手
紙
を
選
ぴ
、
そ
の
理
由
を
書
か
せ
た
。
学
習
者
は
、
短
い
手
紙
の
中
に
込

め
ら
れ
た
相
手
へ
の
思
い
や
、
短
い
言
葉
だ
か
ら
こ
そ
表
現
が
精
選
さ
れ
、
心

に
届
く
こ
と
を
実
感
で
き
た
よ
う
だ
つ
た
。

－
二
次
（
三
時
間
）

ま
ず
、
芥
川
龍
之
介
が
塚
本
文
に
書
い
た
恋
文
を
読
ま
せ
、
そ
の
文
章
の
魅

力
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
。
学
習
者
も
知
っ
て
い
る
文
豪
・
芥
川
龍
之
介
が
実

際
に
書
い
た
恋
文
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
彼
ら
は
食
い
入
る
よ
う
に
恋
文
を
読

ん
で
い
た
。
学
習
者
は
「
た
だ
文
ち
ゃ
ん
を
好
き
と
い
う
気
持
ち
だ
け
で
な
く
、

相
手
の
家
族
の
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
」
、
「
「
勿
論
昔
か
ら
好
き
で
し
た
。
今

で
も
好
き
で
す
よ
と
い
う
表
現
に
ぐ
っ
と
き
た
」
、
「
文
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
を
大

切
に
で
き
て
い
る
」
、
「
ど
の
部
分
を
読
ん
で
も
文
ち
ゃ
ん
へ
の
愛
で
溢
れ
て
い

る
」
と
い
っ
た
点
に
魅
力
を
見
い
出
し
た
よ
う
だ
。

次
に
、
「
相
手
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
理
由
を
ど
う
設
定
す
る
か
」
「
相
手
を

で
き
る
だ
け
傷
つ
け
な
い
言
葉
を
ど
う
選
ぶ
か
」
を
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
、
女
子

と
男
子
そ
れ
ぞ
れ
に
以
下
の
課
題
を
与
え
た
。

同
国相

手
（
芥
川
龍
之
介
）
の
申
し
出
に
感
謝
し
な
が
ら
も
、
言
葉
を
尽
く
し

て

ご

辞

退

す

る

手

紙

を

書

く

。

一

閣

団

一

結
婚
を
申
し
込
ん
で
お
き
な
が
ら
も
、
塚
本
文
に
結
婚
で
き
な
く
な
っ
た
一

こ

と

を

伝

え

る

手

紙

を

書

く

。

一

た
だ
自
由
に
創
作
す
る
の
で
は
な
く
、
手
紙
の
形
式
を
と
る
と
い
う
設
定
や
、

心
の
こ
も
っ
た
優
れ
た
文
章
表
現
に
対
す
る
創
作
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

普
段
は
な
か
な
か
筆
の
進
ま
な
い
学
習
者
で
あ
っ
て
も
、
比
較
的
す
ら
す
ら
と

書
き
進
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

－
三
次
（
一
時
間
）

授
業
時
数
の
関
係
な
ど
か
ら
、
授
業
で
学
習
者
の
作
品
を
扱
え
な
か
っ
た
。

よ
っ
て
、
優
秀
作
品
を
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
、
十
二
月
中
旬
に
実
施
さ
れ
た
後

期
中
間
テ
ス
ト
に
次
ペ

l
ジ
の
問
題
を
出
題
し
た
。

問
題
数
の
多
い
テ
ス
ト
の
中
、
多
く
の
作
品
に
目
を
通
し
た
上
で
理
由
を
書

く
と
い
う
こ
と
は
大
変
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
書
き
あ
が
ら
な
い
学
習

者
が
続
出
す
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
た
の
だ
が
、
実
際
は
ほ
と
ん
ど

の
学
習
者
が
二
百
字
近
く
書
き
き
れ
て
い
た
。

← 20 

別
紙
の
プ
リ
ン
ト
は
、
芥
川
龍
之
介
の
恋
文
に
関
し
て
、
み
な
さ
ん
が
将
竺

業

中

に

書

い

た

手

紙

で

あ

る

。

一

・
「
文
ち
ゃ
ん
」
の
気
持
ち
に
な
っ
て
、
男
子
の
作
品
（
芥
川
龍
之
一

介
か
ら
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
撤
回
の
手
紙
）
を
読
む
こ
と
。
↑

国



耳
目

・
「
芥
川
龍
之
介
」
の
気
持
ち
に
な
っ
て
、
女
子
の
作
品
（
自
分
の

プ
ロ
ポ
ー
ズ
に
対
す
る
断
わ
り
の
手
紙
）
を
読
む
こ
と
。

そ
し
て
、
一
番
納
得
で
き
た
・
心
を
打
た
れ
た
手
紙
を
一
つ
選
び
、
そ
の

理
由
を
百
八
十
1
二
百
字
で
書
く
こ
と
。

四
ー
七
成
果

卒
業
テ
ス
ト
時
、
心
に
残
っ
て
い
る
学
習
内
容
と
し
て
本
単
元
を
挙
げ
て
い

る
学
習
者
が
多
か
っ
た
。
コ
メ
ン
ト
か
ら
は
書
く
楽
し
さ
や
喜
び
を
学
習
者
が

実
感
で
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
優
秀
作
品
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
や
、
そ

れ
を
さ
ら
に
他
の
学
習
者
が
選
ん
で
く
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
自
信
や
自
己
肯

定
感
も
高
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
授
業
で
学
習
者
の
作
品
を
扱

え
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
ま
た
、
「
納
得
で
き
た
理
由
」
を
打
ち
込
ん

だ
プ
リ
ン
ト
は
、
そ
の
手
紙
を
書
い
た
学
習
者
の
み
に
し
か
渡
さ
な
か
っ
た
た

め
、
優
秀
作
品
や
納
得
で
き
た
ポ
イ
ン
ト
な
ど
か
ら
学
び
を
さ
ら
に
深
め
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

五

お
わ
り
に

昨
年
度
、
私
は
「
否
定
で
は
な
く
肯
定
で
」
「
生
徒
を
褒
め
て
伸
ば
す
」
と
い

う
ス
タ
イ
ル
を
意
識
し
て
何
事
に
も
取
り
組
ん
で
き
た
。
「
書
く
こ
と
」
の
指
導

に
お
い
て
も
、
「
こ
の
表
現
、
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
ご
っ
つ
い
え
え
な
あ
1
」、

「
こ
ん
な
短
時
間
で
、
こ
ん
な
に
書
け
た
ん
？
す
ご
い
な
あ
！
」
と
い
う
よ
う
に
、

ま
ず
は
褒
め
る
よ
う
に
意
識
し
て
い
た
。
褒
め
ら
れ
経
験
の
乏
し
い
生
徒
に
対

し
て
、
授
業
を
始
め
と
し
た
学
校
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
、
ま
ず

は
褒
め
、
自
己
肯
定
感
を
高
め
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
何
か
月
が
経
っ

て
も
自
分
の
感
情
の
ま
ま
に
言
動
す
る
生
徒
や
、
細
か
な
こ
と
ま
で
き
ち
ん
と

注
意
し
、
指
導
さ
れ
て
い
る
先
生
方
の
姿
を
見
る
た
び
に
、
「
私
の
指
導
は
た
だ

甘
い
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
「
褒
め
て
も
生
徒
は
成
長
し
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
」
と
悩
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
初
任
者
研
修
等
で
「
暴

言
の
背
景
に
は
、
か
ま
っ
て
ほ
し
さ
や
満
た
さ
れ
て
い
な
い
心
が
あ
る
」
、
「
見

返
り
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
き
、
ま
ず
は
肯
定
す
る
ス

タ
イ
ル
を
今
後
も
維
持
し
な
が
ら
、
毅
然
と
し
た
指
導
を
し
て
い
こ
う
と
改
め

て
思
う
こ
と
が
で
き
た
。
昨
年
度
担
任
し
て
い
た
一
年
生
の
生
徒
た
ち
も
、
入

学
し
て
か
ら
ず
っ
と
、
褒
め
る
と
手
放
し
で
喜
ん
で
い
た
の
だ
が
、
年
度
末
近

く
に
な
る
頃
に
は
、
「
先
生
、
話
を
盛
り
す
ぎ
じ
ゃ
o
」
「
ほ
ん
な
事
で
褒
め
ら
れ

で
も
嬉
し
い
な
い
o
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
も
、
た
だ
褒
め
ら
れ

て
喜
ぶ
段
階
か
ら
、
褒
め
ら
れ
て
い
る
内
容
を
意
識
す
る
段
階
に
な
っ
た
の
だ

と
、
そ
の
成
長
が
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

今
年
度
も
「
国
語
表
現
」
等
の
授
業
で
「
書
く
こ
と
」
を
通
し
た
自
己
肯
定

感
や
基
礎
学
力
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
二
年
生
の
英
数
ク
ラ
ス

で
の
「
現
代
文
B
」
に
お
い
て
は
、
型
を
用
い
て
「
書
く
こ
と
」
と
「
話
す
こ

と
」
を
連
携
さ
せ
た
授
業
を
実
践
し
て
い
る
。
今
年
度
も
受
け
持
っ
た
生
徒
が

一
人
で
も
多
く
「
文
章
を
書
く
の
は
嫌
い
じ
ゃ
な
い

l
」
「
私
も
文
章
を
書
け

る
！
」
と
思
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
も
模
索
し
て
い
き
た
い
。

（
徳
島
県
立
穴
吹
高
等
学
校
）
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