
｛
第
日
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
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「
知
る
こ
と
」

「
考
え
る
こ
と
」

か
ら

は
じ
め
に

小
・
中
・
高
等
学
校
す
べ
て
の
学
習
指
導
要
領
に
「
伝
統
的
な
一
J

口
語
文
化
」

が
設
置
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
平
成
十
七
年
度
に
行
わ
れ
た
高
等
学
校
教
育
課

程
実
施
状
況
調
査
（
「
国
語
総
合
」
）
で
の
結
果
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
調

査
結
果
で
は
、
「
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
調
査
」
に
お
い
て
、
通
過
率
が
設
定
通
過
率

を
下
回
る
と
考
え
ら
れ
る
十
二
問
の
う
ち
九
問
が
古
典
に
関
す
る
問
題
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、
古
典
の
題
材
で
は
設
定
通
過
率
を
下
回

る
問
題
数
の
増
加
や
無
解
答
率
の
増
加
な
ど
、
古
典
を
読
み
取
る
力
に
関
し
て

の
課
題
が
多
く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

調
査
結
果
の
「
読
む
こ
と
（
古
典
）
」
の
分
析
で
は
、
「
古
典
を
読
む
た
め
の

知
識
技
能
を
確
実
に
身
に
付
け
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
訓
詰
注
釈
的
な
古
典
の
授
業
が
古
典
嫌
い
の
生
徒
を
生
み
出
し
た
轍
を

踏
ま
な
い
よ
う
、
古
典
を
読
む
音
ω
欲
を
ま
ず
高
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
古

典
へ
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
取
組
み
の
中
で
、
知
識
・
技
能
も
身
に
付
け
さ
せ

て
い
く
よ
う
に
し
た
い
o
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

へ
の
授
業
作
り

岡

真

由

田

2 

問
題
の
所
在

筆
者
の
問
題
意
識
は
、
中
学
校
か
ら
高
校
、
高
校
か
ら
大
学
へ
の
移
行
期
の

差
を
い
か
に
埋
め
て
接
続
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
我
々
高
校
現
場

の
教
員
は
高
校
へ
の
入
口
の
段
階
・
出
口
の
段
階
の
学
力
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

る
べ
き
な
の
か
。
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
の
授
業
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う

に
あ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

入
口
の
段
階
で
の
授
業
の
あ
り
方
を
考
え
る
場
合
、
高
校
の
教
員
は
中
学
で

の
学
び
の
あ
り
方
を
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
学
校
の
現
状
を

把
握
し
、
高
校
で
の
指
導
内
容
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
移
行
期
の
「
差
」
を

埋
め
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
新
学
習
指
導
要
領
で
の
指

導
内
容
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
。

「
中
学
校
国
語
科
で
は
、
古
典
を
原
文
で
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
目
標
で

は
な
い
。
目
標
は
、
ひ
と
え
に
学
習
者
が
古
典
を
好
き
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
最
優
先
の
目
標
に
据
え
た
う
え
で
、
古
典
の
作
品
や
古
典
に
関
連
し
た

近
現
代
の
文
章
な
ど
か
ら
獲
得
し
た
知
識
を
、
生
徒
が
自
ら
の
言
語
生
活
に
役
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立
て
る
姿
勢
を
養
い
た
い
。
古
典
嫌
い
を
つ
く
ら
な
い
た
め
に
は
、
生
徒
が
お

も
し
ろ
が
る
よ
う
な
話
題
の
開
発
と
教
材
ご
つ
く
り
の
工
夫
が
欠
か
せ
な
い
。
ま

た
、
授
業
を
躍
動
感
と
楽
し
さ
に
満
ち
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
重
要

で
あ
る
。
古
典
の
学
習
を
高
尚
な
教
養
の
獲
得
な
ど
と
固
く
考
え
る
の
で
は
な

く
、
『
古
典
の
学
習
は
楽
し
い
』
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
教
師

自
身
が
楽
し
め
る
よ
う
で
あ
り
た
い
。
特
に
入
門
期
で
は
、
ゲ
l
ム
の
素
材
選

び
な
ど
に
古
典
を
使
っ
て
遊
ぶ
と
い
う
感
覚
で
、
気
軽
に
経
験
さ
せ
る
と
よ

い
o
」「

伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
入
門
期
の
取
り
扱
い
方
と
し
て
、
と
に
か
く
、
古

典
を
楽
し
く
、
お
も
し
ろ
く
感
じ
さ
せ
る
扱
い
方
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
高
校

で
の
扱
い
方
と
の
差
は
大
き
く
な
る
。

高
校
古
典
の
最
終
段
階
で
あ
る
「
古
典
B
」
の
目
標
は
「
古
典
と
し
て
の
古

文
と
漢
文
を
読
む
能
力
を
養
う
と
と
も
に
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方

を
広
く
し
、
古
典
に
つ
い
て
の
理
解
や
関
心
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を

豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
」
で
あ
る
。
「
古
典
を
読
む
能
力
」
を
高
め
る
こ
と

が
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
指
導
事
項
と
し
て
「
ア
古
典
に
用
い
ら
れ
て
い

る
語
句
の
意
味
、
用
法
及
び
文
の
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
目
標
に
向
か
い
、
高
校
で
は
古
典
を
原
文
で
読
む
能
力
を
身
に
付

け
さ
せ
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
出
口
の
段
階
で
の
大
学
入
試
問
題
に

規
定
さ
れ
る
部
分
も
あ
る
た
め
、
高
校
三
年
次
か
ら
逆
算
し
て
、
高
校
一
年
次

の
学
習
内
容
が
決
定
さ
れ
る
。
高
校
一
年
生
の
一
学
期
に
行
わ
れ
る
学
習
内
の

多
く
は
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
「
用
一
一
一
百
の
活
用
」
「
助
動
詞
」
な
ど
文
法
に
関
わ

る
も
の
や
、
「
辞
書
の
引
き
方
」
を
教
え
て
「
語
句
の
意
味
」
を
調
べ
さ
せ
、
語

訳
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
予
習
の
方
法
を
指
導
し
、
予
習
内
容
を
確
か
め
る
と

い
う
や
り
方
で
授
業
を
行
う
た
め
、
「
訓
詰
注
釈
的
な
授
業
」
と
な
り
が
ち
で
あ

る
。
こ
の
高
校
の
入
門
期
に
古
典
嫌
い
が
増
え
て
い
く
こ
と
は
、
前
述
の
実
施

状
況
調
査
の
結
果
に
表
れ
て
い
る
。

古
典
の
入
門
期
に
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
高
め
る
授
業
を
行
う
こ
と
は
大
切

で
あ
る
。
ま
た
、
古
典
を
読
む
能
力
を
養
う
た
め
に
は
、
一
言
口
語
体
系
の
知
識
の

定
着
を
図
る
こ
と
も
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
典
が
興
味
・
関
心
を
引
く

た
め
の
単
な
る
素
材
と
な
る
だ
け
で
は
、
読
む
能
力
は
身
に
付
か
な
い
。
ま
た
、

知
識
の
詰
め
込
み
だ
け
で
は
、
興
味
・
関
心
は
高
ま
ら
な
い
。
高
校
三
年
間
で

言
語
体
系
の
知
識
の
定
着
を
図
り
な
が
ら
、
優
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
「
言
語

文
化
」
に
出
会
わ
せ
、
読
む
能
力
を
高
め
る
た
め
の
方
法
を
模
索
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
「
読
む
」
行
為
の
中
で
テ
キ
ス
ト
と
向
き
合
い
、
生
徒
が
思
考
し
、

内
的
な
変
化
を
起
こ
し
、
新
し
い
発
見
を
し
て
い
く
中
で
「
読
む
」
こ
と
の
楽

し
さ
は
醸
成
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
読
み
」
、
「
考
え
る
」
行
為
を
通

じ
て
言
語
体
系
を
習
得
し
て
い
く
よ
う
な
授
業
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
の
こ
と
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
提
案
し
た
い

O
文
脈
に
よ
る
語
葉
獲
得
の
場
の
設
定

O
思
考
の
場
を
取
り
入
れ
た
授
業

ハ可
d

ハU
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実
践
報
告

「
文
脈
に
よ
る
語
集
獲
得
の
場
の
設
｛
疋
」
「
思
考
の
場
を
取
り
入
れ
た
授
業
」

に
つ
い
て
干
成
二
十
四
年
度
の
広
島
県
高
等
学
校
国
語
部
会
の
国
語
科
授
業
改

善
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
、
行
っ
た
実
践
に
つ
い
て
報
告
す
る
。



（1
）
国
語
科
授
業
改
善
セ
ミ
ナ
ー
の
目
的
及
び
指
導
案
作
成

国
語
科
授
業
改
善
セ
ミ
ナ
ー
の
目
的
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
生
徒
に
、
教
材
を
他
者
と
し
て
認
識
さ
せ
、
対
話
を
促
す
こ
と
で
、
思
索
を

深
め
さ
せ
、
知
的
発
見
、
認
識
的
な
更
新
を
重
ね
て
い
く
主
体
に
育
て
る
授

業
を
つ
く
る
。

②
活
用
型
学
力
を
育
成
す
る
授
業
を
つ
く
る
。

③
教
科
指
導
力
に
優
れ
た
教
員
の
人
材
育
成
。

セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
こ
れ
か
ら
扱
う
教
材
に
つ
い
て
、
各
自
指
導
案
を
作
成
し

て
持
ち
寄
り
、
教
材
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
で
検
討
し
、
講
師
の
先
生
方
か
ら
指
導

を
受
け
た
。
指
導
内
容
を
踏
ま
え
て
、
作
成
し
た
指
導
案
、
単
元
の
構
成
に
修

正
を
加
え
、
公
開
授
業
を
行
っ
た
。
指
導
案
、
単
元
構
成
の
修
正
を
行
、
つ
際
、

特
に
意
識
し
た
指
導
内
容
は
次
の
点
で
あ
る
。

O
「
知
る
」
授
業
か
ら
「
考
え
る
」
授
業
へ
の
転
換
を
主
題
化
し
て
教
材
分
析
を

試
み
る

0

0
「
考
え
る
」
授
業
の
核
と
し
て
、
語
り
の
主
体
が
作
品
で
提
示
し
て
い
る
問
題

領
域
（
主
体
・
時
代
の
葛
藤
H
主
体
に
よ
る
世
界
〈
人
間
・
社
会
・
自
然
〉

へ
の
問
い
か
け
局
面
）
が
あ
る
。

O
単
元
の
中
で
、
第
l
教
材
と
第
2
教
材
、
主
教
材
や
補
助
教
材
な
ど
の
編
成

や
構
成
、
教
師
に
よ
る
説
明
や
情
報
の
与
え
方
を
工
夫
す
る
。

O
古
典
世
界
に
お
け
る
筆
者
や
登
場
人
物
の
葛
藤
に
つ
い
て
考
え
る
学
習
展
開

や
学
習
課
題
を
工
夫
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
と
現
代
に
お
け
る
読
者
に

と
っ
て
の
葛
藤
と
を
結
び
合
わ
せ
る
学
習
展
開
や
学
習
課
題
を
工
夫
す
る
。

（2
）
単
元
計
画

作
品
が
投
げ
か
け
て
い
る
問
題
領
域
を
捉
え
、
生
徒
に
対
し
て
「
考
え
る
」

学
習
課
題
を
設
定
す
る
た
め
に
、
教
科
書
掲
載
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
全

体
の
把
握
を
し
た
う
え
で
、
「
物
思
ひ
」
を
考
察
す
る
単
元
計
画
に
修
正
し
た
。

全
体
を
修
正
し
た
が
、
大
き
な
変
更
は
下
線
部
分
で
あ
る
。

ア
セ
ミ
ナ
ー
受
講
前

第
l
時
全
体
を
通
読
し
、
場
面
を
2
つ
に
分
け
る
。

第
2
時
か
ぐ
や
姫
の
和
歌
を
読
解
し
、
「
天
の
羽
衣
」
に
注
目
し
て
前
半
部

を
読
む
。

天
の
羽
衣
を
着
る
前
後
の
か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て
比
較
し
、
変
化

を
読
み
取
る
。

帝
の
和
歌
を
読
解
し
、
「
不
死
の
薬
」
に
つ
い
て
注
目
し
て
後
半
部

を
読
む
。

帝
と
翁
・
極
の
行
動
を
比
較
し
、
共
通
点
と
差
異
を
読
み
取
る
。

前
後
半
を
通
じ
て
、
筆
者
の
人
間
観
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

第

3
時

第
4
時

第
5
時

第
6
時
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イ
セ
ミ
ナ
ー
受
講
後

第
1
時
「
竹
取
物
語
』
に
つ
い
て
の
既
有
知
識
と
原
典
の
内
容
を
確
認
し
、

「
天
の
羽
衣
」
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
押
さ
え
る
。
特
に

5
人
の
貴

公
子
と
帝
の
求
婚
に
つ
い
て
は
、
貴
公
子
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
と

帝
と
か
ぐ
や
姫
の
交
流
を
押
さ
え
る
。

本
文
を
通
読
し
、
場
面
を
二
つ
に
分
け
る
。
基
礎
的
事
項
（
単

語
・
文
法
な
ど
）
を
押
さ
え
る
。

第

2
時



第

3
時

「
天
の
羽
衣
」
に
注
目
し
て
前
半
部
を
読
み
、
天
の
羽
衣
を
着
る

前
後
の
か
ぐ
や
姫
の
変
化
（
「
も
の
思
ひ
」
が
な
く
な
る
）
か
ら
、

「
人
」
で
あ
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
考
え
さ
せ
る
。

か
ぐ
や
姫
の
和
歌
を
読
解
し
、
か
ぐ
や
姫
の
心
情
を
考
え
さ
せ
る
。

そ
の
際
、
第
1
時
の
帝
と
か
ぐ
や
姫
の
交
流
に
つ
い
て
想
起
さ
せ

る。「
不
死
の
薬
」
に
注
目
し
て
後
半
部
を
読
み
、
帝
と
翁
・
極
の
様
子

を
整
理
し
、
不
老
不
死
の
薬
を
飲
ま
な
か
っ
た
理
由
を
考
え
さ
せ

る
。
そ
の
際
、
帝
の
和
歌
を
読
解
し
、
詠
ま
れ
て
い
る
心
情
を
踏

中
寸
え
る
。

前
後
半
を
通
読
し
て
「
天
人
世
界
」
と
「
人
間
世
界
」
の
比
較
を

行
い
、
「
物
思
ひ
」
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

第

4
時

第
5
時

第

6
時

（

3
）
実
践
内
容

日
時
・
平
成
三
十
五
年
一
月
二
十
九
日
（
火
）

対
象
広
島
県
立
広
島
皆
実
高
等
学
校

l
年
3
組
（
男
子
U
名
、
女
子
お

名
）
※
当
日
欠
席
者
4
名

教
材
・
「
天
の
羽
衣
」
『
竹
取
物
語
』
（
「
精
選
国
語
総
合
」
東
京
書
籍
）

公
開
研
究
授
業
に
向
け
、
思
考
の
場
を
取
り
入
れ
る
授
業
作
り
と
し
て
ペ
ア

ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
た
授
業
を
行
っ
た
。
一
時
間
の
授
業
に
つ
き
、
作
品
の

「
読
み
」
に
関
わ
る
質
問
一
つ
を
設
定
し
、
ベ
ア
ワ
ー
ク
で
話
し
合
い
、
発
表
す

る
こ
と
を
単
元
（
全
6
時
）
を
通
じ
て
行
っ
た
。
（
第
2
時
を
除
く
o
）
以
下
に

ペ
ア
ワ
ー
ク
で
話
し
合
っ
た
質
問
を
示
す
。

｛
質
問
事
項
】

第
1
時

5
人
の
貴
公
子
と
帝
と
の
違
い
は
何
か
。

第
3
時
『
竹
取
物
語
』
が
描
い
て
い
る
「
人
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

第
4
時
か
ぐ
や
姫
の
和
歌
中
の
「
あ
は
れ
」
を
ど
の
よ
う
に
訳
し
た
ら
よ
い

品
川
付
。

帝
と
翁
・
娠
が
不
老
不
死
の
薬
を
飲
ま
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
。

『
竹
取
物
語
』
は
「
人
間
世
界
」
を
肯
定
的
に
描
い
て
い
る
が
、
自
分

自
身
は
ど
う
考
え
る
か
。

第

5
時

第
6
時

（4
）
考
察
（
第
4
時
・
第
6
時）

ア
文
脈
に
よ
る
語
養
獲
得
の
場
の
設
定
に
つ
い
て
（
第
4
時）

迎
え
に
き
た
天
人
に
天
の
羽
衣
を
着
せ
ら
れ
、
「
心
異
に
な
る
」
前
に
、
か
ぐ

や
姫
が
帝
に
送
っ
た
和
歌
、

「
今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る
」

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
「
あ
は
れ
」
を
ど
の
よ
う
に
口
語

訳
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
さ
せ
た
。

「
あ
は
れ
」
は
大
学
入
試
問
題
に
も
頻
出
の
古
語
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
」
は
用

例
も
多
様
で
あ
り
、
文
脈
に
応
じ
て
そ
の
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。
「
あ
は
れ
」

と
い
う
語
白
体
が
持
っ
て
い
る
幅
の
広
さ
、
深
み
や
複
雑
さ
を
、
生
き
た
言
葉

と
し
て
生
徒
の
中
に
位
置
づ
け
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
単
語
帳
の
意
味

を
暗
記
す
る
と
い
っ
た
固
定
的
で
限
定
的
な
意
味
の
習
得
で
は
、
大
学
入
試
問



題
に
も
対
応
で
き
な
い
。

ま
ず
、
生
徒
が
予
習
し
て
き
て
い
る
口
語
訳
を
複
数
人
に
確
認
す
る
と
、
だ

い
た
い
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
今
は
こ
れ
ま
で
と
、
い
よ
い
よ
天
の
羽
衣
を
着
る
時
に
な
っ
て
、
あ
な
た
の
こ

と
を
し
み
じ
み
と
思
い
出
し
ま
す
o
」

こ
れ
は
辞
書
的
意
味
と
し
て
間
違
っ
て
い
な
い
が
、
表
現
と
し
て
は
薄
っ
ぺ

ら
く
、
面
白
く
な
い
の
で
、
も
っ
と
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
口
語
訳
を
考
え
て
み

よ
う
と
生
徒
に
投
げ
か
け
た
。
投
げ
か
け
て
か
ら
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
の
作
業
に
入

る
前
に
、
次
の

2
点
を
確
認
し
た
。
一
つ
め
は
「
和
歌
に
あ
る

2
4
と
は
ど

ん
な
時
な
の
か
o
」
三
つ
め
は
「
帝
と
か
ぐ
や
姫
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
か
o
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
達
は
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
の
話
し
合
い
の

中
で
、
天
の
羽
衣
を
昔
有
れ
ば
、
三
年
も
の
問
、
和
歌
の
遣
り
取
り
を
通
し
て
心

の
交
流
を
は
か
つ
て
き
た
帝
へ
の
「
思
い
」
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
や
、
帝
と

の
永
遠
の
別
れ
の
瞬
間
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
愛
し
さ
」
「
せ

つ
な
さ
」
「
や
る
せ
な
さ
」
「
哀
し
さ
」
な
ど
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
口
語

訳
を
発
表
し
た
。
単
純
に
「
し
み
じ
み
と
」
と
い
う
口
語
訳
よ
り
も
、
文
脈
を

踏
ま
え
て
い
る
分
だ
け
、
か
ぐ
や
姫
の
心
情
表
現
と
し
て
、
深
み
の
あ
る
内
容

に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
取
組
み
に
つ
い
て
は
、
「
単
元
の
中
で
、
第
l
教
材
と
第
2
教
材
、
主
教

材
や
補
助
教
材
な
ど
の
編
成
や
構
成
、
教
師
に
よ
る
説
明
や
情
報
の
与
え
方
を

工
夫
す
る
」
こ
と
を
意
識
し
、
第
1
時
に

5
人
の
貴
公
子
と
帝
と
の
比
較
を
行

わ
せ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。

教
科
書
で
は
、
本
文
の
前
に
リ
1
ド
文
が
あ
る
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
か
ぐ
や
姫
の
評
判
を
聞
い
て
、
五
人
の
貴
公
子
が
求
婚
し
た
。
姫
は
結
婚
の

条
件
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
難
題
を
与
え
る
が
、
五
人
と
も
要
求
さ
れ
た
品
・
々
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
姫
は
、
ま
た
、
帝
の
出
仕
の
求
め
に
も

応
じ
な
い
。
や
が
て
、
八
月
十
五
日
、
姫
を
迎
え
に
天
上
か
ら
の
使
い
の
者
が

や
っ
て
来
た
o
」

リ
ー
ド
文
か
ら
も
本
文
か
ら
も
、
教
科
書
掲
載
部
分
だ
け
で
は
、
か
ぐ
や
姫

と
帝
の
関
係
性
が
見
え
て
こ
ず
、
帝
に
対
す
る
「
あ
は
れ
」
の
感
情
が
ど
の
よ

う
な
も
の
か
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
。
授
業
で
は
作
品
全
体
を
扱
う
こ

と
は
困
難
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
切
り
取
ら
れ
た
一
部
分
の
取
り
扱
い
に
な
っ

て
し
ま
う
が
、
文
脈
把
握
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
を
行
い
、
そ
の
中
で
諾
柔
獲
得

の
場
を
設
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
文
脈
に
応
じ
た
訳
が
で
き
る
こ
と

で
大
学
入
試
問
題
（
出
口
段
階
）
に
対
応
す
る
力
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
で
き
れ
ば
そ
の
先
で
、
最
終
的
に
は
「
あ
は
れ
」
は
「
あ
は

れ
」
で
し
か
表
現
で
き
な
い
と
い
う
感
覚
に
ま
で
到
達
さ
せ
た
い
。
古
典
の
言

葉
そ
の
も
の
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
体
得
す
る
と
い
う
感
覚
を
得
ら
れ
る
こ
と

も
、
古
典
に
「
親
し
む
」
と
い
う
こ
と
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

イ

思
考
の
場
を
取
り
入
れ
た
授
業
に
つ
い
て
（
第
6
時）

教
科
書
掲
載
部
分
の
み
で
は
な
く
、
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
作
品
が
投
げ
か
け

て
い
る
問
題
領
域
を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
、
「
も
の
恩
ひ
」
を
踏
ま
え
て
「
き
た



な
き
所
」
を
考
察
す
る
た
め
の
授
業
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
天
人
の
人
間
世
界
へ
の
評
価
が
「
き
た
な
き
所
」
で
あ
る
こ
と
を
抜

き
出
さ
せ
た
。
ど
の
よ
う
な
点
が
「
き
た
な
き
所
」
な
の
か
を
考
え
る
た
め
に

天
人
世
界
と
人
間
世
界
の
比
較
を
行
い
、
「
死
」
の
有
無
と
「
物
思
ひ
」
の
有
無

が
二
つ
の
世
界
の
違
い
で
あ
る
こ
と
を
本
文
か
ら
押
さ
え
た
。
そ
の
う
え
で
、

視
点
を
変
え
、
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
作
品
は
人
間
世
界
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し

て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
た
。
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
り
た
が
ら
な
い
点
な
ど
か
ら
、

人
間
世
界
を
肯
定
的
に
一
評
価
し
て
い
る
と
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
授
業
全
体

を
通
じ
て
、
自
分
自
身
は
人
間
世
界
を
「
き
た
な
き
所
」
と
考
え
る
か
ど
う
か

の
意
見
文
を
書
か
せ
た
。

お
名
の
生
徒
の
う
ち
、
川
社
名
が
「
き
た
な
き
所
」
で
は
な
い
と
い
う
意
見
、

2
名
が
「
き
た
な
き
所
」
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
人
間
世
界
を
肯
定

的
に
評
価
す
る
者
、
天
人
世
界
を
否
定
的
に
捉
え
る
者
が
多
数
を
占
め
た
。
反

省
点
と
し
て
は
、
問
い
の
方
法
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

授
業
の
展
開
の
中
で
、
人
間
世
界
を
肯
定
的
に
捉
え
る
方
向
性
に
向
け
て
し

ま
っ
た
感
が
あ
る
。
意
見
が
一
方
向
的
に
な
る
の
で
は
な
く
、
多
様
な
意
見
が

出
や
す
い
展
開
を
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
織
れ
」
の
な
い
人
間
の

理
想
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
天
人
世
界
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
う
な
ど
し

て
、
生
徒
に
人
間
世
界
と
天
人
世
界
の
評
価
に
つ
い
て
「
葛
藤
」
を
引
き
起
こ

す
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
い
れ
ば
、
よ
り
面
白
い
内
容
に
な
っ
た
と
思
う
。

授
業
の
山
場
と
し
て
の
「
問
い
」
の
仕
掛
け
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
検
討
し

た
し
。以

下
に
生
徒
の
音
訓
見
を
大
ま
か
に
分
類
す
る
。

き
た
な
き
所
で
は
な
い
（
命
の
有
限
性
）

－
私
は
人
間
界
を
汚
き
所
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
理
由
は

二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
め
は
命
に
限
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て

二
つ
め
は
人
を
思
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
二
つ
が
本
文
で
重

要
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
命
が
あ
っ
て
限
り
が
あ
れ
ば
出
来
る
こ
と
も
限
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
。
限
り
が
あ
る
か
ら
人
を
思
っ
た
り
、
大
切
に
し
た
り
し

な
が
ら
生
き
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。
永
遠
に
時
間
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も

で
き
る
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
、
大
切
に
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
〔
問
〕

・
私
は
「
人
間
界
」
を
「
き
た
な
き
所
」
と
考
え
ま
せ
ん
。
普
段
生
活
を
す
る

中
で
、
感
情
と
い
う
も
の
が
と
て
も
大
切
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
世
界

中
の
人
が
無
の
状
態
で
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
楽
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
呂
田
と
い
て
楽
し
い
、
嬉
し
い
や
悲
し
い
悔
し
い
な
ど
の
何
の
気
持
ち
を

持
た
な
い
ま
ま
死
ぬ
こ
と
な
く
、
ず
っ
と
生
き
て
い
く
こ
と
は
た
い
く
つ
で

す
。
生
き
て
い
る
意
味
が
な
い
で
す
。
私
は
、
ち
ゃ
ん
と
感
情
を
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
、
死
と
い
う
終
わ
り
の
あ
る
世
界
に
生
き
た
い
で
す
。
〔
却
〕

・
私
は
人
間
界
を
「
き
た
な
き
所
」
と
は
考
え
な
い
。
理
由
は
、
人
生
限
り
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
時
そ
の
時
を
大
切
に
し
、
相
手
を
思
い
や
っ
た
り
、

他
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
人
を
思
い
や
る
心
は
と
て
も
大
切
で
、

全
然
き
た
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
品
川
の
中
は
人
を
思
い
や
る
こ

と
が
少
な
い
。
だ
か
ら
、
も
っ
と
人
の
思
い
や
り
の
あ
る
世
の
中
に
な
れ
ば

い
い
と
思
う
。
〔
M
A
〕

・
私
は
「
人
間
界
」
を
「
き
た
な
き
所
」
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
理
由
は
人
間
界

に
は
寿
命
が
あ
っ
て
限
ら
れ
た
命
だ
か
ら
こ
そ
、
他
の
人
へ
の
感
情
や
愛
す

る
人
へ
の
感
情
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
感
情
を
も
っ
と
い
う
こ

I 

っ、
u



と
は
自
分
の
気
持
ち
を
相
手
に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
相
手
の
気
持
ち

を
知
り
た
い
と
思
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
自
分
が
今
、
生
き
て
る
ん

だ
と
思
え
る
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
感
情
が
も
て
る
「
人
間
界
」
は
「
き
た
な

き
所
」
で
は
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
〔
お
〕

き
た
な
き
所
で
は
な
い
（
き
た
な
い
感
情
も
あ
る
が
美
し
い
感
情
も
あ
る
）

・
確
か
に
人
間
界
に
は
欲
望
が
渦
巻
い
て
い
て
、
と
て
も
き
れ
い
な
所
と
は
一
言

え
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
翁
や
殖
の
か
ぐ
や
姫
へ
の
思
い
、
帝
の
か
ぐ

や
姫
の
思
い
な
ど
の
人
を
い
と
お
し
く
思
い
、
他
人
を
思
い
や
る
心
や
愛
な

ど
が
あ
り
、
欲
よ
り
も
そ
の
感
情
が
多
い
と
思
う
の
で
、
自
分
は
人
間
界
を

き
た
な
き
所
で
は
な
く
き
れ
い
な
所
で
あ
る
と
思
っ
た
。
〔
8
〕

・
私
は
「
人
間
界
」
を
き
た
な
き
所
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
理
由
は
、
ま
ず
、

様
々
な
感
情
が
あ
る
か
ら
こ
そ
良
い
所
が
あ
る
か
ら
で
す
。
欲
の
よ
う
に
、

嫌
な
面
も
あ
る
け
れ
ど
、
「
愛
」
を
与
え
た
り
、
与
え
ら
れ
た
り
、
別
れ
る
こ

と
が
悲
し
か
っ
た
り
、
人
を
思
い
や
る
心
が
美
し
い
感
情
だ
と
考
え
る
か
ら

で
す
。
ま
た
、
「
天
人
界
」
に
は
な
い
死
が
あ
る
か
ら
、
生
き
て
い
る
期
間
に

楽
し
む
こ
と
が
つ
め
こ
ま
れ
て
い
る
と
私
は
思
う
か
ら
で
す
。
〔
幻
〕

II 皿
き
た
な
き
所
で
は
な
い
（
天
人
界
と
人
間
界
の
比
較
↓
人
と
し
て
の
生
き

方）
・
自
分
は
「
人
間
界
」
を
「
き
た
な
き
所
」
と
は
考
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
天

人
界
で
は
人
聞
が
望
む
よ
う
な
物
が
あ
り
、
欲
望
の
ま
ま
抑
制
な
く
何
で
も

手
に
入
り
、
結
果
、
感
情
が
薄
く
、
ま
た
、
皆
同
じ
よ
う
で
個
性
が
な
い
。

し
か
し
、
人
間
界
は
欲
、
感
情
が
あ
り
、
拙
い
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
個
性
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
個
体
ず
つ
の
魂
が
誇
張
さ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
最
終
目
標
に
向
か
っ
て
必
死
に
努
力
し
て
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

［日〕

－
私
は
人
間
界
は
、
「
き
た
な
き
所
」
と
は
考
え
な
い
。
理
由
は
死
と
い
う
か
ぎ

り
が
あ
る
世
界
で
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
と
の
別
れ
が
悲
し
い
と
思

え
る
心
が
も
て
る
か
ら
だ
。
天
人
界
に
い
た
ら
そ
ん
な
感
情
が
も
て
な
く
な

る
と
思
う
と
悲
し
い
。
感
情
が
も
て
な
い
人
生
な
ん
て
楽
し
く
な
い
。
そ
れ

な
ら
、
死
が
あ
っ
て
も
人
間
界
に
住
み
た
い
と
思
っ
た
。
天
人
界
の
人
も
か

ぐ
や
姫
の
よ
う
に
、
人
間
界
に
住
ん
だ
ら
、
人
間
界
の
思
い
や
り
の
心
が
わ

か
る
と
思
っ
た
。
〔
お
〕

・
私
は
、
人
間
界
を
「
き
た
な
き
所
」
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
か
ぐ
や
姫
が
H

月

に
帰
り
た
く
な
い
“
と
思
う
ほ
ど
愛
さ
れ
た
、
愛
に
溢
れ
た
人
聞
は
決
し
て

き
た
な
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
天
人
た
ち
の
世
界
と
違
っ
て
「
死
」
が
あ

り
、
様
々
な
感
情
が
渦
巻
く
人
間
界
は
、
天
人
か
ら
見
た
ら
や
や
こ
し
く
、

面
倒
臭
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
五
人
の
貴
公
子
の
欲
の
よ
う
に
、
す
べ
て
が

き
れ
い
な
感
情
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
限
り
あ
る
人
生
を
一
生
懸
命
に
生
き

て
い
く
の
も
悪
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
〔
お
〕

114ー

N

き
た
な
き
所
で
あ
る

私
は
「
人
間
界
」
を
「
き
た
な
き
所
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
理
由
は
、
人
間

界
に
は
感
情
が
あ
る
か
ら
だ
。
自
分
の
欲
に
は
ど
ん
な
手
を
つ
か
っ
て
で
も

満
た
そ
う
と
す
る
し
、
手
段
を
選
ば
な
い
か
ら
だ
。
感
情
が
数
え
ら
れ
な
い

く
ら
い
に
た
く
さ
ん
の
種
類
が
あ
り
、
ね
た
み
や
嫉
妬
な
ど
も
多
く
て
や
や

こ
し
い
。
そ
れ
に
死
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
一
生
人
間
界
に
い
れ
な
い
。
人



の
こ
と
を
強
く
想
っ
た
り
す
る
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
が
、
何
か
あ
っ
た
ら
す

ぐ
に
ね
た
ん
だ
り
す
る
の
で
、
人
間
界
は
や
や
こ
し
い
所
だ
と
思
っ
た
。

〔

7
〕

－
私
は
「
人
間
界
」
を
「
き
た
な
き
所
」
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
に

は
き
た
な
い
感
情
が
あ
る
か
ら
だ
。
天
人
の
い
う
「
き
た
な
い
」
は
嘘
や
欲

と
い
っ
た
自
己
中
心
的
な
思
考
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
同
じ
く
人

間
界
に
は
一
途
に
人
を
想
う
気
持
ち
も
存
在
す
る
。
恋
慕
や
慈
愛
と
い
っ
た

ひ
た
む
き
な
感
情
は
美
し
い
も
の
だ
。
確
か
に
「
人
間
界
」
は
「
き
た
な
き

所
」
だ
。
け
れ
ど
そ
こ
に
は
、
か
ぐ
や
姫
が
心
残
り
に
思
う
だ
け
の
価
値
あ

る
何
か
も
存
在
し
て
い
る
と
思
う
。
〔
凶
〕

生
徒
達
は
「
死
」
の
有
無
と
「
物
思
ひ
」
の
有
無
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
自
分
の
観
点
で
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

「
現
代
へ
の
視
点
」
・
：
〔
但
〕

「
他
者
へ
の
視
点
」
〔
凶
〕
〔
お
〕
〔
8
〕
〔
訂
〕

「
個
性
へ
の
視
点
」
｛
日
〕

「
人
生
へ
の
視
点
」
：
・
〔
お
〕
（
却
〕
〔
お
〕

「
世
界
へ
の
視
点
」
・
・
〔
7
〕〔

ω〕

同
じ
作
品
を
読
み
、
同
じ
聞
い
に
つ
い
て
考
え
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
個
々
の

生
徒
の
観
点
が
現
れ
て
お
り
、
興
味
深
か
っ
た
。
こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、

作
品
が
投
げ
か
け
て
い
る
問
題
領
域
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生
徒
の
自
分
自
身
の
認
識
と
の
出
会
い
の
場
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

古
典
の
授
業
を
行
う
場
合
、
授
業
者
は
、
語
の
意
味
、
時
代
的
背
景
、
文
化
的

背
景
な
ど
、
生
徒
と
教
材
と
の
「
距
離
」
を
感
じ
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
感
覚
は
、

古
典
教
材
に
つ
い
て
生
徒
が
「
知
ら
な
い
」
こ
と
を
教
え
、
「
知
る
」
こ
と
を
増

や
す
こ
と
を
中
心
と
し
た
授
業
展
開
に
つ
な
が
り
や
す
い
。
し
か
し
、
生
徒
が

「
考
え
る
」
こ
と
を
通
じ
て
自
分
の
認
識
を
言
語
化
し
、
言
葉
を
獲
得
し
て
い
く

機
会
を
作
る
こ
と
は
現
代
文
も
古
典
も
変
わ
り
な
い
。
む
し
ろ
、
生
徒
と
教
材

と
の
「
距
離
」
を
踏
ま
え
て
、
生
徒
が
自
ら
の
（
現
代
の
）
課
題
を
「
考
え
る
」

と
こ
ろ
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
学
習
の
面
白
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
か
。

（5
）
授
業
を
終
え
て

「
知
る
」
授
業
か
ら
「
考
え
る
」
授
業
へ
の
転
換
を
は
か
る
こ
と
に
伴
い
、
筆

者
自
身
の
教
材
分
析
の
観
点
も
転
換
を
は
か
る
こ
と
と
な
り
、
新
た
な
教
材
分

析
の
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
学
習
指
導
案
を
2
回
修

正
し
た
が
、
一
つ
の
教
材
に
じ
っ
く
り
と
向
き
合
う
機
会
を
い
た
だ
い
た
こ
と

は
、
大
変
有
意
義
で
あ
っ
た
。
生
徒
と
教
材
の
出
会
い
方
は
授
業
者
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
今
後
も
、
教
材
分
析
の
観
点
を
養
い
、
い
か
に
古
典
教
材

（
テ
キ
ス
ト
）
と
生
徒
を
向
き
合
わ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
様
々
な
仕

掛
け
を
設
定
し
て
い
き
た
い
。
「
天
の
羽
衣
」
の
授
業
を
次
回
行
う
場
合
に
試
み

た
い
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
。

O
和
歌
を
現
代
詩
と
し
て
創
作
し
直
す
。

（
例
）
「
今
は
と
て
天
の
羽
衣
着
る
お
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る
」
を
、

自
分
が
愛
す
る
者
と
、
水
遠
の
別
れ
を
す
る
際
の
詩
と
し
て
創
作
し
直
す
。

↓
「
天
の
羽
衣
」
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
が
和
歌
を
詠
む
に
至
る
背
景
ゃ
、

古
文
単
語
「
あ
は
れ
」
の
解
釈
な
ど
を
行
っ
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な

心
情
と
し
て
表
現
す
る
か
を
工
夫
さ
せ
る
。

「
吋
U



O
作
品
解
釈
を
ふ
ま
え
て
、
物
語
を
創
作
す
る
。

（
例
）
そ
の
後
の
「
帝
」
の
生
き
方
を
物
語
に
描
く
。

↓
「
物
思
ひ
」
「
死
」
が
あ
る
世
界
に
生
き
る
「
帝
」
の
姿
を
工
夫
さ
せ
る
。

O
問
題
領
域
を
主
題
化
し
、
生
徒
の
意
見
が
分
か
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
テ
1
マ

に
つ
い
て
デ
イ
ベ

l
ト
を
行
う
。

（
例
）
人
間
界
を
「
き
た
な
き
所
」
だ
と
考
え
る
／
考
え
な
い
。

「
物
思
ひ
」
が
あ
る
ほ
う
が
良
い
／
悪
い
。

O
作
口
聞
が
投
げ
か
け
て
い
る
問
題
領
域
に
つ
い
て
の
意
見
文
を
書
か
せ
る
。

（
例
）
『
竹
取
物
語
』
を
学
習
し
て
、
人
間
世
界
を
ど
う
考
え
る
か
。

4 

お
わ
り
に

中
学
校
と
高
校
の
大
き
な
差
は
、
古
典
を
原
文
で
読
め
る
よ
う
に
し
て
い
く

過
程
に
表
れ
て
く
る
。
単
に
本
文
の
内
容
に
触
れ
て
「
親
し
む
」
だ
け
で
あ
っ

た
も
の
か
ら
、
本
文
を
「
読
む
」
力
を
付
け
て
い
く
こ
と
が
授
業
で
行
わ
れ
る
。

ど
の
程
度
「
読
む
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
の
か
を
判
断
す
る
一
つ
の
基
準
が

大
学
入
試
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
学
入
試
に
対
応
す

る
た
め
の
問
題
演
習
や
訓
詰
注
釈
的
な
授
業
の
あ
り
方
、
「
入
試
対
策
の
授
業
を

行
う
」
か
「
教
育
の
理
想
を
求
め
る
授
業
を
行
、
っ
か
」
か
と
い
っ
た
ダ
ブ
ル
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
の
よ
う
な
現
場
の
あ
り
方
に
は
疑
問
を
感
じ
て
い
る
。
「
読
む
」
こ

と
の
本
質
は
、
テ
キ
ス
ト
と
向
か
い
合
い
思
索
し
て
い
く
中
で
培
わ
れ
る
力
で

あ
り
、
そ
れ
さ
え
身
に
付
け
て
い
れ
ば
大
学
入
試
に
も
対
応
す
る
力
は
養
わ
れ

る
だ
ろ
う
。

今
回
の
実
践
は
、
毎
時
間
「
問
い
」
を
設
定
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
思
索
の

場
を
作
ろ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
。
上
口
典
教
材
を
「
読
む
」
こ
と
が
で
き
る
力

を
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
に
は
、
高
校
の
入
口
か
ら
出
口
ま
で
の

3
年
間
で
生

徒
達
が
出
会
う
教
材
を
し
っ
か
り
と
選
び
、
ど
の
時
期
に
、
ど
う
い
っ
た
「
問

い
」
を
め
ぐ
る
場
を
設
定
し
て
い
く
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

（
広
島
県
立
広
島
皆
実
高
等
学
校
）
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