
１
　
は
じ
め
に

　
中
学
校
で
の
初
め
て
の
古
典
の
授
業
は
、
生
徒
に
楽
し
い
と
思
わ
せ
た
い
し
、

こ
れ
か
ら
の
古
典
学
習
に
つ
な
が
る
「
構
え
」
も
作
り
た
い
。
稿
者
の
場
合
は
、

な
る
べ
く
多
く
の
古
文
に
触
れ
さ
せ
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
。
一
方
、
中
学

校
入
学
後
半
年
が
過
ぎ
る
と
生
徒
の
課
題
も
よ
く
見
え
る
。
学
力
差
が
大
き
い

こ
と
、
そ
こ
か
ら
く
る
授
業
の
や
り
に
く
さ
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
の
力
を

伸
ば
せ
て
い
な
い
と
い
う
感
覚
…
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
を
少
し
で
も
解
決
し
よ

う
と
試
み
た
古
典
の
発
展
学
習
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

中
学
生
と
古
典

　
稿
者
は
、
古
典
の
学
習
で
、「
テ
キ
ス
ト
を
相
対
化
し
、
歴
史
的
・
社
会
的
な

コ
ン
テ
ク
ス
ト
お
い
て
読
む
こ
と
。
今
の
自
分
と
、
当
時
の
価
値
観
の
中
に
い

る
語
り
手
と
を
対
峙
さ
せ
、
自
分
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
る
こ
と
」
を
目
指

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
高
校
で
古
典
の
授
業
を
す
る
際
の
目
標
で

あ
っ
た
。

　
現
在
、
小
学
校
で
は
「
伝
統
的
言
語
文
化
」
の
学
習
に
時
間
が
割
か
れ
て
い

る
た
め
、
生
徒
た
ち
も
古
文
の
音
読
や
有
名
作
品
の
冒
頭
部
分
の
暗
唱
学
習
を

経
験
し
て
い
る
。
中
学
校
で
の
古
文
の
学
習
は
、
こ
の
よ
う
な
経
験
も
踏
ま
え
、

高
校
の
学
習
に
つ
な
が
る
よ
う
に
し
た
い
。
そ
こ
で
、「
小
学
校
で
の
経
験
を
生

か
し
て
音
読
を
楽
し
み
、
中
学
校
で
学
ぶ
言
語
事
項
を
用
い
て
、
古
文
の
口
語

訳
に
積
極
的
に
挑
戦
す
る
こ
と
。
口
語
訳
も
利
用
し
て
多
く
の
古
典
を
読
み
、

面
白
さ
や
親
し
み
を
感
じ
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
古
文
を
読
む
中
で
感
じ
る
で
あ

ろ
う
現
代
の
自
分
と
の
違
い
を
意
識
す
る
こ
と
（
こ
の
点
が
こ
の
後
の
高
校
古

典
の
目
標
に
あ
る
「
批
評
」
に
つ
な
が
る
）」。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
、
古
典
の

授
業
に
向
か
っ
た
。

生
徒
の
現
状
と
課
題

　
武
田
中
学
校
は
私
立
の
中
高
一
貫
校
で
あ
り
、
ほ
ぼ
全
員
が
そ
の
ま
ま
高
校

に
進
学
す
る
。
昨
年
度
の
中
学
一
年
生
は
人
数
も
一
ク
ラ
ス
二
十
人
程
度
と
少

な
く
、
の
ん
び
り
と
し
た
雰
囲
気
の
中
、
穏
や
か
な
生
徒
が
多
い
。
人
数
が
少

な
い
の
で
、
生
徒
が
書
い
た
も
の
に
コ
メ
ン
ト
し
た
り
感
想
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
し
た
り
な
ど
、
一
人
一
人
を
丁
寧
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
気
に

な
る
点
も
あ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

─　　─１

　

発
展
学
習
を
取
り
入
れ
た
中
学
校
古
文
の
授
業

間
　
瀬
　
由
　
美



①
学
力
差
に
つ
い
て
。

学
力
差
が
大
き
い
。
基
礎
的
事
項
は
同
じ
課
題
で
同
じ
レ
ベ
ル
ま
で
理
解
さ

せ
た
い
と
思
う
が
、
理
解
度
・
ス
ピ
ー
ド
と
も
に
差
が
大
き
く
難
し
い
。
ク

ラ
ス
の
ど
の
辺
り
に
合
わ
せ
て
授
業
を
行
う
か
は
ど
の
学
校
で
も
課
題
で
あ

ろ
う
が
、
中
間
層
が
少
な
く
、
理
解
度
が
高
い
生
徒
と
低
い
生
徒
、
大
き
く

二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
状
況
が
あ
る
。

②
反
応
に
つ
い
て
。

稿
者
が
問
い
を
投
げ
か
け
る
と
、
半
数
の
生
徒
が
先
を
争
い
答
え
る
。
発
言

が
多
く
活
発
に
見
え
る
が
、
テ
キ
ス
ト
の
表
現
を
吟
味
せ
ず
、
思
い
つ
く
ま

ま
に
言
っ
て
満
足
す
る
。
個
の
発
言
ば
か
り
で
深
ま
り
が
な
い
。

③
考
え
る
問
い
に
つ
い
て
。

②
と
は
逆
に
、
じ
っ
く
り
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
に
は
な
か
な
か
答

え
な
い
。
理
解
度
の
高
い
生
徒
は
遠
慮
す
る
の
か
黙
り
込
み
、
理
解
度
の
低

い
生
徒
は
問
い
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
黙
り
込
む
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
解
決
し
、
生
徒
の
読
み
の
力
を
伸
ば
し
た
い
と
次
の
よ

う
な
手
立
て
を
考
え
た
。
こ
れ
が
発
展
学
習
に
つ
な
が
っ
た
。

①
一
斉
学
習
で
共
通
の
教
材
に
取
り
組
ん
だ
後
、
個
別
に
異
な
る
課
題
に
取
り

組
む
。
皆
と
同
じ
で
は
な
い
自
分
の
課
題
が
あ
る
こ
と
で
、
積
極
的
に
課
題

に
向
か
う
こ
と
が
で
き
、
結
果
、
自
力
で
答
え
ら
れ
る
問
い
に
答
え
よ
う
と

す
る
だ
ろ
う
と
予
想
し
た
。

②
発
展
学
習
で
は
、
グ
ル
ー
プ
学
習
の
前
に
個
別
で
課
題
に
取
り
組
む
時
間
を

設
け
る
。
思
い
つ
い
た
こ
と
を
す
ぐ
に
答
え
て
終
わ
り
で
は
な
く
、
書
く
作

業
を
通
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
表
現
を
読
み
直
し
、
一
人
で
じ
っ
く
り
考
え
る

時
間
を
作
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
時
間
を
設
け
る
こ
と
で
、
グ
ル
ー
プ
学
習
の

場
に
自
分
の
意
見
を
持
ち
寄
る
こ
と
に
な
り
、
話
し
合
い
も
進
む
と
考
え
た
。

③
個
別
学
習
の
後
は
、
プ
リ
ン
ト
の
内
容
を
ま
と
め
る
グ
ル
ー
プ
学
習
と
す
る
。

グ
ル
ー
プ
学
習
を
置
く
こ
と
で
、
理
解
度
の
高
い
生
徒
が
他
の
生
徒
に
説
明

し
た
り
意
見
を
ま
と
め
た
り
し
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
を
作
る
。
理
解
度
の

低
い
生
徒
も
、
友
人
の
説
明
を
積
極
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、

理
解
度
の
高
い
生
徒
に
と
っ
て
も
、
自
分
の
考
え
を
示
す
自
己
表
現
の
場
と

な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
予
想
に
よ
る
。

ペ
ア
の
授
業
者

　
な
お
、
本
稿
は
、
同
じ
学
年
を
担
当
し
た
ペ
ア
の
授
業
者
（
武
田
中
学
校
　

棚
橋
治
美
先
生
）
の
存
在
も
大
き
い
。
進
度
の
確
認
だ
け
で
な
く
、
目
標
や
生

徒
の
学
力
、
反
応
分
析
等
も
日
常
の
会
話
で
あ
っ
た
。
古
典
の
単
元
は
、
古
文

は
稿
者
が
、
漢
文
は
棚
橋
先
生
が
内
容
を
提
案
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
ク
ラ
ス
で
授
業
を
し
た
。
ま
た
、
竹
取
物
語
（
本
稿
）→
漢
文
・
故
事
成
語

（
棚
橋
先
生
の
論
稿
を
参
照
）→
徒
然
草
（
本
稿
）、
と
単
元
を
進
め
る
中
で
、
お

互
い
に
影
響
し
合
い
、
学
習
の
内
容
と
方
法
が
変
化
し
た
。
本
稿
の
実
践
は
、

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
行
わ
れ
た
。

２
　
単
元
の
概
要

単
元
Ⅰ
　「
竹
取
物
語
」
か
ら
の
展
開

　
１
　
対
象
　
武
田
中
学
校
１
年
１
組
・
２
組
（
男
子
　
・
女
子
　
）

２６

１５

　
２
　
時
期
　
平
成
　
年
　
月

２６

１１

　
３
　
教
材
　
Ａ
・
Ｄ
は
教
科
書
所
収
。
Ｂ
・
Ｃ
が
発
展
教
材
。

　
　
Ａ
　「
か
ぐ
や
姫
の
誕
生
」

─　　─２



　
　
Ｂ
　「
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
す
る
五
人
の
貴
公
子
」（
口
語
訳
付
き
）

　
　
Ｃ
　「
五
人
の
貴
公
子
」
そ
れ
ぞ
れ
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
（
口
語
訳
）

　
　
　
　
　
資
料
１

　
　
Ｄ
　「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」

　
４
　
目
標
　（
言
語
事
項
は
省
略
）

①「
五
人
の
貴
公
子
」
の
話
も
読
み
、「
竹
取
物
語
」
の
概
要
を
知
る
。

②「
竹
取
物
語
」
に
面
白
さ
や
親
し
み
を
感
じ
、
現
代
の
自
分
と
の
違
い
を

意
識
す
る
。

③
一
斉
学
習
・
個
別
学
習
・
グ
ル
ー
プ
学
習
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読

み
の
力
を
伸
ば
す
。

④
グ
ル
ー
プ
で
協
力
し
て
内
容
を
ま
と
め
、
聞
き
手
を
意
識
し
分
か
り
や

す
く
発
表
す
る
。

　
５
　
単
元
の
流
れ
　（
発
展
学
習
は
【
第
２
次
】）

　【
第
１
次
】　
古
文
学
習
の
導
入

　
　
冒
頭
部
分
の
音
読
・
暗
唱
。
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
と
口
語
訳
の
確
認
。

　【
第
２
次
】　「
五
人
の
貴
公
子
の
物
語
」
を
読
む

・「
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
す
る
五
人
の
貴
公
子
」
を
プ
リ
ン
ト
で
読
む
。（
音

読
・
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
の
学
習
も
行
う
）

・
口
語
訳
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
「
五
人
の
貴
公
子
」
か
ら
自
分
が
担
当
す
る

貴
公
子
の
物
語
を
読
み
、
プ
リ
ン
ト
の
問
い
に
答
え
る
。
グ
ル
ー
プ
学
習

の
こ
と
も
考
慮
し
、
ど
の
人
物
を
担
当
す
る
か
は
稿
者
が
決
め
た
。（
個
別

学
習
）　
資
料
２

・
同
じ
人
物
を
担
当
す
る
生
徒
で
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
個
別
学
習
の
プ
リ
ン

ト
を
持
ち
寄
っ
て
発
表
準
備
を
す
る
。（
グ
ル
ー
プ
学
習
）

・
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
発
表
。
発
表
を
聞
き
、
感
想
を
書
く
。

　【
第
３
次
】　「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
を
読
む

　
　
音
読
・
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
と
口
語
訳
の
学
習
。

　
─
─
こ
の
単
元
の
後
、
漢
文
（
故
事
成
語
）
の
単
元
を
学
習
し
た
─

単
元
Ⅱ
　「
徒
然
草
」
か
ら
の
展
開

　
１
　
対
象
　
単
元
Ⅰ
と
同
じ
。

　
２
　
時
期
　
平
成
　
年
度
２
月

２７

　
３
　
教
材
　
Ａ
の
み
中
学
２
年
生
の
教
科
書
に
所
収
。
Ｂ
～
Ｄ
が
発
展
教
材
。

発
展
学
習
の
方
法
は
資
料
３

　
　
Ａ
　「
猫
ま
た
」

　
　
Ｂ
　「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」

　
　
Ｃ
　「
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
と
こ
ろ
あ
り
」

　
　
Ｄ
　「
猫
ま
た
」
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
作
ろ
う
！
　
資
料
４

　
４
　
目
標
（
言
語
事
項
は
省
略
）

①「
竹
取
物
語
」
の
学
習
を
踏
ま
え
た
個
別
学
習
・
グ
ル
ー
プ
学
習
・
一
斉

学
習
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
の
力
を
伸
ば
す
。

②「
徒
然
草
」
の
面
白
さ
を
感
じ
、
筆
者
の
描
こ
う
と
し
た
こ
と
を
読
み
取

る
。

③
発
表
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に
グ
ル
ー
プ
で
準
備
を
行
い
、
聞
き
手
を

意
識
し
て
わ
か
り
や
す
く
発
表
す
る
。

　
５
　
単
元
の
流
れ
（【
第
２
次
】
が
発
展
学
習
）

　【
第
１
次
】　「
猫
ま
た
」
を
読
む

　
・
音
読
・
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
・
口
語
訳
の
確
認
。（
個
別
・
ペ
ア
・
全
体
）

─　　─３



　
・
筆
者
の
描
こ
う
と
し
た
テ
ー
マ
を
考
え
る
。（
個
別
・
全
体
）

　【
第
２
次
】　
希
望
す
る
コ
ー
ス
を
選
び
、
発
展
学
習
を
行
う

　
・
３
つ
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
、
プ
リ
ン
ト
に
沿
っ
て
個
別
学
習
を
す
る
。

　
　
Ａ
コ
ー
ス
…「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
を
読
む

　
　
Ｂ
コ
ー
ス
…「
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
と
こ
ろ
あ
り
」
を
読
む

　
　
Ｃ
コ
ー
ス
…「
猫
ま
た
」
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
作
ろ
う
！

　
　
Ａ
・
Ｂ
コ
ー
ス
は
、
音
読
→
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
→
口
語
訳
→
筆
者
が
描

こ
う
と
し
た
テ
ー
マ
を
考
え
る
。
Ｃ
コ
ー
ス
は
、「
猫
ま
た
」
を
も
う
一
度

読
み
直
し
、「
猫
ま
た
事
件
」
を
目
撃
し
た
近
所
の
人
に
な
り
き
っ
て
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
。

・
同
じ
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
生
徒
で
３
名
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
個
別

学
習
の
確
認
を
行
い
、
発
表
準
備
と
す
る
。

・
学
習
内
容
の
発
表
。（
Ａ
・
Ｂ
は
、
音
読
→
現
代
語
訳
→
感
想
→
筆
者
が

描
こ
う
と
し
た
テ
ー
マ
。
Ｃ
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
人
と
さ
れ
る
人
の

会
話
。）

・
発
表
を
聞
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
へ
の
評
価
を
書
く
。

３
　
発
展
学
習
の
分
析
と
考
察

　
単
元
Ⅰ
・
Ⅱ
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
学
習
（
第
２
次
　
個
別
で
問
題
に
取
り
組

む
→
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
う
→
発
表
）
に
つ
い
て
、
生
徒
が
記
述
し
た
プ
リ
ン

ト
や
感
想
を
も
と
に
分
析
・
考
察
す
る
。

単
元
Ⅰ

①
学
習
プ
リ
ン
ト
の
問
い
の
あ
り
方

　「
五
人
の
貴
公
子
」
学
習
プ
リ
ン
ト
の
問
い
は
、
ど
の
人
物
に
つ
い
て
も
同
じ

で
、
内
容
を
確
認
す
る
問
い
（
１
～
５
）、
感
想
（
６
）、
作
者
が
こ
の
人
物
を

通
し
て
描
き
た
か
っ
た
こ
と
（
７
）、
と
し
た
（
資
料
２
）。
確
認
の
問
い
は
、

（
１
）
人
物
名

（
２
）
か
ぐ
や
姫
に
頼
ま
れ
た
物
と
そ
の
特
徴

（
３
）
頼
ま
れ
た
物
を
ど
う
や
っ
て
手
に
入
れ
た
か
、
実
際
に
は
ど
ん
な
物
だ
っ

た
か

（
４
）
ど
う
し
て
ウ
ソ
が
ば
れ
た
の
か

（
５
）
か
ぐ
や
姫
の
反
応
と
貴
公
子
の
そ
の
後

で
あ
る
。
人
物
に
よ
っ
て
は
、
問
い
の
答
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る

が
、
五
人
の
貴
公
子
の
話
を
読
ん
で
い
く
と
、
１
～
５
の
答
え
を
順
に
埋
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
い
で
内
容
を
整
理
で
き
る
の
で
、
６
・

７
に
も
答
え
や
す
い
。
授
業
中
、
答
え
ら
れ
な
い
問
い
に
出
会
う
と
、
学
力
が

高
い
生
徒
は
発
表
者
を
質
問
攻
め
に
し
て
何
と
か
答
を
書
こ
う
と
し
、
学
力
が

低
い
生
徒
は
全
く
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
よ
く
起
こ
る
が
、

こ
の
学
習
で
は
、
あ
る
程
度
自
分
の
力
で
プ
リ
ン
ト
に
書
き
込
む
こ
と
が
で
き

た
よ
う
に
思
う
。
学
力
や
学
習
意
欲
が
低
い
生
徒
の
た
め
に
は
、
必
ず
答
え
ら

れ
る
問
い
、
物
語
の
展
開
を
再
び
追
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
問
い
が
必
要
で

あ
る
。
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②
挿
絵
を
説
明
す
る
こ
と

　「
五
人
の
貴
公
子
」
の
学
習
プ
リ
ン
ト
に
は
、
国
語
便
覧
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
物
語

の
挿
絵
を
入
れ
（
資
料
１
）、
発
表
の
際
に
、
そ
の
挿
絵
が
ど
の
よ
う
な
場
面
を

描
い
て
い
る
の
か
、
人
物
や
物
も
含
め
て
説
明
さ
せ
た
。
発
表
で
は
ど
の
班
も

か
な
り
詳
し
く
絵
を
説
明
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
生
徒
の
感
想
に
も
、「
絵
の
説
明

が
よ
か
っ
た
」
等
の
感
想
が
多
く
見
ら
れ
た
。
絵
の
説
明
で
は
あ
る
が
、
自
分

の
言
葉
で
物
語
を
説
明
し
直
す
学
習
に
な
っ
た
と
思
う
。

※
右
大
臣
阿
倍
御
主
人
の
挿
絵
の
説
明
（
発
表
用
の
生
徒
の
原
稿
よ
り
）

こ
の
絵
は
、
右
大
臣
阿
倍
御
主
人
が
持
っ
て
き
た
火
鼠
の
皮
衣
を
か
ぐ
や
姫

と
嫗
が
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
嫗
と
か
ぐ
や
姫
の
間
に
あ
る
の
が
火
鼠
の

皮
衣
で
、
台
の
上
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
ふ
す
ま
を
は
さ
ん
で
隣
の
部
屋
に

は
、
翁
と
右
大
臣
が
話
を
し
て
い
ま
す
。
嫗
の
着
物
は
い
い
け
ど
翁
の
着
物

は
あ
ま
り
よ
く
な
い
。

③
描
き
分
け
ら
れ
た
人
物
像
を
読
み
取
る
こ
と

　「
自
分
の
感
想
を
書
こ
う
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
生
徒
は
次
の
よ
う
に
書
い

た
。（
感
）
と
し
て
い
る
の
は
、
担
当
グ
ル
ー
プ
が
発
表
し
た
感
想
で
は
な
く
、

発
表
を
聞
い
た
生
徒
の
感
想
で
あ
る
。

一
人
目
　
石
作
の
皇
子

ａ
三
年
の
長
い
間
、
山
に
こ
も
っ
て
何
を
し
て
い
た
か
が
不
思
議
で
す
。

ｂ
思
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
に
か
ぐ
や
姫
が
無
視
し
た
か
ら
か
わ
い

そ
う
。

二
人
目
　
く
ら
も
ち
の
皇
子

ｃ
か
ぐ
や
姫
は
本
物
の
枝
を
取
っ
て
こ
い
と
言
っ
た
の
に
、
く
ら
も
ち
の
皇
子

は
玉
の
枝
を
取
り
に
行
く
ふ
り
を
し
て
、
六
人
の
人
と
一
緒
に
玉
の
枝
を

作
っ
て
、
お
礼
の
お
金
も
払
わ
な
か
っ
た
の
で
ひ
ど
い
人
だ
。

ｄ
つ
ら
か
っ
た
姫
が
笑
え
る
ほ
ど
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
急
に
変
わ
っ
て
面
白

か
っ
た
。

三
人
目
　
右
大
臣
阿
倍
御
主
人

ｅ
こ
の
人
も
だ
ま
さ
れ
た
の
で
か
わ
い
そ
う
。（
感
）

ｆ
五
人
の
中
で
う
そ
の
ば
れ
方
が
一
番
単
純
。（
感
）

ｇ
か
ぐ
や
姫
の
残
酷
さ
が
分
か
り
ま
し
た
。（
感
）

四
人
目
　
大
納
言
大
伴
御
行

ｈ
他
の
人
と
違
っ
て
、
途
中
で
や
め
る
の
は
勇
気
が
あ
る
と
思
っ
た
。

ｉ
他
の
人
と
違
っ
て
、
自
分
で
挑
戦
し
た
の
は
す
ご
い
。

ｊ
か
ぐ
や
姫
の
こ
と
を
す
ご
く
好
き
だ
っ
た
の
に
「
悪
人
」
と
言
っ
て
嫌
い
に

な
る
。
変
わ
り
方
が
お
も
し
ろ
い
。

ｋ
く
ら
も
ち
の
皇
子
や
石
作
の
皇
子
と
違
っ
て
、
正
々
堂
々
と
龍
の
所
に
行
っ

て
き
た
こ
と
が
偉
い
な
、
と
思
い
ま
し
た
。（
感
）

五
人
目
　
中
納
言
石
上
麿
足

ｌ
五
人
の
中
で
と
て
も
ま
じ
め
だ
と
思
っ
た
が
、
あ
ま
り
の
運
の
悪
さ
が
無
惨

だ
っ
た
。

ｍ
一
人
だ
け
亡
く
な
っ
た
の
で
か
わ
い
そ
う
。
か
ぐ
や
姫
も
そ
う
思
っ
て
い
る
。

ｎ
せ
っ
か
く
自
分
で
取
り
に
行
っ
た
の
に
、
こ
の
人
だ
け
死
ん
で
し
ま
っ
て
、

五
人
目
は
む
な
し
い
。（
感
）

ｏ
か
ぐ
や
姫
の
た
め
に
一
途
に
が
ん
ば
っ
た
人
。
一
番
ま
じ
め
な
人
。（
感
）

ｐ
大
納
言
大
友
御
行
よ
り
も
ひ
ど
い
扱
い
だ
と
思
い
ま
し
た
。（
感
）

　
話
の
内
容
そ
の
も
の
へ
の
単
純
な
疑
問
や
感
想
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
（
ａ
・
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ｃ
の
み
）、
大
半
は
人
物
へ
の
評
価
で
あ
る
。

　
か
ぐ
や
姫
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
の
は
ｄ
。
く
ら
も
ち
の
皇
子
と
の
結
婚
を

覚
悟
し
て
嘆
い
て
い
た
か
ぐ
や
姫
が
、
玉
の
枝
を
偽
物
と
知
り
、
気
持
ち
が
一

転
し
た
と
い
う
内
容
を
面
白
が
っ
て
い
る
。
美
し
い
だ
け
の
か
ぐ
や
姫
の
イ

メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
危
機
が
去
っ
て
単
純
に
喜
ぶ
か
ぐ
や
姫
の
滑
稽
な
姿
を
読

み
取
っ
て
い
る
。

　
か
ぐ
や
姫
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
策
略
を
巡
ら
せ
て
失
敗
す
る
五
人
の
貴
公

子
の
話
は
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
は
あ
る
が
、
身
分
が
高
い
順
に
並
べ
ら
れ
、
人

物
の
描
き
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
生
徒
の
感
想
か
ら
は
、
描
き
分
け
ら
れ
た

五
人
の
違
い
が
読
み
取
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
玉
の
枝
を
作
る
こ
と
ば
か
り
考
え
る
自
己
中
心
的
な
く
ら
も
ち
の
皇
子
の
身

勝
手
さ
（
ｃ
）、
唐
の
商
人
が
寄
こ
し
た
皮
衣
を
本
物
だ
と
信
じ
て
失
敗
す
る
阿

倍
御
主
人
の
単
純
さ
（
ｆ
）
や
命
の
危
険
を
感
じ
て
か
ぐ
や
姫
へ
の
思
い
が
急

に
冷
め
た
大
友
御
行
の
単
純
さ
（
ｊ
）。
ま
た
、
か
ぐ
や
姫
の
難
題
に
誠
実
さ
を

も
っ
て
応
じ
た
の
に
命
を
落
と
し
た
石
上
麿
足
の
あ
わ
れ
さ
（
ｌ
・
ｍ
・
ｎ
）。

石
作
の
皇
子
（
ｂ
）
は
「
か
わ
い
そ
う
」
だ
と
し
て
い
る
が
、
滑
稽
さ
を
読
み

取
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
語
り
手
の
視
線
に
沿
っ
た
読
み
が
な
さ
れ
て

い
る
。
五
人
の
貴
公
子
の
物
語
を
読
む
こ
と
で
、
か
ぐ
や
姫
の
人
物
像
も
多
面

的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

④
教
訓
を
読
み
取
っ
て
し
ま
う
こ
と

　
最
後
の
問
い
「
作
者
は
こ
の
人
物
を
通
し
て
ど
ん
な
こ
と
を
書
き
た
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
」
に
対
す
る
答
え
に
は
、
同
じ
よ
う
な
内
容
が
多
く
、
物
語
か
ら

教
訓
を
受
け
取
っ
た
生
徒
が
多
か
っ
た
。
生
徒
の
記
述
か
ら
引
用
す
る
。

一
人
目
　
石
作
の
皇
子

ａ
楽
を
し
た
ら
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
。

ｂ
う
そ
を
つ
い
て
も
ば
れ
て
し
ま
う
ぞ
。

二
人
目
　
く
ら
も
ち
の
皇
子

ｃ
自
分
の
欲
の
た
め
に
う
そ
は
い
け
な
い
。

ｄ
お
金
を
払
っ
て
楽
を
し
よ
う
と
思
っ
て
も
バ
レ
る
。

三
人
目
　
右
大
臣
阿
倍
御
主
人

ｅ（
唐
の
貿
易
商
に
騙
さ
れ
て
皮
衣
を
手
に
入
れ
た
こ
と
に
対
し
て
）
う
そ
を
つ

こ
う
と
し
た
ら
自
分
も
う
そ
を
つ
か
れ
て
し
ま
う
。

ｆ（
か
ぐ
や
姫
が
皮
衣
を
燃
や
し
た
ら
燃
え
て
無
く
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
）
結

果
が
わ
か
っ
て
い
る
の
な
ら
や
ら
な
い
方
が
よ
い
。

四
人
目
　
大
納
言
大
友
御
行

ｇ（
竜
の
首
の
玉
を
探
し
に
行
き
失
敗
、
か
ぐ
や
姫
を
「
悪
人
」
だ
と
言
う
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
）
人
の
心
は
す
ぐ
変
わ
る
。

ｈ
恋
に
よ
っ
て
狂
わ
さ
れ
る
人
間
の
お
ろ
か
さ
。

五
人
目
　
中
納
言
石
上
麿
足

ｉ
異
性
に
夢
中
に
な
り
す
ぎ
て
命
を
落
と
す
お
ろ
か
さ
。

ｊ
異
性
に
夢
中
に
な
り
す
ぎ
る
と
命
を
落
と
す
可
能
性
も
あ
る
。

　
五
人
の
貴
公
子
を
一
人
ず
つ
担
当
し
て
読
ん
だ
せ
い
で
、「
作
者
の
書
き
た

か
っ
た
こ
と
」
が
教
訓
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
五
人
を
順
に
並
べ
る
と
規
則
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
五
人
は
身
分

が
高
い
順
に
物
語
に
登
場
す
る
が
、
身
分
が
低
く
な
る
に
従
い
、
か
ぐ
や
姫
の

要
求
へ
の
対
応
は
誠
実
さ
が
増
す
。
か
ぐ
や
姫
を
偽
り
、
偽
物
を
差
し
出
し
た

皇
子
二
人
か
ら
、
挑
戦
し
よ
う
と
努
力
す
る
が
失
敗
し
た
大
納
言
、
亡
く
な
っ
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て
し
ま
う
中
納
言
、
の
よ
う
に
。
生
徒
の
記
述
を
並
べ
、
こ
の
よ
う
な
規
則
性

に
注
目
さ
せ
れ
ば
、
中
学
生
で
も
「
五
人
の
貴
公
子
」
の
話
か
ら
、
作
者
の
書

き
た
か
っ
た
こ
と
と
し
て
「
権
力
へ
の
批
判
」
を
発
見
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。

単
元
Ⅱ

①
自
分
で
発
展
学
習
の
課
題
を
選
択
す
る
こ
と

　「
徒
然
草
」
の
発
展
学
習
で
は
、
三
種
類
の
課
題
を
用
意
し
、
自
分
の
や
り
た

い
課
題
を
選
択
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
本
単
元
の
前
、
漢
文
の
学
習
で
用
い
ら
れ

た
方
法
で
あ
る
。
漢
文
の
発
展
学
習
で
は
、
自
分
で
選
ん
だ
課
題
に
対
し
て
積

極
的
に
取
り
組
む
生
徒
が
多
く
見
ら
れ
た
た
め
、
同
じ
方
法
を
採
っ
た
。
難
易

度
を
★
で
表
し
、
選
択
さ
せ
た
。（
漢
文
の
学
習
と
同
様
）

　
Ａ
コ
ー
ス
　「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
を
読
む
　
★
★
　
名
１９

　
Ｂ
コ
ー
ス
　「
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
と
こ
ろ
あ
り
」
を
読
む
　
★
★
★
　
名
１２

　
Ｃ
コ
ー
ス
　「
猫
ま
た
」
復
習
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
作
る
）　
★
　
名
１０

　
Ａ
や
Ｂ
は
初
め
て
見
る
古
文
を
自
分
で
読
み
、
作
者
の
伝
え
た
か
っ
た
こ
と

ま
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
難
易
度
が
高
い
。
さ
ら
に
、
内
容
と
長
さ

か
ら
Ａ
よ
り
Ｂ
の
方
が
難
し
い
。
Ｃ
は
既
習
の
「
猫
ま
た
」
を
も
う
一
度
読
み
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
こ
と
で
復
習
が
で
き
る
の
で
、
難
易
度
と
し
て
は
低

く
、
新
し
い
学
習
が
困
難
な
生
徒
に
選
ん
で
ほ
し
い
課
題
と
し
て
用
意
し
た
。

し
か
し
、
実
際
に
選
択
さ
せ
て
み
る
と
、
発
表
者
の
意
図
と
は
異
な
り
、
生
徒

は
難
易
度
を
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
Ａ
・
Ｂ
に
は
、
ま
ず
歴

史
的
仮
名
づ
か
い
を
現
代
仮
名
づ
か
い
に
直
す
課
題
が
あ
り
、
こ
の
課
題
は
ど

の
生
徒
に
と
っ
て
も
取
り
か
か
り
や
す
い
の
で
、
理
解
度
に
関
係
な
く
選
ば
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
の
Ｃ
は
、
近
所
の
人
に
な
り
き
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

答
え
る
、
自
由
に
表
現
す
る
余
地
の
あ
る
課
題
で
あ
っ
た
た
め
、
創
作
し
た
り

表
現
し
た
り
す
る
こ
と
が
好
き
な
生
徒
も
選
ん
で
い
る
。
稿
者
の
意
図
と
は
異

な
る
選
択
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
後
の
グ
ル
ー
プ
学
習
に
は
こ
の
選
択
が
う
ま

く
働
い
た
。
同
じ
課
題
を
選
ん
だ
生
徒
で
作
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
間

に
力
の
差
が
あ
り
、
教
え
合
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

②
法
師
（
上
人
）
の
へ
の
同
情
と
批
判
、
教
訓
を
読
み
取
る
こ
と

　
Ａ
・
Ｂ
コ
ー
ス
と
も
に
、「
読
ん
で
思
っ
た
こ
と
」
に
は
法
師
（
上
人
）
の
行

動
に
同
情
や
批
評
を
加
え
、「
作
者
の
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
」
に
は
、
教
訓
と
す

べ
き
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

Ａ
コ
ー
ス
　
仁
和
寺
に
あ
る
法
師

　「
こ
の
文
章
を
読
ん
で
思
っ
た
こ
と
」
に
は
、「
作
者
の
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
」

と
同
じ
「
案
内
す
る
人
は
必
要
」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
が
、
法
師
の
行
動
に

注
目
し
、
評
価
を
加
え
た
も
の
も
あ
る
。
滑
稽
さ
を
指
摘
（
ａ
）、
性
格
を
批
判

（
ｂ
）、
法
師
へ
の
同
情
（
ｃ
）
で
あ
る
。

ａ
石
清
水
に
お
参
り
し
た
と
勘
違
い
し
た
こ
と
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

ｂ
行
き
た
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
な
い
の
に
も
う
行
っ
た
と
納
得
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
、
思
い
込
み
が
激
し
い
と
思
っ
た
。

ｃ
こ
の
法
師
は
真
面
目
だ
っ
た
の
に
そ
れ
が
裏
目
に
出
た
よ
う
で
か
わ
い
そ
う

だ
と
思
っ
た
。

　
一
方
、「
作
者
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
」
に
対
す
る
生
徒
の
答
え
は
、
ほ
と
ん

ど
が
「
ど
ん
な
こ
と
で
も
案
内
す
る
人
は
必
要
」
の
よ
う
に
、
終
わ
り
の
一
文

を
引
用
し
て
い
た
。
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Ｂ
コ
ー
ス
　
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
と
こ
ろ
あ
り

　「
こ
の
文
章
を
読
ん
で
思
っ
た
こ
と
」
に
は
、
Ａ
同
様
、
Ｂ
で
も
、
滑
稽
さ
を

指
摘
（
ｄ
）、
性
格
を
批
判
（
ｅ
・
ｆ
）、
法
師
へ
の
同
情
（
ｇ
）
が
見
ら
れ
た
。

ｄ
子
供
の
い
た
ず
ら
な
の
に
感
動
し
た
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

ｅ
獅
子
の
後
ろ
姿
に
感
動
し
て
涙
を
流
し
た
が
、
本
当
は
子
供
た
ち
の
せ
い

だ
っ
た
と
い
う
お
ち
が
お
も
し
ろ
い
。

ｆ
上
人
は
位
と
し
て
は
高
い
の
で
す
が
、
頭
は
悪
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

ｇ
感
動
を
失
っ
た
上
人
が
か
わ
い
そ
う
。

　
し
か
し
、「
作
者
の
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
」
は
、「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
の

よ
う
に
最
後
の
一
文
が
作
者
の
評
価
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
本
文
を
読
ん
で

感
じ
た
こ
と
か
ら
自
分
な
り
の
答
を
導
き
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。

ｈ
自
分
の
予
想
や
推
測
だ
け
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
人
に
言
い
ふ
ら
す
と

後
で
恥
を
か
く
。

ｉ
真
実
を
知
ら
な
い
と
最
後
に
は
か
わ
い
そ
う
な
こ
と
が
起
き
る
ぞ
！

Ｃ
コ
ー
ス
　「
猫
ま
た
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
作
る

　
Ａ
・
Ｂ
コ
ー
ス
の
「
作
者
が
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
」「
読
ん
で
思
っ
た
こ
と
」

の
代
わ
り
に
、
Ｃ
コ
ー
ス
で
は
、「（
近
所
の
人
か
ら
の
）
法
師
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
」・「
法
師
に
な
っ
た
つ
も
り
で
気
持
ち
を
答
え
る
」
の
問
い
を
置
い
た
。「
そ

れ
で
は
最
後
に
、
僧
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。」
に
は
、
法
師
へ
の
注

意
が
並
ん
だ
。「
徒
然
草
」
の
中
の
他
の
文
章
に
影
響
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ｊ
早
く
帰
り
な
さ
い
。

ｋ
し
っ
か
り
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

ｌ
今
後
は
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

ｍ
あ
ん
ま
り
う
わ
さ
を
信
じ
す
ぎ
な
い
方
が
い
い
で
す
よ
。

　
最
後
の
問
い
「
こ
の
た
び
は
、
大
変
な
目
に
あ
わ
れ
ま
し
た
ね
。
襲
わ
れ
た

時
の
状
況
と
今
の
お
気
持
ち
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。」
に
は
、
生
徒
に
よ
る
大
き

な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、「
な
り
き
っ
て
書
く
」
が
書
き
や
す
か
っ
た

の
か
、
文
章
中
の
法
師
の
行
動
や
発
言
を
も
と
に
、
間
抜
け
な
法
師
像
が
見
て

取
れ
る
。
Ｃ
コ
ー
ス
の
学
習
は
、
言
葉
遣
い
も
含
め
て
楽
し
み
な
が
ら
書
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
た
。

ｎ
そ
う
そ
う
、
怖
か
っ
た
で
す
よ
。
ま
さ
か
自
分
の
犬
だ
っ
た
と
は
。
一
本
取

ら
れ
ま
し
た
ね
。

ｏ
い
や
、
ほ
ん
と
怖
か
っ
た
で
す
よ
。
注
意
し
な
い
と
と
思
っ
て
い
た
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
腰
が
抜
け
ち
ゃ
っ
て
川
に
落
ち
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
今

考
え
る
と
…
犬
に
申
し
訳
な
い
で
す
。

③
発
表
へ
の
コ
メ
ン
ト

　
発
表
後
、
発
表
グ
ル
ー
プ
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
書
か
せ
た
。
コ
メ
ン
ト
表
の
指

示
（「
発
表
態
度
・
声
の
大
き
さ
・
内
容
な
ど
、
気
づ
い
た
こ
と
を
書
こ
う
」）

が
原
因
で
も
あ
る
が
、
発
表
の
仕
方
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
が
並
ん
だ
。「
声
が

大
き
く
て
よ
か
っ
た
」「
口
語
訳
が
わ
か
り
や
す
く
、
声
も
聞
き
取
り
や
す
く
て

よ
か
っ
た
で
す
」「
話
す
ス
ピ
ー
ド
が
ち
ょ
う
ど
よ
か
っ
た
」
な
ど
。
内
容
に
触

れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
も
「
感
想
の
内
容
が
よ
か
っ
た
」「
感
想
の
内
容
が

な
る
ほ
ど
な
と
思
い
ま
し
た
」
の
よ
う
に
、
ど
こ
が
ど
う
い
い
の
か
は
説
明
で

き
て
い
な
い
。

　
た
だ
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
も
あ
る
。「
Ｔ
く
ん
の
（
発
表
し
た
）「
作
者

が
伝
え
た
い
こ
と
」
は
す
ご
く
よ
く
読
ん
で
い
る
な
と
思
い
ま
し
た
。」「
作
者

が
伝
え
た
い
こ
と
を
し
っ
か
り
言
っ
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
が
、
み
ん
な
上
人
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を
批
判
す
る
け
ど
、
も
っ
と
上
人
の
考
え
方
も
見
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
し
た
」

「
作
者
の
伝
え
た
い
こ
と
は
、
私
の
考
え
と
一
緒
で
し
た
」。
こ
れ
ら
は
「
作
者

の
伝
え
た
い
こ
と
」
を
も
う
一
度
見
直
し
た
り
、
本
文
を
読
み
返
す
き
っ
か
け

と
な
り
得
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
発
表
で
終
わ
ら
ず
、
も
う
一
度
一
斉
学
習
を

し
て
内
容
を
深
め
る
こ
と
も
で
き
る
と
感
じ
た
。

４
　
お
わ
り
に
─
成
果
と
課
題
─

①
発
展
学
習
に
つ
い
て

　
教
科
書
以
外
の
文
章
も
読
ま
せ
た
こ
と
に
は
成
果
が
あ
っ
た
。「
竹
取
物
語
」

で
言
え
ば
、
五
人
の
貴
公
子
の
話
に
よ
っ
て
、
古
文
の
中
に
描
か
れ
た
様
々
な

人
物
に
触
れ
、
そ
の
人
物
に
対
し
て
多
様
な
感
想
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
生

徒
に
と
っ
て
「
竹
取
物
語
」
は
「
竹
の
中
か
ら
出
て
き
た
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰

る
話
」
で
は
な
く
な
っ
た
と
思
う
。
た
だ
し
、
読
み
を
深
め
る
た
め
に
は
、
発

表
後
に
何
ら
か
の
手
立
て
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。
生
徒
の
発
表
の
中
に
は
、
内

容
を
深
め
る
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な
発
言
や
感
想
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
生

か
し
、
も
う
一
度
、
本
文
に
戻
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
読
み
を
深
め
る
こ
と
も
で

き
る
。
時
間
は
か
け
ら
れ
な
く
て
も
、
も
う
一
度
本
文
に
戻
れ
る
よ
う
な
場
面

を
用
意
し
た
い
。

②
グ
ル
ー
プ
学
習
に
つ
い
て

　
生
徒
た
ち
が
よ
く
聞
い
て
い
る
の
は
、
単
に
「
竹
取
物
語
」
や
「
徒
然
草
」

の
説
明
で
は
な
く
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
よ
る
「
竹
取
物
語
」
や
「
徒
然
草
」
の

説
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
発
表
を
聞
い
た
感
想
の
中
に
「
Ｓ
く
ん
の
…
」
や

「
Ｔ
く
ん
が
…
」
な
ど
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
名
前
が
よ
く
出
て
く
る
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
。
教
員
に
よ
る
説
明
に
は
集
中
で
き
な
く
て
も
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
発
言
は

よ
く
聞
く
。
中
学
生
は
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
頑
張
り
を
素
直
に
認
め
る
こ
と
が
で
、

影
響
も
受
け
や
す
い
の
で
、
グ
ル
ー
プ
学
習
や
発
表
会
形
式
の
学
習
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
充
実
さ
せ
る
た
め

に
は
、
個
人
の
読
み
の
持
ち
よ
り
が
不
可
欠
で
あ
り
、
話
し
合
い
の
質
も
高
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
も
課
題
に
し
た
い
。

③
問
い
や
指
示
の
言
葉
に
つ
い
て

　
中
学
生
は
、
問
い
の
意
味
を
汲
み
取
る
こ
と
が
苦
手
な
の
で
、
授
業
中
や
学

習
プ
リ
ン
ト
の
「
問
い
方
」
に
反
応
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。「
感
想
を
書
き
な

さ
い
」
に
は
、「
面
白
か
っ
た
」「
か
わ
い
そ
う
」
の
よ
う
に
単
純
な
答
え
し
か

出
て
こ
な
い
。「
作
者
が
書
こ
う
と
し
た
こ
と
」
で
は
な
く
「
作
者
は
ど
ん
な
こ

と
を
ね
ら
っ
て
こ
の
よ
う
な
人
物
に
し
た
の
か
」
な
ど
、
よ
り
具
体
的
な
問
い

が
必
要
と
な
る
。
本
実
践
で
、
生
徒
の
記
述
が
画
一
的
だ
と
感
じ
た
の
は
、「
問

い
方
」
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
今
後
、
改
善
し
た
い
点
で

あ
る
。

　
同
様
に
、
グ
ル
ー
プ
学
習
時
の
指
示
も
具
体
的
に
す
べ
き
で
あ
る
。「
意
見
を

ま
と
め
な
さ
い
」
で
は
な
く
、「
共
通
の
意
見
と
少
数
派
の
意
見
も
書
き
な
さ

い
」「
皆
が
納
得
で
き
る
意
見
を
作
り
な
さ
い
」
な
ど
。
グ
ル
ー
プ
発
表
を
聞
い

て
い
る
と
、
簡
単
に
予
想
で
き
る
意
見
が
同
じ
よ
う
な
言
葉
で
語
ら
れ
、
何
の

引
っ
か
か
り
も
な
く
発
表
が
終
わ
る
。
特
に
発
展
学
習
の
場
合
は
、
正
解
を
探

す
だ
け
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
読
み
誤
り
も
含
め
様
々
な
読
み
を
出
し
て
い

け
れ
ば
よ
い
。

 

（
呉
武
田
学
園
武
田
中
学
校
高
等
学
校
）

─　　─９



─　　─１０

資
料
１

資
料
２



─　　─１１

資
料
３

資
料
４




