
一
　
は
じ
め
に

　
私
は
現
在
の
勤
務
校
で
勤
務
二
年
目
に
な
る
。
赴
任
一
年
目
の
昨
年
度
、
教

員
と
し
て
は
二
年
目
だ
っ
た
私
は
、
教
育
実
習
以
来
と
な
る
中
学
生
を
担
当
す

る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
日
々
そ
の
難
し
さ
を
痛
感
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
生
徒

の
多
く
は
、
数
学
や
英
語
に
比
べ
て
国
語
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
ま

り
高
く
な
い
。
一
方
で
、
こ
ち
ら
の
働
き
か
け
次
第
で
は
生
き
生
き
と
活
動
に

取
り
組
む
姿
も
目
に
し
て
き
た
。

　
昨
年
度
三
学
期
、
中
学
一
年
生
に
向
け
て
漢
文
の
授
業
を
す
る
時
が
来
た
。

近
年
で
は
、
小
学
校
で
も
「
伝
統
的
言
語
文
化
の
学
習
」
と
し
て
漢
文
を
扱
う

こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
訓
読
文
を
目
に
し
た
り
、
書
き
下
し
文
を
作
っ
た
り

し
た
こ
と
が
あ
る
生
徒
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
た
ち
に
漢
文

と
ど
の
よ
う
に
出
会
わ
せ
、
向
き
合
わ
せ
る
か
。
そ
こ
か
ら
何
を
考
え
さ
せ
る

の
か
。
中
学
一
年
生
の
漢
文
の
授
業
に
ど
れ
だ
け
の
可
能
性
が
あ
る
の
か
。
多

く
の
課
題
が
頭
に
浮
か
ん
だ
。

　
今
回
報
告
す
る
実
践
は
、
そ
う
い
っ
た
中
で
、
中
学
一
年
生
に
ど
う
漢
文
と

出
会
わ
せ
る
か
、
高
い
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
漢
文
に
向
き
合
わ
せ
る
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
模
索
し
、
行
っ
た
授
業
の
過
程
で
あ
る
。

二
　
生
徒
の
現
状
・
課
題
と
手
立
て

　
今
回
の
対
象
生
徒
は
、
先
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
間
瀬
先
生
の
授
業
対
象
者
と

同
じ
、
本
校
の
昨
年
度
中
学
一
年
生
で
あ
る
。
二
十
人
と
二
十
一
人
の
二
ク
ラ

ス
で
、
学
年
全
体
で
も
四
十
一
人
と
い
う
少
人
数
で
あ
っ
た
。
間
瀬
先
生
が
一

組
の
担
任
を
、
私
が
二
組
の
副
担
任
を
し
て
い
る
学
年
で
、
両
者
と
も
生
徒
と

の
関
係
性
が
確
立
し
て
お
り
、
生
徒
個
々
人
に
対
す
る
理
解
も
深
か
っ
た
。
ま

た
、
間
瀬
先
生
と
は
日
頃
か
ら
両
ク
ラ
ス
の
現
状
を
報
告
し
あ
い
、
日
々
授
業

の
あ
り
方
を
検
討
し
あ
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
行
っ
た
の
が
間
瀬
先
生
の

古
文
の
授
業
と
、
私
の
漢
文
の
授
業
で
あ
る
。

二
─
一
　
生
徒
の
現
状
と
課
題

（
一
）
ク
ラ
ス
（
学
年
）
内
の
学
力
差

　
中
学
一
年
生
の
国
語
の
授
業
は
、
二
学
期
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
通
常
の
ク
ラ
ス
単
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位
で
行
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
最
大
の
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
ク
ラ
ス
内
の
学

力
差
で
あ
る
。
特
に
私
が
担
当
し
て
い
た
ク
ラ
ス
は
、
成
績
上
位
層
と
下
位
層

に
大
き
な
乖
離
が
あ
る
上
に
、
中
間
層
が
ほ
ぼ
い
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。

今
回
の
漢
文
の
よ
う
に
、
全
員
初
め
て
の
こ
と
を
す
る
と
い
う
場
合
に
、
生
徒

一
人
一
人
が
意
欲
的
に
取
り
組
め
、
目
標
と
す
る
レ
ベ
ル
ま
で
理
解
し
、
且
つ

円
滑
に
進
行
で
き
る
授
業
を
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
、

大
き
な
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

　
上
位
層
と
下
位
層
の
大
き
な
乖
離
は
、
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
授
業
に
対
す
る

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
ら
な
い
と
い
う
二
次
的
な
問
題
を
生
ん
だ
。
年
度
当

初
、
私
の
担
当
ク
ラ
ス
は
、
こ
ち
ら
の
発
問
や
働
き
か
け
に
対
し
て
、
全
員
が

黙
り
込
む
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
上
位
層
の
生
徒
が
大
人
し
く
わ

か
っ
て
い
て
も
答
え
な
い
上
に
、
下
位
層
の
生
徒
は
理
解
が
追
い
つ
か
ず
答
え

ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
成
績
下
位
で

は
あ
る
が
積
極
的
な
生
徒
が
活
発
に
発
言
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に

伴
っ
て
上
位
層
は
よ
り
一
層
沈
黙
し
て
い
っ
た
。

　
ま
た
グ
ル
ー
プ
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
で
も
、
私
の
ク
ラ
ス
で
は
円
滑
に

グ
ル
ー
プ
活
動
が
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
下
位
層
は
話
し
合
い
に
は
参
加
で

き
ず
、
上
位
層
は
淡
々
と
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
意
見
を
書
き
込
む
と
い
う
状
況
が

複
数
の
グ
ル
ー
プ
で
見
ら
れ
た
。
誰
に
と
っ
て
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
上
が
ら

な
い
状
況
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
漢
字
へ
の
苦
手
意
識

　
漢
文
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
大
き
な
懸
念
と
な
っ
た
が
、
漢
字
へ
の
苦
手
意
識

が
強
い
生
徒
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
年
度
当
初
か
ら
週
一
回
漢
字
テ
ス

ト
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
結
果
が
思
わ
し
く
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
生
徒

は
一
様
に
漢
字
へ
の
苦
手
意
識
を
持
っ
て
お
り
、
中
に
は
嫌
悪
感
を
抱
い
て
い

る
生
徒
も
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
生
徒
に
漢
字
ば
か
り
が
並
ぶ
漢

文
を
、
抵
抗
感
な
く
い
か
に
し
て
向
き
合
わ
せ
る
か
が
課
題
で
あ
っ
た
。

二
─
二
　
課
題
に
対
し
て
講
じ
た
手
立
て

（
一
）
成
績
を
ベ
ー
ス
に
ク
ラ
ス
を
分
け
、
習
熟
度
別
の
授
業
を
行
う
。

　
→
個
々
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
指
導
が
で
き
る
。

（
二
）
発
展
学
習
段
階
で
、
複
数
の
漢
文
テ
ク
ス
ト
と
課
題
を
提
示
し
、
学
習
者

自
ら
に
選
択
さ
せ
る
。

　
→
自
ら
の
意
思
で
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
欲
的
に
活
動
に
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
漢
文
（
白
文
）
と
書
き
下
し
文
の
関
係
を
丁
寧
に
説
明
し
、
扱
う
訓
点
も

最
低
限
も
の
に
す
る
。

　
→
日
本
語
と
の
関
係
を
教
え
、
訓
点
も
最
大
限
易
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

拒
絶
せ
ず
テ
ク
ス
ト
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
授
業
の
過
程
と
考
察

三
─
一
　
授
業
の
過
程

実
施
時
期
　
平
成
二
十
七
年
一
月
下
旬
～
二
月
上
旬
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対
象
学
年
　
中
学
一
年
生
（
四
十
一
名
）

教
　
　
材
　「
五
十
歩
百
歩
」、「
漁
夫
の
利
」、「
蛇
足
」、「
虎
の
威
を
借
る
狐
」

単
元
目
標

・
訓
点
に
つ
い
て
理
解
し
、
書
き
下
し
文
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

・「
五
十
歩
百
歩
」
の
内
容
を
理
解
し
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
。

・
自
ら
に
あ
っ
た
コ
ー
ス
を
選
択
し
、
意
欲
的
に
活
動
に
取
り
組
む
。

第
一
次
　
漢
文
に
出
会
う
～
「
五
十
歩
百
歩
」
を
読
む
～

〈
第
一
時
〉
漢
文
に
出
会
う

・
漢
文
と
は
何
か
を
知
る
。

・
書
き
下
し
文
と
は
何
か
を
知
る
。

・
書
き
下
し
文
の
ル
ー
ル
を
知
る
。

・
実
際
に
短
文
を
書
き
下
し
文
に
す
る
。

　
漢
文
と
初
め
て
出
会
う
第
一
時
は
、「
漢
文
へ
の
警
戒
心
を
持
た
せ
な
い
こ
と
、

書
き
下
し
文
の
役
割
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
」
を
授
業
者
の
目
標
と
し
た
。
生
徒

は
、
目
新
し
い
物
へ
の
関
心
が
強
い
。「
王
好
戦
。」（「
五
十
歩
百
歩
」
よ
り
引

用
）
の
短
文
を
例
に
し
て
、
漢
文
と
日
本
語
の
語
順
の
違
い
と
、
そ
れ
を
読
む

た
め
に
作
ら
れ
た
の
が
訓
点
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
、「
昔
の
人
が
考
え
た

ル
ー
ル
に
従
っ
て
読
む
」
と
い
う
こ
と
に
興
味
を
持
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
練
習
問
題
で
扱
う
短
文
を
、「
レ
点
」「
一
・
二
点
」「
上
・
下
点
」
の
み
で
、

助
詞
、
助
動
詞
、
置
き
字
は
な
い
も
の
を
選
び
最
大
限
易
化
さ
せ
た
こ
と
で
、

無
理
な
く
取
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
そ
れ
で
も
こ
の
第
一
時
を
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
ク
ラ
ス
内
で
の
理
解
度
の
差

が
顕
著
に
表
れ
、
自
然
ク
ラ
ス
で
の
授
業
に
限
界
を
感
じ
た
。
問
題
な
く
理
解

で
き
た
の
は
ク
ラ
ス
の
半
分
の
十
名
程
度
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
状
況
を

見
て
、
こ
の
ま
ま
自
然
ク
ラ
ス
で
授
業
を
行
う
こ
と
に
利
点
は
な
い
と
判
断
し
、

習
熟
度
別
の
ク
ラ
ス
で
そ
の
後
の
授
業
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
習
熟
度
別
の
ク

ラ
ス
は
、
国
語
の
成
績
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
三
十
名
（
成
績
上
位
者
。
以
下
Ａ

ク
ラ
ス
）
と
、
十
一
名
（
成
績
下
位
者
。
以
下
Ｂ
ク
ラ
ス
）
と
い
う
二
ク
ラ
ス

に
分
け
た
。

〈
第
二
時
〉
書
き
下
し
文
に
慣
れ
る

・
第
一
時
の
内
容
を
復
習
し
な
が
ら
、
書
き
下
し
文
の
練
習
を
す
る
。

　
本
時
は
第
一
時
に
引
き
続
き
、
書
き
下
し
文
に
慣
れ
る
た
め
に
練
習
問
題
を

解
く
の
が
主
な
活
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
間
か
ら
習
熟
度
別
ク
ラ
ス
で
の
授
業

展
開
と
な
っ
た
が
、
特
に
Ｂ
ク
ラ
ス
に
は
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

十
一
名
と
少
人
数
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
一
人
へ
の
指
導
が
可
能
に
な

り
、
理
解
度
の
把
握
も
容
易
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
半
分
以
上
の
生
徒
が
書
き

下
し
の
ル
ー
ル
を
ほ
ぼ
理
解
で
き
て
お
ら
ず
、
授
業
の
進
め
方
が
困
難
で
あ
っ

た
に
は
違
い
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

　
一
方
、
私
の
担
当
し
た
三
十
名
の
Ａ
ク
ラ
ス
で
も
問
題
が
生
じ
た
。
学
年
の

下
位
層
へ
の
手
厚
い
指
導
の
た
め
、
Ｂ
ク
ラ
ス
の
メ
ン
バ
ー
を
極
限
ま
で
絞
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
Ａ
ク
ラ
ス
の
中
で
の
上
位
層
と
下
位
層
の
乖
離
が
目
立
っ
た

の
で
あ
る
。
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
難
な
く
理
解
し
、
よ
り
高
度
な
問
題
を

求
め
る
生
徒
が
い
る
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
理
解
状
況
に
あ
る
生
徒
が
複
数
見

ら
れ
た
。
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生
徒
Ａ

生
徒
Ｂ

生
徒
Ｃ

生
徒
Ｄ

　
生
徒
Ａ
は
、
学
年
の
中
で
も
成
績
上
位
の
生
徒
で
あ
る
。
送
り
仮
名
と
レ
点

を
混
同
し
て
お
り
、
レ
点
を
「
れ
」
と
書
き
下
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し

同
時
に
「
福
と
為
す
」
は
正
し
く
書
き
下
せ
て
お
り
、
返
り
点
と
し
て
の
役
割

も
認
識
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
レ
点
の
理
解
の
困
難
は
、

そ
の
他
の
生
徒
に
も
多
く
見
ら
れ
、
生
徒
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
も
レ
点
の
扱
い
が
正
し

く
な
い
。
こ
れ
ら
の
生
徒
の
一
部
か
ら
は
、「
レ
っ
て
記
号
と
順
番
を
ひ
っ
く
り

返
し
て
読
む
っ
て
い
う
の
が
つ
な
が
り
に
く
い
」
と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
。

一
・
二
点
や
上
・
下
点
の
よ
う
に
、
そ
の
字
か
ら
順
番
が
わ
か
り
や
す
い
返
り

点
と
違
い
、
レ
点
は
ル
ー
ル
を
理
解
し
慣
れ
る
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
一
・
二
点
に
関
し
て
も
生
徒
Ｄ
の
よ
う

に
理
解
で
き
て
い
な
い
と
い
う
現
状
も
あ
り
、
ク
ラ
ス
内
で
の
理
解
度
の
差
は
、

そ
の
後
の
授
業
進
行
の
課
題
と
な
っ
た
。

〈
第
三
時
〉
書
き
下
し
文
に
慣
れ
る
③
（「
五
十
歩
百
歩
」
を
読
む
①
）

・
書
き
下
し
文
に
慣
れ
る
た
め
、「
五
十
歩
百
歩
」
書
き
下
し
文
に
す
る
。

〈
第
四
時
〉「
五
十
歩
百
歩
」
を
読
む
②

・
第
三
時
の
復
習
と
し
て
再
び
「
五
十
歩
百
歩
」
を
書
き
下
し
文
に
す
る
。

　
第
三
時
、
第
四
時
は
、「
五
十
歩
百
歩
」
の
読
解
の
前
段
階
と
し
て
、
書
き
下

し
の
練
習
を
反
復
し
て
行
っ
た
。
そ
の
際
、
助
詞
、
助
動
詞
、
置
き
字
の
含
ま

れ
る
文
は
、
授
業
者
側
か
ら
書
き
下
し
文
を
提
示
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
た
。

ま
た
、
第
四
時
の
二
度
目
の
書
き
下
し
の
際
に
は
、
余
裕
の
あ
る
生
徒
に
は
現

代
語
訳
に
も
取
り
組
ま
せ
た
。
こ
れ
は
Ａ
ク
ラ
ス
の
上
位
層
に
、
モ
チ
ベ
ー
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シ
ョ
ン
を
維
持
さ
せ
る
た
め
の
手
立
て
で
あ
る
。
同
時
に
音
読
も
繰
り
返
し
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ａ
ク
ラ
ス
の
生
徒
は
概
ね
問
題
な
く
書
き
下
し
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。

〈
第
五
時
〉「
五
十
歩
百
歩
」
を
読
む
③

・「
五
十
歩
百
歩
」
の
現
代
語
訳
を
考
え
る
。

・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
従
っ
て
、「
五
十
歩
百
歩
」
を
読
解
す
る
。

　
第
五
時
は
、
主
に
「
五
十
歩
百
歩
」
の
内
容
理
解
を
目
標
と
し
た
。
そ
の
際
、

教
科
書
の
リ
ー
ド
文
を
理
解
さ
せ
、
例
え
話
と
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
を
認
識
さ

せ
る
こ
と
を
ス
タ
ー
ト
と
し
た
。
そ
し
て
、「
何
を
何
に
例
え
て
い
る
か
」
で
話

の
構
造
を
、「
孟
子
が
恵
王
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
？
」
で
話
の
趣
旨
を
、
さ

ら
に
そ
こ
か
ら
「
五
十
歩
百
歩
」
の
故
事
成
語
と
し
て
の
意
味
を
考
え
る
こ
と

を
課
し
た
。

　「
五
十
歩
百
歩
」
は
比
喩
の
対
応
関
係
が
見
え
や
す
い
。
ま
た
、
話
の
最
後
に

「
直
不
百
歩
耳
。
是
亦
走
也
。（
た
だ
百
歩
逃
げ
な
か
っ
た
だ
け
だ
。
こ
れ
も
逃

げ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。）」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
提
示
し

た
問
い
に
対
し
て
は
積
極
的
に
答
え
る
姿
が
見
ら
れ
た
。
Ｂ
ク
ラ
ス
に
つ
い
て

は
、
授
業
者
か
ら
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
、
理
解
へ
の
道
筋
を
丁
寧
に
作
っ

た
。

第
二
次
　
い
ろ
い
ろ
な
漢
文
を
読
ん
で
み
よ
う

〈
第
六
時
・
第
七
時
〉
コ
ー
ス
を
選
択
し
て
、
新
た
な
漢
文
を
読
む

・
コ
ー
ス
の
内
容
を
理
解
し
、
自
分
に
あ
っ
た
コ
ー
ス
を
自
ら
選
択
す
る
。

・
選
択
し
た
漢
文
の
書
き
下
し
文
（
現
代
語
訳
）
を
作
る
。

・
書
き
下
し
た
漢
文
の
内
容
を
理
解
し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
問
い
に
沿
っ
て
読

解
す
る
。

（
・
選
択
し
た
故
事
成
語
が
使
わ
れ
る
場
面
を
想
定
し
て
、
ミ
ニ
ス
ト
ー
リ
ー

を
作
る
。）

・
同
じ
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
者
同
士
で
、
読
み
（
作
成
し
た
ミ
ニ
ス
ト
ー
リ
ー
）

の
交
流
を
す
る
。

　
第
二
次
で
は
、
自
分
で
コ
ー
ス
を
選
択
す
る
方
法
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
手
立

て
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
保
っ
て
、
意
欲
的

に
活
動
に
取
り
組
む
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
学
年
全
体
を
一
教
室
に
入

れ
、
四
十
一
名
全
員
で
の
合
同
授
業
と
し
た
。
コ
ー
ス
選
択
の
後
に
は
、
同
じ

コ
ー
ス
選
択
者
同
士
を
近
く
に
座
ら
せ
、
交
流
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　
コ
ー
ス
は
次
の
四
つ
で
あ
る
。
コ
ー
ス
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
☆
の
数
で
難
易
度

を
示
し
た
。

①
も
う
一
度
「
五
十
歩
百
歩
」
を
し
っ
か
り
！
読
解
コ
ー
ス
　
難
易
度
☆

②
も
う
一
度
「
五
十
歩
百
歩
」
を
し
っ
か
り
！
読
解
＆
創
作
コ
ー
ス
　
難
易
　

度
☆
☆

③
新
し
い
漢
文
に
挑
戦
！
読
解
コ
ー
ス
　
難
易
度
☆
☆

④
新
し
い
漢
文
に
挑
戦
！
読
解
＆
創
作
コ
ー
ス
　
難
易
度
☆
☆
☆

　
※
読
解
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
全
て
の
コ
ー
ス
に
共
通
。
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①
、
③
は
、
訓
読
文
を
書
き
下
し
て
、
内
容
理
解
を
す
る
た
め
の
コ
ー
ス
で

あ
る
。
内
容
理
解
に
関
し
て
は
、
第
一
次
で
「
五
十
歩
百
歩
」
を
元
に
行
っ
た

こ
と
と
同
様
に
、
話
の
構
造
、
主
旨
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
故
事
成
語
の
意
味

を
考
え
る
と
い
う
問
い
を
設
け
た
。

　
②
、
④
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
故
事
成
語
が
使
わ
れ
る
場
面
を
想
定
し
た
ミ

ニ
ス
ト
ー
リ
ー
を
創
作
す
る
と
い
う
活
動
を
入
れ
た
。
生
徒
の
中
に
は
読
解
は

苦
手
だ
が
、
創
造
的
な
活
動
は
得
意
と
す
る
生
徒
も
い
る
。
そ
の
よ
う
な
生
徒

に
意
欲
的
に
取
り
組
ま
せ
る
た
め
の
コ
ー
ス
で
あ
る
。

　
ま
た
、
①
、
②
は
「
五
十
歩
百
歩
」
を
反
復
す
る
の
で
、
理
解
に
時
間
を
要

す
る
生
徒
が
選
択
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
。
通
常
の
授
業
で
は
、
全
く
同
じ
こ

と
を
反
復
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
こ
の
機
会
に
反
復
学
習

の
効
果
を
試
し
て
み
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
。

　
③
、
④
の
新
た
な
漢
文
を
読
解
す
る
コ
ー
ス
で
は
、「
漁
夫
の
利
」「
蛇
足
」

「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
の
三
つ
を
新
た
な
漢
文
テ
ク
ス
ト
と
し
て
加
え
た
。
こ
の

三
つ
は
、
い
ず
れ
も
「
五
十
歩
百
歩
」
と
同
様
に
例
え
話
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

第
一
次
の
読
解
の
方
法
を
踏
襲
し
な
が
ら
自
ら
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
語
彙
の
豊
富
な
生
徒
な
ら
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
取
り
組
み
や
す

さ
も
考
慮
し
た
。
な
お
、
こ
の
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
、
故

事
成
語
の
意
味
を
考
え
る
部
分
で
困
難
を
極
め
た
。
そ
の
た
め
、
第
七
時
の
中

盤
の
時
点
で
記
述
で
き
て
い
な
い
生
徒
に
対
し
て
は
、
授
業
者
側
か
ら
意
味

（「
蛇
足
」＝
無
駄
な
も
の
。
余
計
な
こ
と
を
い
て
、
大
切
な
も
の
を
失
う
こ
と
。

「
漁
夫
の
利
」＝
両
者
が
争
っ
て
い
る
う
ち
に
他
の
人
に
利
益
を
持
っ
て
行
か
れ

る
こ
と
。「
虎
の
威
を
借
る
狐
」＝
権
勢
を
持
つ
人
の
力
に
頼
っ
て
、
力
の
な
い

人
が
い
ば
る
こ
と
。）
を
提
示
し
、
創
作
に
取
り
か
か
る
よ
う
に
促
し
た
。

三
─
二
　
発
展
学
習
の
分
析
と
考
察

（
一
）
コ
ー
ス
の
選
択

　
四
十
一
名
の
内
、「
五
十
歩
百
歩
」
の
反
復
学
習
と
な
る
、「
も
う
一
度
五
十

歩
百
歩
を
し
っ
か
り
！
」
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
生
徒
は
十
名
だ
っ
た
。
こ
の
十

名
の
う
ち
、
七
名
は
第
一
次
の
習
熟
度
ク
ラ
ス
で
Ｂ
ク
ラ
ス
だ
っ
た
生
徒
で
あ

る
。
コ
ー
ス
選
択
と
し
て
は
、
概
ね
こ
ち
ら
の
意
図
し
た
通
り
に
な
っ
た
と
言

え
る
。
ま
た
、
自
己
の
理
解
度
を
的
確
に
判
断
で
き
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
Ｂ
ク
ラ
ス
だ
っ
た
生
徒
の
中
に
は
、
新
た
な
漢
文
を
読
む
コ
ー
ス
を

選
択
し
た
者
も
い
た
。
こ
の
生
徒
た
ち
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
書
き
下
し
文

は
ほ
ぼ
問
題
な
く
で
き
る
が
、
読
解
部
分
に
難
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
漁
夫
の
利
」
を
選
択
し
た
生
徒
Ｅ
は
、
例
え
の
構
造
に
つ
い
て
、「
漁
業
を
鳥

に
例
え
た
話
」
と
記
述
し
て
お
り
、
例
え
話
と
し
て
の
構
造
が
つ
か
め
て
い
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
話
の
趣
旨
を
「
雨
が
ふ
ら
な
い
か
ら
貝
は
も
う
じ

き
死
ぬ
。
そ
れ
ま
で
、
く
ち
ば
し
を
出
す
の
は
が
ま
ん
し
よ
う
。」
と
記
述
し
て

い
る
。
現
代
語
訳
は
確
認
し
て
い
た
も
の
の
、
話
の
内
容
を
理
解
す
る
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
「
蛇
足
」
を
選
択
し
た
生
徒
Ｆ
は
、
内
容
読
解
に
関
し

て
積
極
的
に
授
業
者
に
質
問
を
し
て
き
た
が
、
例
え
の
構
造
を
「
斉
を
ヘ
ビ
に

例
え
た
話
」
と
記
述
し
て
い
る
。
同
じ
く
「
蛇
足
」
を
選
択
し
た
生
徒
Ｇ
は
、

読
解
の
問
い
に
関
し
て
は
一
問
も
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

　
こ
の
三
名
は
、
普
段
の
授
業
で
も
内
容
読
解
に
は
難
が
あ
る
が
、
創
作
活
動

は
好
ん
で
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
故
事
成
語
の
意
味
は
授
業
者
が
提
示
し
、

そ
の
意
味
に
合
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
作
り
を
行
う
よ
う
指
導
し
た
。
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生
徒
Ｅ
（
漁
夫
の
利
）

一
コ
マ
目

　
　
右
「
い
い
や
、
私
の
会
社
の
ほ
う
が
い
い
」

　
　
左
「
私
の
会
社
の
ほ
う
が
い
い
」

二
コ
マ
目

　
翌
日
「
会
社
に
よ
っ
て
い
る
人
」

　
　
右
「
こ
っ
ち
も
な
の
よ
！
」

　
　
左
「
最
近
あ
そ
こ
の
会
社
ふ
ん
い
き
悪
い
」

生
徒
Ｆ
（
蛇
足
）

　
Ｔ
「
逆
立
ち
が
で
き
た
ら
ジ
ュ
ー
ス
お
ご
れ
よ
」

　
Ｆ
「
い
い
よ
」

　
Ｔ
（
バ
タ
ッ
）「
で
き
な
か
っ
た
…
」

　
Ｆ
「
片
手
で
や
る
か
ら
だ
よ
！
」

　
Ｔ
「
く
そ
～
。
お
れ
の
ジ
ュ
ー
ス
が
～
。」

生
徒
Ｅ
は
時
間
が
足
り
ず
最
初
の
二
コ
マ
し
か
書
け
な
か
っ
た
が
、
二
者
が
対

立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
が
両
方
に
対
し
て
反
感
を
抱
い
て
い
る
様
子
が

描
け
て
い
る
。
こ
の
後
は
、
第
三
者
が
他
の
会
社
を
選
ぶ
と
い
う
展
開
が
予
想

さ
れ
る
。
授
業
者
が
提
示
し
た
「
両
者
が
争
っ
て
い
る
う
ち
に
他
の
人
に
利
益

を
持
っ
て
行
か
れ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
に
合
う
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
で
あ
る
。

生
徒
Ｆ
は
、「
余
計
な
こ
と
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
に
入
る
は
ず
だ
っ
た
利

を
逃
す
」
と
い
う
構
造
の
話
が
創
作
で
き
て
お
り
、
創
作
活
動
と
し
て
は
授
業

者
の
目
指
す
レ
ベ
ル
に
達
し
て
る
。
こ
の
二
名
は
、
読
解
の
難
易
度
か
ら
考
え

る
と
授
業
者
の
想
定
か
ら
は
外
れ
る
コ
ー
ス
選
択
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
創
作

が
得
意
な
生
徒
に
は
創
作
を
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
意
図
に
は
沿
っ
て
お
り
、

成
功
し
た
事
例
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
授
業
者
か
ら
見
る
と
も
う
少
し
高
度
な
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
生
徒
が
、「
五
十
歩
百
歩
」
の
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
が
起

こ
っ
た
。
自
由
に
コ
ー
ス
を
選
択
さ
せ
る
場
合
の
課
題
が
こ
こ
か
ら
見
え
た
。

（
二
）
反
復
学
習
の
効
果

　「
も
う
一
度
五
十
歩
百
歩
を
し
っ
か
り
！
」
コ
ー
ス
を
選
ぶ
と
、「
五
十
歩
百

歩
」
を
授
業
内
で
読
む
回
数
は
、
第
一
次
を
含
め
て
三
回
と
な
る
。
三
回
と
い

う
回
数
は
、
理
解
困
難
な
生
徒
に
も
充
分
な
反
復
回
数
で
あ
る
と
授
業
者
は
考

え
た
。
実
際
、
書
き
下
し
文
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
ほ
ぼ
問
題
な
く

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
反
復
学
習
の
効
果
は
充
分
に
あ
っ
た
と
見
え
る
。
た

だ
し
そ
の
後
の
試
験
を
通
し
て
、「
五
十
歩
百
歩
」
以
外
の
書
き
下
し
文
と
な
る

と
、
単
純
な
短
文
で
あ
っ
て
も
正
し
く
で
き
な
い
と
い
う
新
た
な
課
題
は
見
え

た
。
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反
復
学
習
で
も
克
服
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
内
容
理
解
の
部
分
で
あ
る
。「
五

十
歩
百
歩
」
の
読
解
は
第
一
次
の
時
点
で
授
業
者
が
解
説
し
な
が
ら
行
っ
て
お

り
、
既
習
の
内
容
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
十
名
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
た
。（
な
お
、
Ｉ
、
Ｌ
、
Ｎ
の
生
徒
は
、
習
熟
度

ク
ラ
ス
で
Ａ
ク
ラ
ス
に
い
た
生
徒
で
あ
る
。）

発
問
２
．
何
を
何
に
例
え
た
話
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？

【
想
定
さ
れ
る
解
答
】

梁
の
国
の
政
治
（
恵
王
の
政
治
）
を
五
十
歩
逃
げ
た
人
に
、
隣
の
国
の
政
治
を

百
歩
逃
げ
た
人
に
例
え
て
い
る
。

【
生
徒
の
記
述
】

生
徒
Ｈ
　
国
の
話
を
戦
い
に
例
え
た
話
だ
っ
た
。

生
徒
Ｉ
　
政
治
を
戦
い
に
例
え
た
。

生
徒
Ｊ
　
政
治
を
戦
に
た
と
え
た
は
な
し
。

生
徒
Ｋ
　
と
な
り
の
国
と
戦
争
。

生
徒
Ｌ
　
と
な
り
の
国
と
自
分
の
国
を
戦
争
（
以
下
記
述
な
し
）

生
徒
Ｍ
　
五
十
歩
百
歩
の
話
は
隣
の
国
の
政
治
と
自
分
の
国
の
政
治
は
ち
が
う

と
（
以
下
記
述
な
し
）

生
徒
Ｎ
　
梁
の
国
と
ほ
か
の
国
を
五
十
歩
逃
げ
た
者
と
百
歩
逃
げ
た
者
に
例
え

た
話
。

発
問
３
．
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
い
た
い
話
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？

【
想
定
さ
れ
る
解
答
】

五
十
歩
逃
げ
た
者
と
百
歩
逃
げ
た
者
が
、
逃
げ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
よ

う
に
、
梁
の
国
の
政
治
と
隣
の
国
の
政
治
も
大
差
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

【
生
徒
の
記
述
】

生
徒
Ｈ
　
恵
王
の
政
治
は
隣
の
国
の
政
治
と
大
し
て
変
わ
り
な
い
。

生
徒
Ｊ
　
五
十
歩
も
百
歩
も
逃
げ
た
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

生
徒
Ｋ
　
お
互
い
様
だ
と
い
う
話
。

生
徒
Ｌ
　
そ
ん
な
に
ち
が
い
が
な
い
。

生
徒
Ｍ
　
五
十
歩
逃
げ
た
者
が
百
歩
逃
げ
た
者
を
笑
っ
て
は
い
け
な
い
と
（
以

下
記
述
な
し
）

生
徒
Ｎ
　
五
十
歩
逃
げ
た
者
と
百
歩
逃
げ
た
人
は
ど
っ
ち
も
逃
げ
た
か
ら
逃
げ

た
者
に
は
変
わ
り
な
い
。

発
問
４
．
選
ん
だ
故
事
成
語
の
意
味
を
考
え
よ
う
。

【
想
定
さ
れ
る
解
答
】

大
き
な
違
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

【
生
徒
の
記
述
】

生
徒
Ｈ
　
た
い
し
て
ち
が
い
が
な
い
。　
生
徒
Ｉ
　
大
し
た
差
は
な
い
。

生
徒
Ｊ
　
た
い
し
て
ち
が
い
が
な
い
。　
生
徒
Ｋ
　
違
い
は
特
に
な
い
。

生
徒
Ｌ
　
ち
が
い
が
な
い
。　
　
　
　
　
生
徒
Ｎ
　
た
い
し
て
変
わ
ら
な
い
。

発
問
２
は
、
第
一
次
の
授
業
で
も
考
え
さ
せ
、
ク
ラ
ス
全
体
で
確
認
し
て
い
る
。

Ｎ
の
生
徒
は
第
一
次
の
授
業
内
容
が
理
解
で
き
て
お
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
記

述
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｈ
、
Ｉ
、
Ｊ
、
Ｌ
の
生
徒
は
、
本
文
冒
頭
の

「
王
好
戦
、
請
以
戦
喩
。（
王
は
戦
が
好
き
な
の
で
、
戦
の
話
に
喩
え
ま
し
ょ

う
。）」
の
一
文
を
踏
ま
え
て
の
記
述
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
国
語
の
授
業
で
は
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「
常
に
本
文
の
記
述
に
返
っ
て
考
え
る
こ
と
」
を
指
導
し
て
き
た
が
、
記
述
に
頼

り
す
ぎ
そ
れ
を
元
に
自
分
で
考
え
る
と
い
う
過
程
が
た
ど
れ
て
い
な
い
。
生
徒

Ｍ
に
い
た
っ
て
は
、
第
一
次
で
行
っ
た
読
解
の
授
業
内
容
が
ほ
と
ん
ど
理
解
で

き
て
い
な
い
と
言
え
る
。

　
発
問
３
は
、「
五
十
歩
百
歩
」
の
話
に
沿
っ
た
具
体
的
な
内
容
を
答
え
さ
せ
る

想
定
だ
っ
た
が
、
想
定
通
り
の
記
述
が
で
き
た
の
は
生
徒
Ｈ
の
み
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
発
問
の
言
葉
が
第
一
次
の
「
五
十
歩
百
歩
」
に
特
化
し
た
、「
孟
子
が

恵
王
に
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
？
」
か
ら
、
汎
用
性
の
あ
る
「
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
言
い
た
い
話
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？
」
に
変
更
し
た
こ
と
に
よ
る
答
え
に
く

さ
が
一
因
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
机
間
指
導
中
に
は
、
第

一
次
で
や
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
よ
う
に
指
導
し
た
が
、
改
善
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
発
問
４
で
は
、
記
述
し
た
生
徒
全
員
が
想
定
通
り
の
記
述
が
で
き

て
い
る
。
生
徒
は
日
頃
の
授
業
で
も
話
の
大
枠
を
つ
か
み
、
そ
れ
を
記
憶
す
る

こ
と
は
で
き
る
が
、
丁
寧
な
読
解
と
な
る
と
困
難
が
見
ら
れ
る
。
今
回
の
「
五

十
歩
百
歩
」
に
対
す
る
三
問
の
問
い
も
、
丁
寧
な
読
解
を
要
す
る
発
問
２
、
３

は
答
え
ら
れ
ず
、
大
意
が
取
れ
れ
ば
よ
い
発
問
４
に
関
し
て
は
答
え
ら
れ
た
と

言
え
る
。
一
度
ル
ー
ル
を
覚
え
れ
ば
で
き
る
あ
る
種
の
「
作
業
」
で
あ
る
書
き

下
し
文
の
作
成
と
は
違
い
、
読
解
に
関
し
て
は
同
じ
も
の
を
反
復
し
て
も
大
き

な
効
果
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

（
三
）
主
旨
の
読
み
取
り
、
抽
象
的
理
解
・
表
現
の
困
難

　
③
、
④
の
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
生
徒
は
、
始
め
て
見
る
漢
文
テ
ク
ス
ト
を
自

ら
書
き
下
し
、
内
容
を
読
解
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
高
度
な

発
展
学
習
と
な
っ
た
。
書
き
下
し
の
時
点
で
か
な
り
の
生
徒
が
難
色
を
示
す
の

で
は
な
い
か
と
懸
念
も
あ
っ
た
が
、
幸
い
に
も
杞
憂
に
終
わ
っ
た
。
漢
文
と
い

う
目
新
し
い
も
の
へ
の
興
味
関
心
は
持
続
し
て
お
り
、
生
徒
は
進
ん
で
書
き
下

し
を
行
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
が
読
み
た
い
と
思
っ
た
も
の
を
選
択
し
た
こ

と
も
、
プ
ラ
ス
に
働
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
者

の
席
を
ま
と
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
難
易
度
の
高
い
書
き
下
し
文
は
、
自
然
に

周
囲
と
協
力
し
て
行
う
と
い
う
交
流
も
見
ら
れ
た
。

　
読
解
に
関
し
て
も
、
例
え
話
の
構
造
は
、
リ
ー
ド
文
と
漢
文
を
合
わ
せ
て
考

え
る
と
い
う
高
度
な
過
程
を
要
し
た
。
し
か
し
、
授
業
者
の
想
定
に
反
し
て
、

書
き
下
し
、
現
代
語
訳
が
で
き
た
生
徒
の
ほ
と
ん
ど
が
、
間
違
え
る
こ
と
な
く

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

【
漁
夫
の
利
】

生
徒
Ｏ
　
趙
→
鷸
　
燕
→
蚌
　
秦
→
漁
師

生
徒
Ｐ
　
趙
、
燕
、
秦
の
国
を
、
鳥
と
貝
と
漁
師
に
例
え
た
。

【
蛇
足
】

生
徒
Ｑ
　
斉
を
ヘ
ビ
の
足
に
た
と
え
た
話
。

生
徒
Ｒ
　
斉
の
国
を
蛇
の
足
に
た
と
え
た
。

生
徒
Ｓ
　
斉
の
国
を
攻
め
る
こ
と
を
蛇
の
足
を
書
い
た
こ
と
に
例
え
た
。

生
徒
Ｔ
　
斉
の
国
を
攻
め
よ
う
と
し
た
の
を
蛇
の
足
に
た
と
え
た
。

【
虎
の
威
を
借
る
狐
】

生
徒
Ｕ
　
王
を
虎
に
昭
奚
恤
を
狐
に
例
え
た
。

生
徒
Ｖ
　
荊
の
国
の
宣
王
を
虎
に
例
え
、
昭
奚
恤
を
狐
に
例
え
た
。

生
徒
Ｗ
　
宣
王
と
昭
奚
恤
を
虎
と
狐
に
例
え
た
。
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「
蛇
足
」
に
関
し
て
は
、
リ
ー
ド
文
と
漢
文
の
関
係
の
読
み
取
り
が
他
の
二
つ
よ

り
も
難
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
的
確
に
記
述
で
き
た
の
は
生
徒
Ｓ
の
み
で
あ

る
。
生
徒
Ｔ
も
一
応
の
理
解
は
で
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
漁
夫
の
利
」、「
虎

の
威
を
借
る
狐
」
は
例
え
話
の
構
造
が
読
み
取
り
や
す
く
、
記
述
し
た
生
徒
は

間
違
い
な
く
読
む
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　
し
か
し
、
発
問
３
「
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
い
た
い
話
だ
っ
た
で
し
ょ
う
？
」

の
問
い
に
対
し
て
は
、
半
数
以
上
の
生
徒
が
何
も
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
記
述
し
た
生
徒
も
話
を
読
み
違
え
た
り
、
リ
ー
ド
文
と
う
ま
く
照
ら

し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

【
漁
夫
の
利
】

生
徒
Ｏ
　
今
、
燕
に
趙
が
せ
め
て
い
っ
た
ら
ど
ち
ら
も
秦
に
領
土
を
と
ら
れ
て

し
ま
う
。

生
徒
Ｐ
　
目
先
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
全
体
を
見
な
が
ら
行
動
し
よ
う
！

【
蛇
足
】

生
徒
Ｒ
　
他
人
の
意
見
に
振
り
回
さ
れ
る
な
と
い
う
こ
と
。

生
徒
Ｓ
　
よ
り
よ
い
こ
と
を
も
と
め
て
、
よ
け
い
な
こ
と
を
す
る
と
、
悪
い
結

果
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

【
虎
の
威
を
借
る
狐
】

生
徒
Ｖ
　
権
力
を
持
っ
て
い
る
人
を
理
解
さ
せ
れ
ば
生
き
残
れ
る
。

生
徒
Ｗ
　
本
当
は
、
皆
宣
王
を
お
そ
れ
て
い
る
の
に
、
自
分
が
気
付
い
て
い
な

い
こ
と
。

授
業
者
側
と
し
て
は
、
生
徒
Ｏ
、
生
徒
Ｗ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
例
え
話
に

添
っ
た
形
で
の
記
述
を
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
発
問
自
体
が
汎
用
性
の
あ

る
問
い
方
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
生
徒
Ｓ
の
よ
う
に
発
問
４
「
選
ん
だ
故
事
成

語
の
意
味
を
考
え
よ
う
。」
で
記
述
し
て
欲
し
い
内
容
を
発
問
３
で
書
い
て
し
ま

う
と
い
う
自
体
が
起
こ
っ
た
。
な
お
、
授
業
者
側
の
意
図
か
ら
は
外
れ
た
が
、

生
徒
Ｓ
の
記
述
自
体
は
、「
蛇
足
」
の
内
容
を
読
み
取
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
生

徒
Ｐ
、
生
徒
Ｒ
、
生
徒
Ｖ
は
授
業
者
側
の
意
図
か
ら
の
外
れ
た
上
に
、
本
文
内

容
を
読
み
違
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
三
名
は
、
国
語
の
成
績
と
し
て
は
学

年
内
で
も
上
位
に
位
置
す
る
。
し
か
し
、
授
業
者
の
助
け
な
し
に
自
分
で
読
解

す
る
と
い
う
力
が
充
分
に
つ
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
発
問
４
「
選
ん
だ
故
事
成
語
の
意
味
を
考
え
よ
う
。」
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど

の
生
徒
が
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
授
業
展
開
と
し
て
は
、

先
に
示
し
た
よ
う
に
授
業
者
側
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
故
事
成
語
の
意
味
を
提
示
し
、

創
作
活
動
に
移
行
さ
せ
る
と
い
う
手
段
を
取
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
生
徒
は
、
具
体
的
、
表
層
的
な
話
の

内
容
の
読
み
取
り
（
発
問
２
）
は
あ
る
程
度
で
き
る
が
、
話
の
趣
旨
を
読
み

取
っ
た
り
（
発
問
３
）、
さ
ら
に
そ
れ
を
抽
象
的
に
表
現
し
た
り
（
発
問
４
）
す

る
こ
と
は
、
苦
手
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
普
段
の
授
業
で
も
、
考
え
る
発

問
が
苦
手
で
、
抽
象
的
理
解
、
表
現
が
う
ま
く
で
き
ず
に
も
ど
か
し
い
思
い
を

し
て
い
る
生
徒
が
多
い
。
こ
の
単
元
で
は
、「
自
分
で
考
え
る
」
と
い
う
発
問
が

多
か
っ
た
分
、
苦
手
な
部
分
が
結
果
と
し
て
顕
著
に
表
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。

四
　
お
わ
り
に
　
─
単
元
の
成
果
と
課
題
─

　
本
単
元
の
成
果
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
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（
一
）
漢
文
に
対
す
る
抵
抗
感
の
排
除

　
単
元
実
施
前
に
は
、
漢
字
に
対
す
る
苦
手
意
識
か
ら
漢
文
に
も
抵
抗
感
を
持

つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
漢
文
と
書
き
下
し
文
の

関
係
を
丁
寧
に
説
明
し
、
扱
う
訓
点
も
最
低
限
に
絞
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
難
し

さ
を
感
じ
さ
せ
ず
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
二
）
個
々
の
状
況
の
把
握

　
コ
ー
ス
を
分
け
、
学
習
内
容
も
読
解
、
創
作
と
種
類
の
異
な
る
も
の
を
用
意

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
何
を
得
意
と
し
、
ど
こ
ま
で
理
解

で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
三
）
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持

　
自
ら
読
み
た
い
も
の
を
選
び
、
さ
ら
に
読
解
の
み
か
創
作
も
行
う
か
も
自
ら

選
択
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
後
ま
で
興
味
を
失
わ
ず
漢
文
に
向
き
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
。

　
主
な
課
題
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

（
一
）
学
力
差
に
対
す
る
手
立
て

　
今
回
の
習
熟
度
別
授
業
、
コ
ー
ス
選
択
で
は
学
力
に
関
係
な
く
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
維
持
さ
せ
な
が
ら
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
生

徒
内
の
学
力
差
が
埋
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
て
、

ど
の
よ
う
な
活
動
を
取
り
入
れ
れ
ば
、
学
力
差
の
あ
る
教
室
内
で
も
意
図
す
る

授
業
展
開
が
で
き
る
の
か
が
今
後
も
課
題
で
あ
る
。

（
二
）
読
解
力
の
育
成
・
考
え
る
問
い
の
訓
練

　
書
き
下
し
を
作
る
と
い
う
よ
う
な
技
術
的
な
こ
と
は
、
反
復
学
習
に
効
果
が

あ
っ
た
。
一
方
で
、
読
解
に
関
し
て
は
、
同
じ
テ
ク
ス
ト
を
何
度
読
ん
で
も
、

苦
手
な
生
徒
に
は
成
果
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
学
年
全
体
と
し
て
も
、

授
業
者
の
助
け
な
し
に
自
ら
考
え
て
読
解
す
る
と
い
う
こ
と
に
難
が
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

（
三
）
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
方
法
・
学
習
の
ま
と
め
方

　
本
単
元
で
は
、
授
業
時
間
の
都
合
も
あ
り
、
コ
ー
ス
別
の
学
習
の
後
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
行
う
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
機

会
が
あ
っ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
る
た
め
、

全
体
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
形
で
行
う
か
が
課
題
で
あ
る
。

　
単
元
実
施
前
に
課
題
と
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
成

果
が
あ
げ
ら
れ
た
。
一
方
で
こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
課
題
が
新
た
に
見
え
た
。

成
果
が
上
げ
ら
れ
た
取
り
組
み
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
の
授
業
で
も
応
用
し
な

が
ら
取
り
入
れ
、
そ
の
中
で
一
歩
ず
つ
課
題
の
克
服
を
目
指
し
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
後
の
古
文
の
授
業
（
間
瀬
先
生
の
「
徒
然
草
」
の
授
業
）
で
も
コ
ー
ス
選

択
制
の
発
展
学
習
を
行
い
、
生
徒
が
活
発
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、

同
じ
コ
ー
ス
選
択
者
の
中
で
グ
ル
ー
プ
を
組
ま
せ
て
発
表
も
さ
せ
る
と
い
う
、

さ
ら
に
発
展
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
も
で
き
た
。

　
幸
い
、
間
瀬
先
生
と
私
は
、
本
単
元
の
対
象
生
徒
で
あ
っ
た
今
年
度
の
中
学

二
年
生
の
国
語
を
、
引
き
続
き
担
当
し
て
い
る
。
日
々
成
長
す
る
生
徒
た
ち
に

寄
り
添
い
な
が
ら
、
現
状
と
課
題
を
見
極
め
、
さ
ら
な
る
成
長
を
促
す
国
語
の

授
業
を
構
築
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。（

呉
武
田
学
園
武
田
中
学
校
高
等
学
校
）

─　　─２２




