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１　

は
じ
め
に

　

授
業
者
は
常
に
学
習
者
と
教
材
と
を
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
学
習
者
に
は
「
〇
〇
力
を
つ
け
て
ほ
し
い
」、「
〇
〇
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
ほ
し
い
」、「
〇
〇
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
て
ほ
し
い
」
と
い
つ
も
願
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
教
材
が
選
択
さ
れ
、
教
室
で
は

読
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
は
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
教
材
を
年

度
初
め
の
シ
ラ
バ
ス
に
従
っ
て
こ
な
し
て
い
く
。
仮
に
そ
の
教
材
が
差
し
出
し

て
い
る
問
題
を
取
り
出
し
、
学
習
者
と
上
手
く
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き

た
と
し
て
も
、
学
習
者
と
教
材
と
の
関
係
は
教
材
が
先
行
し
て
い
る
た
め
に
、

学
習
者
に
本
来
つ
け
て
ほ
し
い
力
が
後
付
け
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
多
く

の
授
業
者
が
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
単
発
的
な
授
業
で
は
「
良
い
授
業
だ

し
、
面
白
い
と
思
っ
た
け
ど
、
系
統
性
は
？　

評
価
は
？
」
と
い
う
疑
問
が
必

ず
生
じ
る
。
近
年
で
は
学
習
者
の
学
び
の
拡
充
が
よ
り
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
学

習
者
の
学
び
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
に
は
何
ら
異
存
は
な
く
、
で
き
る
限
り
教

科
横
断
型
で
、
且
つ
長
期
的
な
計
画
の
下
に
学
習
者
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
は

必
要
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
方
で
古
文
教
材
の
持
つ
力
や
扱
い
方
が
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い

る
と
は
思
わ
な
い
。
従
来
の
古
文
の
授
業
を
改
善
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

よ
い
学
び
の
場
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　

本
報
告
・
実
践
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
を
出
発
点
と
し
、
古
文
教
材
を
扱

う
上
で
十
分
に
注
意
す
べ
き
こ
と
や
扱
い
方
の
具
体
を
報
告
す
る
。

2　

古
文
の
世
界
へ
の
構
え

　

中
高
生
に
古
文
を
教
え
る
時
に
、
い
つ
も
違
和
感
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次

の
3
点
で
あ
る
。

①
古
文
を
そ
も
そ
も
読
め
る
の
か
︱
古
代
音
の
問
題

②
古
文
を
そ
の
ま
ま
読
ん
で
い
る
の
か
︱
編
集
（
表
記
等
）
の
問
題

③
歴
史
的
所
産
と
し
て
の
濁
音
符
、
半
濁
音
符
、
句
読
点
等

　

①
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
す
作
業
が
挙
げ

古　

田　

尚　

行

「
国
語
教
育
研
究
」
第
五
十
八
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
刊
）

【
第
57
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
1

古
文
の
授
業
の
作
り
方
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ら
れ
る
。
語
頭
以
外
の
ハ
行
は
ワ
行
に
置
き
換
え
た
り
、「
あ
う
」
は
「
オ
ー
」

と
読
ん
だ
り
す
る
。
し
か
し
、
一
口
に
古
文
と
い
っ
て
も
時
代
に
よ
っ
て
音
も

変
化
し
て
い
る
。﹃
枕
草
子
﹄
冒
頭
の
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
も
、「
フ
ァ
ル
ゥ
ワ

ア
ケ
ボ
ノ
」
で
あ
る
し
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
位
置
も
異
な
＊る1
。
古
代
音
の
実
態
は

ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
点
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
典
世
界
の

言
語
環
境
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
配
慮
し
て
い
く
こ
と
は
、
と

て
も
重
要
な
こ
と
だ
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
ず
に
、
安
易
に
古
文
の
言
葉
の
美

し
さ
を
強
調
し
て
い
く
こ
と
は
本
当
に
古
文
と
出
会
わ
せ
て
い
る
の
か
と
い
う

疑
問
が
残
る
。

　

②
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
古
文
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
学
習
者

に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
編
集
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
本
来
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
て
い
た
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
も

﹃
方
丈
記
﹄
も
、
教
科
書
で
は
平
仮
名
漢
字
交
じ
り
文
と
し
て
学
習
者
は
出
会

＊う2
。
こ
の
こ
と
は
現
代
の
学
習
者
か
ら
す
る
と
過
去
に
多
様
な
表
現
、
文
体

が
あ
っ
た
こ
と
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
変
体
仮
名
も
同
様

で
あ
る
。
近
代
以
前
の
多
元
的
な
日
本
語
が
「
国
語
」
と
し
て
整
備
、
再
構
築

さ
れ
て
い
く
問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
現
在
私
た
ち
が
当
た
り
前
に
用
い
て
い
る
濁
音
符
や
半
濁

音
符
、
句
読
点
が
定
着
し
て
い
く
歴
史
を
知
る
上
で
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

＊る3
。
長
い
時
間
を
か
け
て
古
文
の
世
界
の
人
々
が
創
意
工
夫
を
し
て
現
代
の

正
書
法
を
整
え
て
い
っ
た
こ
と
は
、
古
文
と
現
代
と
の
つ
な
が
り
を
ま
ず
は
内

容
で
は
な
く
言
語
的
な
側
面
か
ら
迫
っ
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
点
は
、
些
細
な
こ
と
だ
と
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
古
文
は
私
た
ち
に
と
っ
て
は
や
は
り
未
知
で
あ
る
し
、
そ
う
簡
単
に
ア

ク
セ
ス
が
で
き
る
も
の
で
は
な
＊い4
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
古
文
の
授
業
作
り
を

し
て
い
く
こ
と
は
、
あ
ま
り
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
留
意

し
た
い
点
で
あ
る
。

3　

研
究
の
成
果
か
ら

　

文
学
研
究
や
語
学
研
究
の
成
果
が
、
古
文
学
習
に
ど
れ
ほ
ど
貢
献
し
て
い

る
の
か
正
直
疑
わ
し
い
。
こ
れ
は
研
究
者
の
意
識
の
問
題
で
あ
＊る5
。
そ
し
て
、

数
少
な
い
誠
実
な
研
究
者
の
声
を
聞
か
な
い
現
場
の
責
任
も
多
分
に
あ
る
よ
う

に
思
＊う6
。
こ
れ
は
深
刻
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
私
が
こ
れ
ま
で
参
考
に

し
て
き
た
研
究
の
成
果
と
そ
の
授
業
へ
の
応
用
の
具
体
を
示
し
て
い
く
。

　

ま
ず
は
、
小
森
潔
の
﹃
枕
草
子
﹄
へ
の
言
及
と
、
そ
れ
を
実
際
の
授
業
展
開

に
ど
の
よ
う
に
活
か
せ
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

　

枕
草
子
の
基
本
構
造
と
し
て
の
「
問
」
と
「
答
」
へ
の
考
察
は
既
に
多
く
な

さ
れ
て
き
た
が
、「
問
」
と
「
答
」
と
い
う
図
式
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回

路
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
は
、
枕
草
子
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に

新
た
な
意
味
を
見
出
す
契
機
と
な
ろ
う
。
日
記
的
章
段
に
お
い
て
も
、「
問
」

と
「
答
」
と
し
て
何
が

0

0

表
現
さ
れ
て
い
る
か
の
み
な
ら
ず
、
清
少
納
言
と
他
者

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ど
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
見
る
こ

と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
〈
場
〉
の
問
題
、
登
場
人
物
相
互

の
関
係
性
、
さ
ら
に
は
枕
草
子
の
言
説
の
特
質
等
々
を
考
え
る
上
で
こ
と
の
ほ

か
重
要
で
あ
＊る7
。
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﹃
枕
草
子
﹄
は
中
学
、
高
校
の
古
典
で
は
よ
く
扱
わ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ

る
が
、
小
森
の
言
う
よ
う
に
「
問
」
と
「
答
」
と
い
う
図
式
を
軸
と
し
て
授
業

を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
香
炉
峰
の
雪
」
を
例
に
挙
げ
る
と
、
次
の
よ

う
な
板
書
が
作
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
学
習
者
へ
の
発
問
に
も
な
る
。

　

古
典
世
界
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

定　

子

　
　
　
　
「
香
炉
峰
の
雪

　
　
　
　
　
　
　

い
か
な
ら
む
」

　
　
　
　

御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、

　
　
　
　

御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ　

ば

　

清
少
納
言　
　
「
香
炉
峰
雪　

撥
簾
看
」

　
〈
評
価
〉
〇　
　

笑
は　

せ　

給
ふ
。

　
〈
第
三
者
の
評
価
〉
〇

問答

　

こ
の
時
に
、「
問
」
に
対
す
る
清
少
納
言
の
「
答
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の

「
答
」
の
評
価
も
書
か
れ
て
い
る
。
学
習
者
に
は
な
ぜ
そ
の
「
答
」
が
良
い
評

価
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
定
子
も
清
少
納
言
も
漢
詩
と
い
う
知
を
共

有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
古
典

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
何
ら
か
の
前
提
と
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が

現
代
の
前
提
と
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
、
古
典
世
界
へ

の
導
入
と
な
る
。

　

ま
た
、
村
上
天
皇
と
兵
衛
の
蔵
人
と
の
過
去
の
や
り
と
り
が
書
か
れ
た
「
村

上
の
先
帝
の
御
時
に
」
に
も
同
じ
図
式
で
可
能
で
あ
る
。

〈
エ
ピ
ソ
ー
ド
①
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

使
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尊
敬　

　
　

帝　

 

様
器
に
盛
ら　

 

せ　

給
ひ　

て

　
　
　
　
「
こ
れ
に
歌
よ
め

　
　
　
　

い
か
が
言
ふ
べ
き
。」

　
　
　
　
「
雪
・
月
・
花
の
時
」（「
最
憶
君
」）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
も
君
を
憶
ふ

　
　

兵
衛
の
蔵
人　

奏
し　

た
り　

け
る

　
　
〈
評
価
〉〇　

い
み
じ
う
め
で　

さ
せ　

給
ひ　

け
れ
。

問答
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〈
エ
ピ
ソ
ー
ド
②
〉

　
　
　
　
　
　

殿
上
に
人　

候
は　

ざ
り　

け
る　

ほ
ど

　
　
　
　
　
　

た
た
ず
ま　

せ　

給
ひ　

け
る
に
、

　
　

帝　

　
　
　
　

  

け
ぶ
り

　
　
　
　
「
か
れ
は
何
ぞ
と
見
よ
。」

　
　
　
　

わ
た
つ
海
の
お
き
に
こ
が
る
る
物
見
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蛙

　
　
　
　

あ
ま
の
釣
り
し
て
か
へ
る
な
り
け
り

　
　

兵
衛
の
蔵
人　

奏
し　

け
る

　
　
〈
評
価
〉
〇　

を
か
し
け
れ
。

問答

　
﹃
枕
草
子
﹄
以
外
に
も
、「
問
い
か
け
」
に
対
す
る
振
る
舞
い
方
が
描
か
れ
て

い
る
古
文
が
数
多
く
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
軸
を
基
本
的
な
授
業
の
枠
組
み
と

し
て
持
つ
こ
と
は
汎
用
性
が
あ
る
。
振
る
舞
い
方
の
違
和
が
、
学
習
者
に
は
掴

み
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
こ
に
古
典
常
識
な
る
も
の
を
学
習

す
る
必
然
性
が
あ
る
と
思
＊う8
。

　

さ
て
、
先
の
「
村
上
の
先
帝
の
御
時
に
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
村
上

天
皇
が
兵
衛
の
蔵
人
を
試
し
た
の
だ
と
い
う
説
が
あ
＊る9
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、

次
の
よ
う
な
問
い
を
学
習
者
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
，
蛙
は
ど
こ
に
い
た
の
か
？　
　

↓
わ
か
ら
な
い

２
，
自
然
に
火
櫃
に
入
っ
た
の
か
？　
　

↓
わ
か
ら
な
い

３
，
こ
の
場
に
は
誰
が
い
る
の
か
？　
　

↓
帝
と
兵
衛
の
蔵
人

４
，
帝
は
蛙
だ
と
知
っ
て
い
た
の
か
？　
　

↓
わ
か
ら
な
い

５
，
エ
ピ
ソ
ー
ド
①
で
は
な
ぜ
帝
は
問
い
か
け
を
し
た
の
か
？

　
　

↓
兵
衛
の
蔵
人
を
試
す
た
め

６ 

，
エ
ピ
ソ
ー
ド
①
と
②
は
同
じ
章
段
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え

る
と
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
②
は
ど
ん
な
話
に
な
り
そ
う
か
？

　
　

↓
兵
衛
の
蔵
人
を
試
す

７
，
そ
れ
で
は
、
帝
は
②
で
は
ど
う
や
っ
て
試
し
た
の
か
？

　
　

↓
も
し
か
し
て
、
蛙
を
自
分
で
・
・
・
？

８
，
①
の
帝
な
ら
、
②
で
も
や
り
そ
う
か
ど
う
か
、
ど
う
だ
ろ
う
？

　

こ
の
よ
う
に
研
究
の
世
界
で
も
読
み
が
異
な
る
場
合
は
、
積
極
的
に
授
業
に

取
り
入
れ
て
も
よ
＊い10
。

　

以
上
は
文
学
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
た
授
業
構
想
で
あ
る
が
、
日
本
語
学
の

成
果
も
授
業
を
作
る
上
で
重
要
な
示
唆
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

以
前
、
授
業
で
﹃
唐
物
語
﹄
の
「
ら
う
た
き
姿
に
め
で
て
（
王
昭
君
の
か
わ

い
ら
し
い
姿
に
心
惹
か
れ
て
）」
の
訳
出
を
求
め
た
時
、
学
習
者
は
「（
王
昭
君

の
）
か
わ
い
ら
し
い
姿
を
誉
め
て
」
と
答
え
た
。
こ
れ
は
「
め
で
（
め
づ
）」

を
学
習
者
が
他
動
詞
と
し
て
理
解
し
た
誤
り
で
あ
る
。
自
動
詞
、
他
動
詞
の
問
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題
も
あ
る
が
、
学
習
者
の
格
助
詞
に
対
す
る
意
識
不
足
も
一
因
で
あ
る
。

　

一
般
に
「
に
・
へ
・
と
・
よ
り
・
か
ら
・
に
て
・
し
て
」
な
ど
の
格
助
詞
は

省
略
さ
れ
な
＊い11
。
こ
の
例
で
は
、「
に
」
は
「
を
」
に
交
換
さ
れ
な
い
。

　

ま
た
、
有
名
な
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
「
東
下
り
」
の
「
修
行
者
会
ひ
た
り
」

も
、「
修
行
者
に
出
逢
っ
た
」
で
は
な
く
、「
修
行
者
が
（
偶
然
自
分
た
ち
と
）

出
く
わ
し
た
」
と
理
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
＊る12
。

　

こ
う
し
た
例
は
枚
挙
に
暇
は
な
い
が
、
学
習
者
た
ち
が
言
葉
の
原
理
や
法
則

に
従
っ
て
適
切
に
読
む
こ
と
は
基
本
的
な
古
文
読
解
能
力
と
し
て
重
要
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
全
て
学
ぶ
ゆ
と
り
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
こ

れ
ま
で
の
授
業
で
嘘
を
教
え
た
こ
と
も
稿
者
に
も
経
験
が
あ
る
。
大
切
な
の

は
、
こ
う
し
た
議
論
に
ま
ず
は
耳
を
傾
け
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
し
か
な

＊い13
。

4　

重
ね
読
み
、
そ
れ
ま
で
の
教
材
と
の
つ
な
が
り

　

中
学
校
教
材
に
も
高
校
教
材
に
も
よ
く
採
録
さ
れ
て
い
る
の
が
﹃
徒
然
草
﹄

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
教
科
書
教
材
に
は
微
妙
な
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。

①
「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」

　

→
好
奇
心
・
疑
問
を
打
ち
消
す
信
仰
心
（
＝
神
へ
参
る
こ
そ
本
意
な
れ
）

②
「
名
を
聞
く
よ
り
」

　

→
心
の
作
用
の
不
思
議
さ

③
「
猫
ま
た
」

　

→「
心
す
べ
き
こ
と
」
を
裏
切
る
連
歌
熱
（
欲
＝
心
）、
勘
違
い

④
「
高
名
の
木
登
り
」

　

→
心
の
隙
を
「
心
す
」
る
人

　

他
の
多
く
の
章
段
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る

教
材
に
は
心
を
め
ぐ
る
話
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
失
敗
譚
が
多
い
が
、
他
の
章

段
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
失
敗
し
た
人
物
を
笑
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、

人
は
そ
う
し
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
あ
る
者
、
子
を
法
師
に
な
し
て
」
な
ど
は
、「
さ
れ
ば
」
以

降
の
教
訓
め
い
た
ま
と
め
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
心
弱
き
人
、
つ
ま
り
「
さ
れ

ば
～
」
を
実
践
で
き
な
い
人
間
の
存
在
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
と
、
単
に
教
訓
と
い
う
よ
り
は
そ
の
裏
側
に
あ
る
問
題
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
他
の
章
段
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
誘
発
さ
れ
る
。
重
ね
読
み
の
効
果
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

ま
た
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
「
初
冠
」
を
踏
ま
え
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
「
若
紫
」

の
垣
間
見
の
場
面
は
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
色
好
み
を
受
け
継
ぎ
、
批
評
し
て
い

く
﹃
源
氏
物
語
﹄
と
い
う
影
響
関
係
を
考
え
る
と
、「
若
紫
」
よ
り
も
前
に

「
初
冠
」
を
授
業
で
扱
っ
た
方
が
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
意

識
を
向
け
る
こ
と
は
、
テ
キ
ス
ト
が
単
一
の
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
と

い
う
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
前
時
代
、
同
時
代
に
あ
る
様
々
な
テ
キ
ス
ト

を
踏
ま
え
、
対
話
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
気
づ
か
せ
る
契
機
と
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
同
一
テ
キ
ス
ト
や
前
後
す
る
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は

な
く
、
時
に
は
現
代
文
領
域
や
直
接
の
影
響
の
な
い
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
の
内

に
授
業
を
構
想
す
る
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
あ
る
。
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た
と
え
ば
、﹃
平
家
物
語
﹄
の
「
忠
度
の
都
落
ち
」
で
は
俊
成
と
忠
度
と
の

和
歌
を
巡
る
物
語
で
あ
＊る14
。
こ
れ
を
も
う
少
し
抽
象
度
を
高
め
る
と
、「
だ
れ

か
が
だ
れ
か
に
何
か
を
託
し
、
そ
れ
を
受
け
取
る
物
語
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
物
語
は
中
高
の
教
材
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

　

中
学
教
材
の
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
は
、「
彼
」（
客
）
が
過
去
の
出
来
事

を
「
私
」（
主
人
）
に
語
り
、
そ
の
「
私
」
が
語
り
直
す
物
語
で
あ
る
し
、
高

校
教
材
の
「
こ
こ
ろ
」
も
、「
先
生
」
が
「
私
」
に
語
り
、「
先
生
の
遺
書
」
を

含
め
て
語
り
直
す
物
語
で
あ
る
。
ま
た
、﹃
山
月
記
﹄
も
「
李
徴
」
が
「
袁
傪
」

に
詩
を
託
し
、
そ
れ
を
受
け
取
る
物
語
で
あ
る
。「
こ
う
し
た
物
語
を
こ
れ
ま

で
読
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
か
」、「
ど
う
し
て
託
し
た
の
か
／
受
け
取
っ
た
の

か
」
と
い
う
問
い
が
有
効
だ
ろ
＊う15
。

　

逆
に
、
中
学
教
材
の
「
握
手
」
で
は
容
易
に
は
受
け
取
ら
な
い
物
語
（
指
言

葉
に
よ
る
拒
否
）
と
し
て
読
め
る
し
、「
木
曾
最
期
」
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
文
を
古
文
だ
け
の
世
界
で
完
結
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

古
今
東
西
の
他
の
テ
キ
ス
ト
と
の
ゆ
る
や
か
な
つ
な
が
り
を
授
業
者
が
設
定
し

て
差
し
出
し
て
い
く
こ
と
は
授
業
の
作
り
方
と
し
て
有
効
で
あ
ろ
う
。

5　

お
わ
り
に

　

テ
ィ
ー
チ
ン
グ
か
ら
ラ
ー
ニ
ン
グ
へ
の
流
れ
は
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
重
要
に

な
っ
て
く
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
「
教
材
を
」
教
え
る

こ
と
か
ら
「
教
材
で
」
教
え
る
こ
と
の
比
重
が
増
し
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な

が
っ
て
い
く
と
思
う
。
今
さ
ら
「
教
材
を
」、「
教
材
で
」
と
い
う
問
題
を
掘
り

起
こ
す
こ
と
に
意
味
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
実
際
に
は
「
教
材
を
／
で
」

と
い
う
揺
ら
ぎ
の
中
で
私
た
ち
授
業
者
は
授
業
を
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
、
安
易
に
学
習
者
と
教
材
と
を
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
は
や
め
た
方
が
い

い
。
特
に
古
典
テ
キ
ス
ト
は
近
代
の
テ
キ
ス
ト
以
上
に
危
う
い
言
説
が
多
分
に

含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
留
意
し
た
上
で
、
教
材
の
可
能
性
を
で
き
る
限

り
引
き
出
し
、
学
習
者
と
古
典
の
世
界
と
を
出
会
わ
せ
、
対
話
さ
せ
て
い
く
よ

う
な
授
業
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

〈
付
記
〉

　

本
稿
は
2 

0 

1 

6
年
8
月
12
日
に
行
わ
れ
た
第
57
回
国
語
教
育
学
会
、
第
2

日
研
究
協
議
「
中
学
校
・
高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
古
文
の
授
業
」
で
「
古

文
の
授
業
へ
の
切
り
込
み
方
」
と
題
し
て
発
表
し
た
も
の
を
修
正
、
加
筆
し
た

も
の
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
省
略
し
た
と
こ
ろ
も
多
く
あ
る
。

　

当
日
の
質
疑
応
答
で
は
様
々
な
発
見
が
あ
っ
た
。
そ
の
場
で
は
上
手
く
説
明

で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
多
く
、
逐
一
返
答
し
た
い
こ
と
も
あ
る
が
割
愛
す
る
。

い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た
め
て
、
い
た
だ
い
た
問
題
は
考
え
て
ま
と
め
た
い
と
思

う
。

　

当
日
参
加
の
方
々
、
並
び
に
学
会
運
営
に
携
わ
っ
た
方
々
、
ま
た
発
表
後
に

貴
重
な
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

注＊
1 　

森
博
達
「
復
元
音
で
読
む
古
典
」（﹃
日
本
語
学
2 

0 

1 

5
年
8
月
号　

特
集
昔
の
人
は
ど
の
よ
う
に
話
し
た
か
︱
復
元
音
の
世
界
︱
﹄
第
34
巻
第

10
号
、
明
治
書
院
、
2 

0 

1 

5
年
）。

＊
2 　

林
史
典
「
第
7
章
文
字
・
書
記
」（﹃
改
訂
版
日
本
語
要
説
﹄
ひ
つ
じ
書
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房
、
2 

0 

0 

9
年
、
2 

0 

2
頁
）。

　
「
万
葉
仮
名
か
ら
進
化
し
た
平
仮
名
と
片
仮
名
は
、
書
記
の
面
で
も
そ

れ
ぞ
れ
独
特
の
様
式
を
発
達
さ
せ
た
。
書
記
法
は
、
文
字
の
機
能
や
字
体

と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

　

片
仮
名
や
返
り
点
・
ヲ
コ
ト
点
な
ど
の
記
号
に
よ
っ
て
書
き
入
れ
ら
れ

た
読
み
方
に
従
い
、
そ
の
漢
文
を
日
本
語
の
語
順
に
書
き
改
め
る
と
、
漢

文
中
の
語
句
は
漢
字
で
、
日
本
語
の
活
用
語
尾
・
助
詞
・
助
動
詞
な
ど
は

仮
名
で
表
し
た
一
種
の
漢
字
片
仮
名
文
が
で
き
る
。
片
仮
名
を
小
書
き
し

た
〈
片
仮
名
宣
命
体
〉
を
含
む
こ
の
よ
う
な
様
式
は
、
漢
文
の
訓
読
か
ら

発
生
し
て
9
世
紀
に
は
仏
家
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄

﹃
打
聞
集
﹄﹃
法
華
百
座
聞
書
抄
﹄﹃
江
談
抄
﹄
の
よ
う
な
仏
教
説
話
や
聞

書
き
な
ど
に
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」。

＊
3 　

湯
浅
茂
雄
「
パ
ピ
プ
ペ
ポ
の
「
。」（
半
濁
音
符
）
の
記
号
は
い
つ
で

き
た
の
？
」（﹃
日
本
語
あ
れ
こ
れ
事
典
﹄
明
治
書
院
、
2 

0 

0 

4
年
、

2 

1 

3
頁
）。

　
「
半
濁
音
の
使
用
が
一
般
化
す
る
の
は
、
江
戸
後
期
で
あ
り
、
そ
れ
ま

で
は
、
半
濁
音
符
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
無
表
記
の
ま
ま

か
、
記
号
で
表
記
さ
れ
て
も
、「
。」
の
他
に
、「
、」「
、、」「
〇
」
な
ど
も

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
半
濁
音
符
「
。」
の
一
般
化
ま
で
の
空
白
が
問

題
と
な
る
。
近
年
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
江
戸
時
代
の
唐
音
資
料
を
調
査

し
た
沼
本
克
明
に
よ
り
、
新
し
い
道
筋
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
唐
音

資
料
の
音
写
法
に
関
わ
る
記
号
に
「
。」
が
あ
り
、
こ
の
記
号
は
、
唐
音

を
注
記
す
る
た
め
に
、
半
濁
音
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
、
注
意
す
べ
き
音

に
付
さ
れ
た
が
、
日
本
語
側
資
料
へ
の
浸
透
過
程
で
、
半
濁
音
と
「
さ

（
〇
）」（[tsa]

）、「
せ
（
〇
）」（「tse

」）「
そ
（
〇
）」（[tso]

）
な
ど
の
音

を
表
示
す
る
た
め
に
残
っ
た
が
、
後
者
は
一
時
的
な
使
用
に
止
ま
り
、
結

果
と
し
て
「
。」
が
半
濁
音
を
表
示
す
る
記
号
と
し
て
残
っ
た
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
唐
音
資
料
か
ら
影
響
に
よ
る
半
濁
音
符
の
使
用
例
と
し
て
は

﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄（
正
徳
二
年
＝
稿
者
注
、
1 

7 

1 

2
年
）
は
早
期
の
も

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
半
濁
音
符
は
文
政
以
後
、
一
八
三
〇
～

一
八
四
〇
頃
に
一
般
化
の
時
期
を
迎
え
る
」。

＊
4 　

こ
の
こ
と
は
各
授
業
者
の
古
典
観
に
も
よ
る
。
古
文
と
現
代
と
を
流
通

可
能
な
も
の
と
し
て
安
易
に
結
び
つ
け
て
い
く
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
古

文
を
「
他
者
」
と
し
て
、
つ
ま
り
容
易
に
は
理
解
が
で
き
な
い
か
も
し
れ

な
い
も
の
と
し
て
見
る
の
か
、
あ
る
い
は
古
文
に
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
内
在

し
て
い
る
普
遍
的
な
価
値
が
あ
る
と
見
な
す
の
か
ど
う
か
等
、
様
々
な
立

場
が
あ
る
。

＊
5 　

竹
村
信
治
「
研
究
者
が
国
語
教
育
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
︱「
言
説
の

資
源
」
を
め
ぐ
る
」（﹃
リ
ポ
ー
ト
笠
間
﹄
57
号
、
笠
間
書
院
、
2 

0 

1 

4

年
）。

＊
6 　

山
田
敏
弘
「
日
本
語
の
教
育
の
必
要
性　

国
語
教
育
は
言
語
教
育

で
も
あ
る
べ
き
だ
」（﹃
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
発
表
要
旨
集
﹄
123
、

2 

0 

1 

2
年
）。

＊
7 　

小
森
潔
﹃
枕
草
子　

逸
脱
の
ま
な
ざ
し
﹄（
笠
間
書
院
、
1 

9 

9 

8
年
、

3
頁
）。

＊
8 　
「
古
典
常
識
」
を
踏
ま
え
た
書
籍
は
多
く
あ
る
が
、
多
く
は
断
片
的
な

知
識
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
中
で
も
高
木
和
子
﹃
平
安
文
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学
で
わ
か
る
恋
の
法
則
﹄（
筑
摩
書
房
、
2 

0 

1 

1
年
）
は
中
高
の
古
文

教
材
に
通
底
す
る
古
典
常
識
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
お
り
、
有
益

で
あ
る
。

＊
9 　

稲
賀
敬
二
﹃
日
記
文
学
と
﹃
枕
草
子
﹄
の
探
究　

稲
賀
敬
二
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
6
﹄（
笠
間
書
院
、
2 

0 

0 

8
年
、
1 

3 

4
頁
）。

　
「
た
だ
、
こ
の
話
に
は
、
よ
く
考
え
る
と
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

蛙
が
焦
げ
て
い
た
の
は
殿
上
の
間
に
置
か
れ
た
「
火
櫃
」
の
中
で
あ
る
。

﹃
禁
秘
抄
﹄
に
よ
る
と
殿
上
の
間
の
調
度
に
「
火
櫃
二
」
が
あ
り
、
こ
れ

は
「
十
月
ヨ
リ
三
月
ニ
至
ル
。
四
月
ニ
至
リ
撤
ス
」
と
あ
る
。
宮
中
の
し

き
た
り
は
よ
く
守
ら
れ
る
か
ら
、
村
上
天
皇
の
話
の
起
こ
っ
た
季
節
は
、

「
火
櫃
」
の
撤
去
さ
れ
て
い
な
い
寒
い
時
期
で
あ
る
。
一
方
、「
蛙
」
は
、

こ
の
季
節
に
は
冬
眠
中
で
あ
る
。
冬
眠
中
の
蛙
が
、
何
か
の
拍
子
に
目
を

さ
ま
し
、
御
殿
の
階
を
這
い
上
っ
て
、
殿
上
の
間
の
火
櫃
の
火
中
に
ダ
イ

ビ
ン
グ
し
て
、
み
ご
と
に
焼
身
自
殺
に
成
功
す
る
確
率
は
、
ゼ
ロ
に
近

い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
蛙
は
、
自
分
の
意
志
で
火
中
へ
跳
躍
し
た
の
で
は

な
く
、
誰
か
が
人
為
的
に
投
げ
こ
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
賢
王
の
ほ
ま
れ
高

い
村
上
天
皇
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
な
さ
る
は
ず
が
な
い
。
と
す
る
と
、
村

上
天
皇
は
、
先
の
話
の
、
雪
の
庭
に
出
て
梅
の
花
を
お
折
り
に
な
っ
た

時
、
梅
の
枝
に
百
舌
か
何
か
が
突
き
さ
し
て
い
た
蛙
の
ミ
イ
ラ
に
目
を
お

と
め
に
な
っ
て
、
こ
れ
も
何
か
に
役
立
つ
だ
ろ
う
と
お
持
ち
帰
り
に
な
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
火
中
に
投
じ
て
、
煙
の
あ
が

る
こ
ろ
を
見
は
か
ら
っ
て
、
兵
衛
の
蔵
人
に
そ
の
偵
察
を
お
命
じ
に
な
っ

た
︱
こ
う
私
は
空
想
す
る
。

　

村
上
天
皇
は
、
先
の
話
で
も
、
今
度
の
蛙
の
話
で
も
、
兵
衛
の
蔵
人
に

そ
の
才
能
を
発
揮
す
る
た
め
の
場
を
提
供
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
話
は
、
だ
か
ら
、
中
宮
定
子
に
、
人
の
上
に
立
つ
も
の
の
心
掛

け
を
教
え
る
た
め
の
教
材
と
し
て
与
え
ら
れ
た
話
題
だ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
わ
け
で
あ
る
」。

＊
10 　

漢
文
教
材
で
は
あ
る
が
、﹃
史
記
﹄
項
羽
本
紀
「
項
王
の
最
期
」
で
も
、

「
顧
見
漢
騎
司
馬
呂
馬
童
。
曰
、「
若
非
吾
故
人
乎
。」
馬
童
面
之
、
指
王

翳
曰
、「
此
項
王
也
。」」
の
「
面
」
の
解
釈
の
差
が
、
項
羽
と
呂
馬
童
の

人
物
象
や
状
況
を
変
え
る
。

　
﹃
漢
詩
・
漢
文
解
釈
講
座
第
8
巻　

歴
史
Ⅰ
史
記
・
上
﹄「
面
之
」
注

（
昌
平
社
、
1 

9 

9 

5
年
、
2 

2 

6
頁
）。

　
「
項
羽
の
方
に
顔
を
向
け
る
。
項
羽
を
正
視
す
る
。
一
説
に
項
羽
か
ら

顔
を
そ
む
け
る
。
項
羽
か
ら
旧
知
で
は
な
い
か
と
詰
問
さ
れ
、
思
わ
ず
顔

を
そ
む
け
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
従
来
の
注
釈
で
も
解

釈
が
割
れ
て
い
る
。﹃
集
解
﹄
の
「
如
淳
曰
、
面
、
不
正
視
也
。」
と
い
う

の
は
後
者
の
意
味
で
あ
り
、﹃
考
証
﹄
の
「
洪
頣
煊
曰
、
面
、
向
也
、
謂

向
視
之
、」
は
前
者
の
意
味
で
あ
る
。
な
お
、
中
国
に
は
古
来
、
反
訓
と

い
っ
て
、
本
義
と
反
対
の
意
味
に
文
字
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば

「
乱
」
を
「
お
さ
む
（
治
）」、「
廃
」
を
「
お
く
（
置
）」、「
逆
」
を
「
む

か
え
る
（
迎
）」
と
す
る
類
」。

＊
11 　

小
田
勝
﹃
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
﹄（
和
泉
書
院
、
2 

0 

1 

5
年
、

3 
6 

7
頁
）。

＊
12 　

北
原
保
雄
﹃
日
本
語
文
法
セ
ミ
ナ
ー
﹄（
大
修
館
書
店
、
2 

0 

0 

6

年
）
や
柳
田
征
司
﹃
日
本
語
の
歴
史
2
意
志
・
無
意
志
﹄（
武
蔵
野
書
院
、

2 

0 

1 
1
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。
た
だ
し
、新
潮
古
典
集
成
﹃
伊
勢
物
語
﹄
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で
は
傍
訳
に
「
に
出
逢
っ
た
」
と
あ
る
。

＊
13 　

た
だ
し
、
研
究
者
の
読
み
が
常
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
よ
う

だ
。﹃
源
氏
物
語
﹄
の
「
桐
壺
」
の
注
釈
に
対
し
て
、
小
田
勝
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
（「
大
学
で
の
古
典
文
法
教
育
」、
福
嶋
健
伸
・
小
西
い

ず
み
編
﹃
日
本
語
学
の
教
え
方
︱
教
育
の
意
義
と
実
践
﹄
く
ろ
し
お
出

版
、
2 

0 

1 

6
年
、
5 
1
︱
5 

2
頁
）。

「
お
ぼ
ゆ
」
は
「
思
ふ
＋
受
身
・
自
発
」
の
意
で
す
か
ら
、

　
（
32
） 　

上
達
部
、
上
人
な
ど
も
あ
い
な
く
目
を
側
め
つ
つ
、
い
と
ま
ば
ゆ
き

人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。（
源
氏
物
語
・
桐
壺
）

は
「
と
て
も
見
て
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
ご
寵
愛
の
受
け
よ
う
で
あ
る
」
と
い

う
意
味
に
な
り
ま
す 

「
御
お
も
ひ
」
で
は
な
く
「
御
お
ぼ
え
」
と
表
現
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
上
達
部
、
上
人
の
非
難
が
、
帝
で
は
な
く
、
寵
愛
を
受
け
て

い
る
更
衣
に
一
方
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
更
衣
の
孤
立
無
援
さ
を
読

み
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

〈
脚
注
〉

　

例
え
ば
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
ま
っ
た
く
正
視
に
た
え
ぬ
ご
寵
愛

ぶ
り
で
あ
る
。」
と
訳
し
て
い
て
問
題
で
す
（
同
書
で
は
後
の
弘
徽
殿
女
御
の

故
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
非
難
、「
亡
き
あ
と
ま
で
、
人
の
胸
あ
く
ま
じ
か
り
け

る
人
の
御
お
ぼ
え
か
な
」
も
「
亡
く
な
っ
た
あ
と
ま
で
、
胸
の
晴
れ
そ
う
も

な
い
ご
寵
愛
だ
こ
と
」
と
訳
し
て
い
ま
す
）。
ま
た
（
32
）
の
す
ぐ
後
に
あ

る
「
か
た
じ
け
な
き
御
心
ば
へ
の
た
ぐ
ひ
な
き
を
頼
み
に
て
ま
じ
ら
ひ
給
ふ
。」

も
「
畏
れ
多
い
帝
の
ま
た
と
な
い
お
情
け
を
頼
り
に
し
て
お
仕
え
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
」
と
「
候
ひ
給
ふ
」
に
対
す
る
訳
を
付
け
て
い
て
（
原
文
の
「
ま
じ
ら

ひ
給
ふ
」
が
表
し
て
い
る
の
は
「
多
く
の
女
御
・
更
衣
方
に
ま
じ
っ
て
（
肩
身

の
狭
い
）
宮
中
生
活
を
送
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
）、
色
々

問
題
が
あ
る
よ
う
で
す
。
や
は
り
、
一
人
一
人
が
古
典
文
の
読
解
力
を
つ
け
る

努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

な
お
、
小
松
英
雄
の
よ
う
に
徹
底
的
に
読
み
尽
く
す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を

受
け
継
ぐ
こ
と
も
、
大
切
で
あ
る
。﹃
徒
然
草
抜
書
﹄（
講
談
社
、
1 

9 

9 

0

年
）、﹃
古
典
再
入
門
︱﹃
土
佐
日
記
﹄
を
入
り
ぐ
ち
に
し
て
﹄（
笠
間
書
院
、

2 

0 

0 

6
年
）、﹃
丁
寧
に
読
む
古
典
﹄（
笠
間
書
院
、
2 

0 

0 

8
年
）
な
ど
は
、

教
材
研
究
を
す
る
視
点
や
方
法
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

他
に
も
、
佐
々
木
勇
「
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
教
育
に
お
け
る
「
伝
統
的
な
言

語
文
化
」」（﹃
論
叢　

国
語
教
育
学
﹄
復
刊
3
、
2 

0 

1 

2
年)

で
は
、「
き
」、

「
け
り
」
の
近
年
の
成
果
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
過
去
の
助
動
詞
で
あ
る
こ

と
を
否
定
は
し
な
い
が
、「
し
か
し
、「
き
」
は
「
目
睹
過
去
」、「
け
り
」
は

「
伝
承
回
想
」
と
教
育
す
る
こ
と
は
、
や
め
に
す
る
の
が
良
い
」
と
述
べ
て
い

る
。
佐
々
木
が
引
用
し
た
井
島
正
博
﹃
中
古
語
過
去
・
完
了
表
現
の
研
究
﹄

（
ひ
つ
じ
書
房
、
2 

0 

1 

1
年
）
の
学
説
が
高
校
生
の
使
用
す
る
文
法
書
に
反

映
さ
れ
て
い
る
の
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
筑
摩
書
房
の
﹃
詳
説
古
典
文
法
﹄

の
み
で
あ
る
。

＊
14 　

こ
の
実
践
授
業
は
平
成
28
年
度
中
学
校
・
高
等
学
校
教
育
研
究
大
会

（
広
島
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
、
平
成
28
年
10
月
15
日
）
で
「
存
在
の
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証
明
を
め
ぐ
っ
て
︱「
忠
度
の
都
落
ち
﹃
平
家
物
語
﹄」」
の
中
で
行
っ
た
。

＊
15 　

ま
た
、
戦
争
経
験
や
災
害
体
験
の
語
り
を
受
け
取
る
、
と
い
う
現
代
の

問
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。

 

（
広
島
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
）
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