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一　

は
じ
め
に　
　

な
ぜ
学
ぶ
の
か

　

私
が
勤
務
し
て
い
る
安
田
女
子
中
学
高
等
学
校
は
大
学
へ
の
進
学
率
が
ほ
ぼ

一
〇
〇
％
の
高
校
で
あ
る
。
生
徒
に
な
ぜ
古
文
を
学
ぶ
の
か
と
問
え
ば
、「
授

業
に
あ
る
か
ら
」「
セ
ン
タ
ー
入
試
に
い
る
か
ら
」
と
い
っ
た
、
誠
に
＂
現
実

的
な
＂
答
え
が
多
く
返
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
教
師
が
そ
れ
と
同
じ
答
え
し
か

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
は
仕
方
が
な
い
。
私
は
適
切
な
答
え
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
な
か
っ
た
。

　

学
習
指
導
要
領
古
典
Ｂ
の
目
標
「
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
。」
は
も
っ
と
も
で
、
生
徒
に
こ
れ
を
か
み
砕
い
た
表
現
で
伝
え
る
こ
と

は
可
能
だ
が
、
そ
れ
で
目
の
前
の
生
徒
が
も
っ
と
主
体
的
に
動
き
出
す
か
と
い

え
ば
、
私
の
説
明
力
で
は
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
い
。

　

 

現
在
進
行
中
の
教
育
改
革
で
「
学
び
続
け
る
力
」
の
重
要
性
が
言
わ
れ
て

い
る
。
学
び
続
け
る
こ
と
は
「
親
、
大
人
に
ほ
め
ら
れ
る
か
ら
」、「
試
験
で
良

い
点
を
取
る
た
め
」、「
大
学
受
験
に
必
要
だ
か
ら
」
以
外
の
理
由
を
学
び
に
見

つ
け
な
い
と
難
し
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

正
直
な
と
こ
ろ
学
生
の
頃
は
余
り
学
ぶ
こ
と
に
熱
心
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ

の
職
に
つ
い
て
人
の
教
え
る
た
め
に
学
ぶ
こ
と
を
続
け
る
う
ち
に
、
面
白
く

な
っ
て
き
た
。
い
つ
の
頃
だ
っ
た
か
「
面
・
白
し
」、「
目
の
前
が
ぱ
っ
と
明
る

く
な
る
感
じ
」
と
は
、
漠
然
と
「
つ
な
が
る
感
じ
」
で
は
な
い
か
と
思
い
至
る

時
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
知
っ
て
い
た
こ
と
と
今
知
っ
た
こ
と
が
つ
な
が
る
。

は
る
か
彼
方
の
こ
と
が
目
の
前
の
こ
と
と
つ
な
が
る
。
ず
っ
と
昔
の
こ
と
が
今

の
こ
と
と
つ
な
が
る
。「
つ
な
が
る
感
じ
」
が
面
白
さ
だ
と
思
い
、
授
業
で
こ
れ

を
伝
え
る
こ
と
が
生
徒
を
主
体
的
に
動
か
す
原
動
力
に
な
ら
な
い
か
と
感
じ
て

い
た
。

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

安　

積　

英　

司

―
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
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と
の
問
題
領
域
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共
有

―
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57
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の
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業
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二　

実
践
の
履
歴
か
ら
見
た
古
文
の
授
業
の
課
題　
　
　

│﹁
国
語
科
授
業
改
善
セ
ミ
ナ
ー
﹂
で
学
ん
だ
こ
と
│

1　

古
文
の
授
業　
﹁
力
を
つ
け
る
﹂
授
業
へ

　

勤
め
始
め
た
こ
ろ
の
古
文
の
授
業
作
り
で
は
間
違
え
な
い
こ
と
に
専
心
し
て

い
た
。
間
違
い
が
多
く
、
次
の
時
間
に
訂
正
す
る
こ
と
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
だ
っ
た

か
ら
だ
。
し
か
も
学
識
の
浅
さ
ゆ
え
重
要
な
こ
と
も
そ
う
で
も
な
い
こ
と
も
同

じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
で
、
授
業
時
間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な
か
っ
た
。

　

だ
ん
だ
ん
間
違
い
が
減
り
、
ま
た
教
え
る
内
容
の
優
先
順
位
が
見
え
て
き
て

「
引
き
算
」
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
分
中
心
か
ら
生
徒
を
中
心
に
、
つ

ま
り
「
生
徒
に
力
を
つ
け
る
」
こ
と
を
意
識
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
ま
だ
そ
の
「
生
徒
に
つ
け
る
力
」
と
は
「
正
確
に
、
文
法
通
り
現
代
語
訳

で
き
る
力
」
で
あ
り
、
文
法
や
単
語
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い

た
。
確
か
に
徐
々
に
生
徒
は
熱
心
に
授
業
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、

そ
の
動
機
は
予
習
の
間
違
い
が
減
る
、
定
期
試
験
で
良
い
点
が
取
れ
る
と
い
う

も
の
で
、
本
当
に
作
品
が
わ
か
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
怪
し
い
も
の
だ
っ
た
。

生
徒
は
「
先
生
の
授
業
は
よ
く
わ
か
る
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
古
文

は
面
白
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
言
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

　

古
文
常
識
、
つ
ま
り
作
者
や
作
中
人
物
の
思
考
、
感
じ
方
の
背
景
を
単
語
や

文
法
と
同
じ
重
さ
で
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
作
者
や
作
中
人
物
が
な
ぜ
そ
う
感

じ
、
な
ぜ
そ
う
行
動
す
る
の
か
が
わ
か
る
こ
と
が
面
白
く
な
る
こ
と
と
思
っ
た

か
ら
だ
。
し
か
し
ま
だ
生
徒
の
主
体
的
な
読
み
の
姿
勢
を
引
き
出
し
た
と
は
言

え
ず
、
自
分
が
古
文
に
感
じ
る
「
面
白
さ
」、「
つ
な
が
る
感
じ
」
を
生
徒
に
感

じ
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
と
思
う
日
が
続
い
て
い
た
。

2　

現
代
文
の
授
業　

文
学
作
品
と
学
習
者
と
つ
な
ぐ
た
め
の
教
材
づ
く
り

　

一
方
、
現
代
文
の
授
業
で
は
い
ろ
い
ろ
と
「
い
ら
な
い
こ
と
」
を
し
て
い
た
。

　

例
え
ば
石
川
啄
木
﹃
一
握
の
砂
﹄
を
扱
う
際
に
尾
崎
豊
﹃
15
の
夜
﹄
を
取
り

上
げ
た
。﹃
一
握
の
砂
﹄
は
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
作
品
で
あ
り
、﹃
15
の
夜
﹄

は
発
表
当
時
か
ら
今
に
至
る
ま
で
広
い
世
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
歌
の
歌

詞
で
あ
る
。

　

ご
承
知
の
よ
う
に
「
不
来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て　

空
に
吸
は
れ
し 　

十
五
の
心
」
は
楽
し
い
心
で
は
な
い
。「
師
も
友
も
知
ら
で
責
め
に
き　

謎
に

似
る　

わ
が
学
業
の
お
こ
た
り
の
因も
と

」「
教
室
の
窓
よ
り
遁に

げ
て　

た
だ
一
人　

 

か
の
城し

ろ

址あ
と

に
寝
に
行
き
し
か
な
」
な
ど
に
表
れ
て
い
る
、
学
校
か
ら
逃
げ
る
よ

う
な
自
分
、
自
分
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
自
分
、
そ
ん
な
自
分
を
見
つ
め
る

や
る
せ
な
い
心
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
今
の
作
者
が
複
雑
な
思
い

を
持
ち
な
が
ら
過
去
の
自
分
を
振
り
返
っ
て
い
る
心
で
あ
る
。

　
﹃
15
の
夜
﹄
で
は
「
盗
ん
だ
バ
イ
ク
で
走
り
出
す　

行
き
先
も
わ
か
ら
ぬ
ま

ま
」「
誰
に
も
縛
ら
れ
た
く
な
い
と　

逃
げ
込
ん
だ
そ
の
夜
に　

自
由
に
な
れ

た
気
が
し
た　

15
の
夜
」
と
歌
わ
れ
る
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
況
へ
の
焦
燥

感
、
自
分
へ
の
い
ら
だ
ち
。＂
自
由
に
な
れ
た
気
が
し
た
＂
と
過
去
を
振
り
返

る
視
線
。

　

ど
ち
ら
の
十
五
才
の
心
に
も
、
今
大
人
に
な
っ
た
作
者
が
振
り
返
る
「
青
春

の
孤
独
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
似
た
よ
う
な
年
齢
の
生
徒
達

に
読
み
取
ら
せ
、
同
時
に
文
学
の
魅
力
に
気
づ
か
せ
た
い
、
と
当
時
こ
の
よ
う

な
言
葉
に
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
身
近
に
あ
る
も
の
を
通
し
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て
文
学
に
描
か
れ
る
普
遍
的
な
人
間
の
姿
に
気
づ
か
せ
、
自
分
の
生
き
方
あ
り

よ
う
に
転
化
さ
せ
る
授
業
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3　
﹁
問
題
領
域
に
つ
い
て
考
え
る
﹂
古
文
の
授
業
の
探
究

 

│﹁
国
語
科
授
業
改
善
セ
ミ
ナ
ー
﹂
で
学
ん
だ
こ
と
│

　

こ
れ
ら
の
漠
然
と
し
た
思
い
に
力
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
平
成
13
年
度

か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
広
島
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会
の
国

語
科
授
業
改
善
セ
ミ
ナ
ー
で
の
学
び
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
広
島
大
学
竹
村
信
治

教
授
（
当
時
）
か
ら
「
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
と
問
題
領
域
を
共
有

す
る
こ
と
が
古
典
を
学
ぶ
意
義
で
あ
る
」
と
い
う
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。

　

竹
村
先
生
の
示
す
古
典
教
材
分
析
の
ポ
イ
ン
ト

①
韻
文

テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
と
、
人
の
言
語
的

営
み
と
出
会
う
。

②
随
筆
・
説
話

テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
の
思
惟
の
現
場
に
立
ち
会
う
。

③
説
話
・
物
語

テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
の
世
界
と
の
対
話

を
聞
き
取
り
、
問
題
領
域
を
共
有
し
、
呼
び
か
け
に

呼
応
す
る
。

④
物
語
・
軍
記
物

テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
と
言
葉
（
言
説
）

と
の
関
係
を
批
評
す
る
。

　
「
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
」
と
「
出
会
い
」「
立
ち
会
い
」「
対
話

し
」「
共
有
し
」「
呼
応
し
」
そ
し
て
「
批
評
す
る
」。
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
生
徒

達
は
今
の
自
分
た
ち
と
同
じ
何
か
し
ら
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
つ

な
が
り
」
の
発
見
、「
面
白
さ
」
が
学
ぶ
意
欲
に
つ
な
が
り
、
学
び
続
け
る
力
に

つ
な
が
る
の
で
な
い
か
。
竹
村
先
生
の
お
言
葉
で
自
分
の
し
た
い
こ
と
に
明
確

な
輪
郭
を
得
た
気
が
し
、
以
降
の
教
材
研
究
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
し
て
き
た
。

　

今
回
は
生
徒
に
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
の
人
の
思
惟
を
理
解
、
共
感
さ
せ
、

自
分
の
人
生
を
深
く
考
え
る
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
実
施
し
た
授
業
に
つ
い

て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ご
指
導
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

三　

授
業
案　
『
更
級
日
記
︵﹁
門
出
﹂﹁
源
氏
の
五
十
余

巻
﹂︶』

︵
1
︶
単
元
名

過
去
を
見
つ
め
る
今
／
今
を
支
え
る
過
去

︵
2
︶
実
践
期
日
と
対
象

平
成
二
十
五
年
二
月
五
日

高
校
2
年
5
組　

女
子　

43
名
（
理
系
ク
ラ
ス
）

︵
3
︶
教
材
観

　

こ
の
教
材
「
更
級
日
記　

源
氏
の
五
十
余
巻
」
で
の
「
生
徒
に
立
ち
会

わ
せ
た
い
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
い
る
人
と
共
有
す
べ
き
問
題
領
域
」
は
、

「
過
去
を
見
つ
め
る
今
」「
今
を
支
え
る
過
去
」
だ
と
思
う
。

　

こ
の
作
品
は
自
伝
的
回
想
で
あ
り
、
こ
の
教
材
で
は
浪
漫
的
で
夢
見
て

い
た
少
女
時
代
を
老
年
に
入
っ
た
作
者
が
「
ま
づ
、
い
と
は
か
な
く
、
あ

さ
ま
し
。」
と
振
り
返
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
人
生
の
晩
年
、
仏
教
に
帰

依
し
つ
つ
他
愛
の
な
い
も
の
に
の
め
り
込
ん
で
い
た
過
去
を
悔
恨
を
持
っ

て
振
り
返
っ
て
い
る
と
い
う
構
図
が
ま
ず
は
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
悔
恨
を
も
っ
て
振
り
返
ら
れ
て
い
る
少
女
時
代
の
描
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写
は
、
そ
れ
に
し
て
は
瑞
々
し
く
、
ま
る
で
今
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
あ

る
い
は
思
い
出
す
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
生
き
生
き
と
叙
述

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
表
向
き
の
「
は
か
な
く
、
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
心

情
と
は
別
に
、
充
実
し
た
生
の
時
間
が
確
か
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出

し
、
そ
れ
に
よ
り
自
分
自
身
の
生
を
確
か
め
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

　

本
単
元
で
は
共
通
の
主
題
を
持
つ
現
代
の
作
品
と
比
較
さ
せ
て
「
古
典

テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
に
い
る
人
の
心
理
」
を
理
解
、
共
有
さ
せ
、
学
習
者

が
そ
れ
ぞ
れ
の
今
を
異
化
す
る
視
点
と
、
他
者
を
理
解
す
る
新
た
な
視
点

を
獲
得
さ
せ
る
事
を
目
標
と
す
る
。
ま
た
こ
の
取
り
組
み
を
通
し
て
古
文

を
読
む
こ
と
の
「
面
白
さ
」
を
実
感
し
、
主
体
的
な
読
み
の
姿
勢
に
つ
な

げ
た
い
。

︵
4
︶
単
元
計
画
︵
全
8
時
︶

第
一
次　

古
文
の
「
日
記
」
の
構
造
理
解

�
0
．5
時
間

第
二
次　
﹃
門
出
﹄
読
解
と
解
釈

①﹃
門
出
﹄
読
解

本
文
読
解
。�

1
．5
時
間

②﹃
門
出
﹄
解
釈

心
情
（
物
語
、
都
会
へ
の
憧
れ
。
故
郷
と
の
惜
別
）
理
解
。

�

1
時
間

第
三
次　
﹃
源
氏
の
五
十
余
巻
﹄
読
解
と
解
釈

①﹃
源
氏
…
﹄
読
解

本
文
読
解
。�

2
時
間

②﹃
源
氏
…
﹄
解
釈

「
過
去
を
見
つ
め
る
今
」
の
発
見
（
回
想
構
造
＝
振
り
返
る
今

の
心
情
を
発
見
）

「
今
を
支
え
る
過
去
」
の
発
見
（
補
助
教
材
と
比
べ
読
み
さ
せ

て
共
通
点
を
発
見
。

③
自
分
に
つ
い
て
、
過
去
と
今
の
関
係
を
考
え
る
。�

1
時
間

※
②
③
の
一
時
間
が
中
心
に
な
る
時
間

第
四
次　

ま
と
め
（
主
題
の
理
解
と
自
己
、
他
者
理
解
の
深
化
）

自
分
自
身
の
「
過
去
と
今
の
つ
な
が
り
」
を
通
し
て
「
今
を
支
え
る
過

去
」
を
深
く
理
解
す
る
。

他
者
理
解
の
新
た
な
視
点
を
得
る
。 

︵
5
︶
第
三
次
︵
中
心
に
な
る
時
間
︶
の
指
導
案

　

目
標　

1　

 

主
教
材
の
「
回
想
」
の
構
造
を
理
解
し
、「
過
去
を
振
り
返
る

今
」
と
い
う
視
点
を
理
解
す
る
。

2　

 

主
教
材
と
補
助
教
材
を
比
べ
読
み
し
、「
今
を
支
え
る
過
去
」
を

理
解
し
、
今
を
異
化
し
、
ま
た
他
者
理
解
を
す
る
視
点
を
持
つ
。

　

指
導
過
程

　
　

導
入前

時
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
る
。

　

説
明
：
読
解
内
容
の
大
ま
か
な
確
認
。

本
時
の
学
習
内
容
を
確
認
す
る
。

　

説
明
： 「
作
品
の
構
造
を
理
解
し
、
次
に
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
筆

者
を
通
し
て
、
人
間
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
よ
う
」。

　
　

展
開
１
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本
文
中
の
筆
者
の
心
情
を
確
認
し
、
そ
れ
を
少
女
時
代
の
も
の
と
現
在

の
も
の
の
二
つ
に
分
け
、
作
品
の
「
回
想
」
構
造
を
理
解
す
る
。

　

作
業
：
本
文
プ
リ
ン
ト
で
心
情
の
部
分
に
印
を
さ
せ
る
。

　

作
業
：
心
情
の
変
化
を
観
点
に
い
く
つ
か
に
分
け
さ
せ
る
。

　

発
問
： 「
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
と
し
た
ら
ど
う
分
け
ら
れ
る
か
、

そ
の
理
由
と
共
に
答
え
な
さ
い
。」

説
明
： 

こ
の
単
元
の
冒
頭
に
確
認
し
た
「
日
記
と
い
う
形
の
回
想
」

を
思
い
出
さ
せ
る
。

説
明
：「
過
去
と
そ
れ
を
振
り
返
る
今
と
に
別
れ
ま
す
」

　
　

展
開
2

補
助
教
材
「
石
川
啄
木 

短
歌
（﹃
一
握
の
砂
﹄）」
と
主
教
材
と
の
共
通

点
を
発
見
し
、
そ
の
心
情
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
。

　

補
助
教
材
プ
リ
ン
ト
（
資
料
1
）
配
付
。

　

①
プ
リ
ン
ト
前
半
を
使
い

　

発
問
： 「
こ
こ
に
描
か
れ
る
過
去
は
、
今
の
筆
者
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
も
の
で
す
か
。」

　

Ａ
：「
つ
ら
い
、
空
し
い
も
の
。」
な
ど
。

　

②
プ
リ
ン
ト
後
半
を
合
わ
せ
て
考
え
る
。

　

発
問
： 「
併
せ
て
考
え
る
と
、
今
の
筆
者
は
過
去
を
ど
の
よ
う
に
と

ら
え
て
い
る
か
。」 

　

Ａ
：「
思
い
出
す
の
が
う
れ
し
い
も
の
」
な
ど
。（
板
書
②
）

　

③
改
め
て
本
文
教
材
を
見
て
、
筆
者
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

発
問
： 「
啄
木
の
短
歌
と
共
通
点
は
何
か
、
そ
の
理
由
と
共
に
答
え

な
さ
い
。」

資
料
1　

補
助
教
材

補
助
教
材　

石
川
啄
木 

短
歌　
『
一
握
の
砂
』
よ
り

師
も
友
も
知
ら
で
責せ

め
に
き

謎な
ぞ

に
似
る

わ
が
学
業
の
お
こ
た
り
の
因も
と

教
室
の
窓
よ
り
遁に

げ
て

た
だ
一
人

か
の
城し
ろ

址あ
と

に
寝
に
行
き
し
か
な

不こ
ず
か
た

来
方
の
お
城
の
草
に
寝
こ
ろ
び
て

空
に
吸
は
れ
し

十じ
ふ
ご五
の
心

よ
く
叱し

か

る
師
あ
り
き

髯ひ
げ

の
似
た
る
よ
り
山や

羊ぎ

と
名
づ
け
て

口
真
似
も
し
き

ス
ト
ラ
イ
キ
思
ひ
出い

で
て
も

今
は
早は

や
吾
が
血お

躍ど

ら
ず

ひ
そ
か
に
淋さ
び

し

盛も
り

岡を
か

の
中
学
校
の

露バ
ル

台コ
ン

の

欄て
す
り干
に
最も

一い
ち

度ど

我
を
倚よ

ら
し
め

糸
切
れ
し
紙た

鳶こ

の
ご
と
く
に

若
き
日
の
心
か
ろ
く
も

と
び
さ
り
し
か
な
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資
料
2　

板
書

　

Ａ
： 「
過
去
を
つ
ら
い
と
思
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
過
去
の

思
い
出
し
方
が
、
あ
ま
り
つ
ら
そ
う
で
は
な
い
。」

　

説
明
： 「
つ
ま
り
、
悔
恨
だ
け
で
な
く
、
そ
の
下
に
思
い
出
す
こ
と

の
喜
び
が
あ
り
ま
す
ね
」 （
資
料
2　

板
書
）

　
　

ま
と
め

過
去
を
振
り
返
る
自
分
を
異
化
す
る
。

　

説
明
： 「
そ
れ
ぞ
れ
中
学
時
代
の
最
も
印
象
的
な
場
面
を
思
い
出
し

て
下
さ
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
今
と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る

か
、
次
時
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。」

︵
6
︶
第
四
次
︵
ま
と
め
︶
に
つ
い
て

　

前
時
に
読
解
し
た
「
今
は
過
去
を
見
つ
め
る
と
同
時
に
、
過
去
に
支
え

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
主
題
に
従
い
、
生
徒
各
個
の
自
分
自

身
の
「
過
去
と
今
の
つ
な
が
り
」
を
振
り
返
ら
せ
、
理
解
を
深
め
さ
せ

た
。

　

そ
の
際
、「
メ
ン
ド
ク
サ
イ
」
人
間
関
係
を
嫌
い
「
リ
ア
ル
」
よ
り

ケ
ー
タ
イ
で
の
関
係
を
好
む
最
近
の
若
者
気
質
を
考
え
る
と
生
徒
が
「
真

剣
に
」
自
分
に
向
き
合
う
こ
と
に
心
理
的
な
抵
抗
を
示
す
こ
と
が
予
想
さ

れ
た
の
で
、
竹
村
教
授
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
大
森
荘
蔵
氏
の
「
人
は
記

憶
を
語
る
の
で
は
な
く
、
語
る
こ
と
を
通
し
て
記
憶
を
作
る
」
と
い
う
言

葉
を
補
助
言
と
し
て
使
い
、
生
徒
の
取
り
組
み
姿
勢
を
作
っ
た
。

　

評
価
の
観
点
と
し
て
は
以
下
の
二
点
を
示
し
て
お
い
た
。

　

・
問
わ
れ
て
い
る
主
題
を
把
握
し
、
表
現
で
き
て
い
る
。

　

・
主
張
と
具
体
例
が
適
切
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

11
Ｃ　

更
級
日
記

　
　
　
　

強
い
願
望

　
　
　
　
　
　

↓

　
　
　
　

心
か
ら
の
喜
び

　
　
　
　
　
　

↓

　
　
　
　

物
語
世
界
へ
の
耽
溺
・
現
実
か
ら
遊
離

　
　
　
　

�

「
ま
づ
い
と
は
か
な
く
、
あ
さ
ま
し
。」

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

��　

後
悔

　
　
　
　
　
　

��　

諦
観

20
Ｃ　

一
握
の
砂

　
　
　
　

空
虚

　
　
　
　

焦
燥

　
　
　
　

不
安

　
　
　
　

逃
避
の
願
望

�������

　
　
　
　

�

「
今
は　

…　

ひ
そ
か
に
淋
し
」　

　
　
　
　

�

「
最も

一い
ち

度ど

我
を
倚よ

ら
し
め
」

少女時代今少年時代今

自分を
確かに
振り返る

甘美な
思い出 充実した生
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四　

考
察

1　

考
察
の
観
点

　

こ
の
授
業
案
を
実
施
し
た
結
果
を
以
下
の
観
点
で
考
察
し
た
。

①
単
元
目
標
に
叶
っ
て
い
た
か

② 

実
践
履
歴
か
ら
見
た
本
授
業
の
意
義　
「
つ
け
た
い
力
」（
正
確
に
現
代
語

訳
で
き
る
力
）
は
つ
い
て
い
た
か

③ 「
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
と
問
題
領
域
を
共
有
す
る
こ
と
」
と

は

2　

単
元
目
標
に
叶
っ
て
い
た
か

︵
1
︶
第
3
次

　

第
3
次
（
本
時
）
の
本
質
的
な
目
標
は
こ
の
「
源
氏
の
五
十
余
巻
」
に
記
さ

れ
て
る
問
題
領
域
「
過
去
を
見
つ
め
る
今
／
今
を
支
え
る
過
去
」
と
い
う
に
気

づ
か
せ
、
理
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

教
師
側
の
反
省
と
し
て
は
計
画
段
階
の
見
通
し
の
甘
さ
、
当
日
の
授
業
展
開

の
稚
拙
さ
で
あ
る
。「
気
付
か
せ
る
」
つ
ま
り
生
徒
の
主
体
的
な
読
み
に
よ
り

そ
こ
に
た
ど
り
着
か
せ
た
か
っ
た
の
だ
が
、
内
容
の
詰
め
す
ぎ
の
た
め
「
考
え

る
」
時
間
が
余
り
と
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
授
業
展
開
自
体
も
時
間
に
追
わ
れ

る
形
に
な
り
生
徒
の
反
応
を
見
な
が
ら
と
い
う
も
の
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
に

な
っ
た
。
適
切
な
内
容
理
解
、
適
切
な
発
問
に
よ
っ
て
じ
っ
と
考
え
、
閃
く
よ

う
に
＂
わ
か
る
＂
こ
と
も
面
白
さ
の
一
部
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
教
え
る
形
に

な
っ
た
の
は
失
敗
だ
っ
た
。

　

一
方
生
徒
の
側
か
ら
見
る
と
、
参
観
の
先
生
か
ら
ご
指
摘
に
よ
る
と
、
他
の

作
品
と
の
比
べ
読
み
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
読
解
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
「
悔

恨
を
も
っ
て
振
り
返
る
過
去
も
、
実
は
そ
こ
に
懸
命
さ
が
あ
る
場
合
、
実
は
今

を
支
え
る
も
の
に
な
り
得
て
い
る
」
と
い
う
視
点
を
発
見
で
き
、
そ
こ
に
新
鮮

な
驚
き
、
面
白
さ
を
感
じ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
比
べ
読
み
に
よ
る
「
つ
な

が
っ
た
面
白
さ
」
を
感
じ
さ
せ
た
こ
と
を
含
め
、
単
元
の
狙
い
は
一
定
達
成
さ

れ
た
と
思
う
。

︵
2
︶
第
4
次

　

第
４
次
は
前
時
に
読
解
し
た
「
今
は
過
去
を
見
つ
め
る
と
同
時
に
、
過
去
に

支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
主
題
に
従
い
、
生
徒
各
個
の
自
分
自

身
の
「
過
去
と
今
の
つ
な
が
り
」
を
振
り
返
ら
せ
、
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ
と

が
目
標
で
あ
っ
た
。

　

取
り
組
み
結
果
を
見
る
と
、
事
前
の
予
想
に
反
し
て
、
生
徒
は
本
課
題
を
通

し
て
自
分
の
「
過
去
と
今
の
つ
な
が
り
」
に
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
た
。
そ
の

意
味
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
理
解
が
深
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

資
料
3
―
1
の
生
徒
は
「
今
を
支
え
る
過
去
」
に
よ
い
部
分
と
悪
い
部
分
の

両
面
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
悪
い
部
分
に
蓋
を
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
ど
ち

ら
も
が
自
分
を
「
支
え
て
い
る
」
と
言
え
て
い
る
。
自
己
省
察
が
深
ま
っ
て
い

る
。

　

資
料
3
―
2
の
生
徒
は
「
こ
の
文
章
を
書
く
こ
と
で
自
分
に
気
付
い
た
」
と

書
い
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
過
去
を
振
り
返
る
過
程
に
よ
っ
て
自
己
分
析
が
深

ま
っ
た
例
で
あ
る
。

　

資
料
3
―
3
は
蓋
を
し
て
い
た
過
去
を
見
つ
め
て
い
る
。
自
分
が
原
因
で
友

を
失
っ
た
過
程
を
書
き
、
今
後
の
誓
い
を
立
て
る
が
ま
だ
自
信
が
持
て
て
な
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い
。
こ
れ
も
ま
た
こ
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
自
己
理
解
が
深
ま
っ
た
と
言
え
よ

う
。

　
「
ま
づ
い
と
は
か
な
く
あ
さ
ま
し
」
と
藤
原
孝
標
娘
は
自
分
を
振
り
返
っ
た
。

「
最も
い
ち
ど

一
度
我
を
倚よ

ら
し
め
」
と
啄
木
は
振
り
返
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
生

徒
が
し
、
彼
女
彼
と
同
じ
だ
と
思
え
た
な
ら
、
古
典
に
あ
る
普
遍
性
に
気
付

き
、
面
白
さ
を
感
じ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

教
師
の
側
の
反
省
は
他
の
先
生
の
授
業
を
拝
借
す
る
と
い
う
形
で
行
っ
た
単

元
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
後
反
応
を
基
に
し
た
授
業
が
出
来
ず
尻
切
れ
ト

ン
ボ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
計
画
時
の
見
通
し
の
甘
さ
で

あ
る
。
と
同
時
に
生
徒
が
こ
こ
ま
で
真
摯
に
自
分
に
向
き
合
う
と
思
っ
て
い
な

か
っ
た
生
徒
理
解
の
甘
さ
も
あ
る
。

3　

実
践
履
歴
か
ら
見
た
授
業
の
意
義　

　
　
　

︱﹁
つ
け
た
い
力
﹂︵
正
確
に
現
代
語
訳
で
き
る
力
︶
と
の
関
係
︱

　
「
面
白
さ
」
を
感
じ
る
、
つ
ま
り
「
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
」
と

「
出
会
い
」「
立
ち
会
い
」「
対
話
し
」「
共
有
し
」「
呼
応
し
」
そ
し
て
「
批
評

す
る
」
に
は
「
正
確
に
現
代
語
訳
で
き
る
力
」
つ
ま
り
文
法
、
古
語
、
古
典
常

識
の
知
識
の
理
解
と
運
用
能
力
が
前
提
と
し
て
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

ま
た
、
本
校
の
実
情
か
ら
考
え
れ
ば
「
正
確
に
現
代
語
訳
で
き
る
力
」
は
大

学
受
験
で
問
わ
れ
る
力
の
柱
で
あ
る
の
で
、
そ
の
力
の
育
成
は
継
続
的
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
次
の
活
動
の
中
で
は
「
読
解
（
現
代
語
訳
）」
や
初
出
の
文
法
事
項
、

古
語
に
つ
い
て
の
説
明
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
る

第
一
次
、
第
二
次
の
授
業
内
で
は
多
く
「
正
確
に
現
代
語
訳
で
き
る
力
」
を
つ

け
る
こ
と
に
時
間
を
割
い
た
。

　

つ
ま
り
、
単
元
全
体
通
し
て
み
れ
ば
正
確
に
現
代
語
訳
で
き
る
力
の
育
成
と

作
品
の
問
題
領
域
に
気
づ
き
自
分
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
過
程
は
順
序
よ
く
配

置
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
成
果
を
上
げ
た
と
考
え
て
い
る
。

4　
﹁
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
と
問
題
領
域
を
共
有
す
る
こ
と
﹂
と
は

　

長
い
時
間
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
く
ぐ
り
今
ま
で
読
み
継
が
れ
て
い
る
古
典
作
品

に
は
、
様
々
な
魅
力
・
価
値
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
そ
の
文
章
を
書
い
た
人

の
思
い
か
ら
読
み
取
れ
る
「
人
の
普
遍
性
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
思

う
。
は
ば
か
り
な
が
ら
、
私
は
そ
れ
を
「
問
題
領
域
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
古

文
を
学
ぶ
と
き
、
現
代
語
訳
を
す
る
、
何
が
書
い
て
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
に
留

ま
る
の
で
な
く
、
生
徒
に
そ
の
「
問
題
領
域
」
を
感
じ
さ
せ
、
吟
味
し
、
共
感

し
た
り
時
に
反
発
し
な
が
ら
自
分
の
も
の
と
さ
せ
た
い
。
ま
た
そ
れ
が
彼
女
ら

の
生
活
に
何
ら
か
資
し
て
い
け
ば
よ
い
な
、
と
セ
ミ
ナ
ー
参
加
以
来
思
う
よ
う

に
な
っ
た
。

　

本
時
の
翌
年
、
高
一
生
を
対
象
に
「
伊
勢
物
語
」﹃
芥
川
﹄
で
授
業
を
行
っ

た
。
こ
こ
で
の
問
題
領
域
は
「
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
の
人
が
美
し
い
と
思
っ

た
こ
と
」
で
あ
る
。
美
し
い
と
思
う
気
持
ち
は
普
遍
だ
が
、
何
を
美
し
い
と
思

う
か
は
時
代
の
影
響
を
受
け
る
。
そ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
は
自
分
た
ち
が
絶
対

と
思
っ
て
い
る
美
し
い
も
の
を
吟
味
し
、
ま
た
「
絶
対
」
と
思
う
も
の
を
相
対

化
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　

問
題
領
域
は
作
品
毎
に
存
在
す
る
。
そ
の
発
見
に
は
そ
の
作
品
の
深
い
理
解

が
必
要
だ
。
浅
学
非
才
の
身
に
は
手
間
が
か
か
る
こ
と
だ
が
、
で
も
そ
れ
で
も

わ
か
る
面
白
さ
が
あ
る
。
わ
か
る
と
、
現
在
生
き
て
い
る
我
々
と
の
共
通
項
も
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わ
か
る
。
わ
か
っ
た
時
は
「
つ
な
が
っ
た
」
面
白
さ
を
感
じ
る
。

　

 
授
業
作
り
で
は
生
徒
が
面
白
い
と
思
う
だ
ろ
う
問
題
領
域
を
設
定
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
気
が
す
る
。
昨
年
の
国
語
科
セ
ミ
ナ
ー
で
「
平
家
物
語
﹃
木
曽

の
最
後
﹄」
を
扱
う
授
業
を
見
学
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
作
品
に
は
「
我
々
は
ら

し
さ
、
そ
う
す
べ
き
の
中
で
生
き
て
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
従
え
な
い
人
が
い

る
場
合
が
あ
る
」
と
い
う
問
題
領
域
が
描
か
れ
て
い
る
と
学
ん
だ
。
本
校
生
徒

の
多
く
は
「
偏
差
値
を
上
げ
る
」
と
い
う
「
べ
き
」
の
中
で
生
き
て
い
て
、
ま

た
「
安
田
生
ら
し
く
あ
れ
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
生
き
て
い
る
。
こ
の
作
品

の
問
題
領
域
に
気
付
か
せ
る
こ
と
は
、
自
分
が
は
め
ら
れ
て
い
る
枠
組
み
を
認

識
し
、
吟
味
し
、
ま
た
枠
組
み
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
自
分
を
省
察
し
、

自
分
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
こ
と
に
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
り
、

生
徒
に
と
っ
て
も
刺
激
的
で
面
白
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

生
徒
に
気
付
か
せ
、
考
え
さ
せ
た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
問
題
問
題
を

持
つ
作
品
を
探
す
と
言
う
よ
り
、
そ
の
作
品
の
持
つ
問
題
領
域
を
、
生
徒
を
取

り
巻
く
状
況
を
鑑
み
な
が
ら
切
り
出
し
た
い
。
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
だ
と
は

思
う
が
。五　

お
わ
り
に

　

今
回
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
授
業
は
平
成
24
年
度
（
平
成
25
年
2
月
）
に

実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
授
業
の
軸
に
据
え
た
い
と
漠
然
と
思
っ
て

い
た
「
面
白
さ
」
を
「
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
と
の
問
題
領
域
の
共

有
」
と
い
う
形
で
捉
え
直
す
こ
と
で
授
業
を
改
善
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
思
い
で
行
っ
た
授
業
だ
っ
た
。

　

こ
の
授
業
で
の
成
果
は
生
徒
よ
り
む
し
ろ
自
分
自
身
に
大
き
か
っ
た
よ
う
な

気
が
し
て
い
る
。
こ
の
授
業
を
作
成
、
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
以
降
、
こ
れ

ま
で
の
授
業
「
読
解
（
現
代
語
訳
）
解
釈
（
内
容
理
解
）
止
ま
り
の
授
業
」
か

ら
「
作
品
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
と
の
問
題
領
域
の
共
有
」
と
い
う
目
標
で
の

授
業
作
り
に
変
化
し
、
日
常
の
授
業
で
も
「
面
白
い
」
こ
と
が
出
来
る
こ
と
が

増
え
た
よ
う
に
思
う
。

　

教
師
は
あ
る
程
度
の
年
数
勤
め
る
と
教
材
研
究
の
「
貯
金
」
が
出
来
て
く

る
。
私
立
の
学
校
で
は
生
徒
の
雰
囲
気
は
ゆ
る
や
か
に
し
か
変
化
し
な
い
。
つ

ま
り
「
貯
金
」
で
生
活
し
や
す
い
状
況
が
生
ま
れ
る
。
マ
ン
ネ
リ
化
す
る
。

　

 

生
徒
指
導
の
常
套
句
に
「
生
徒
は
教
師
の
鏡
で
あ
る
」「
教
師
の
意
識
以
上

に
生
徒
の
意
識
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
授
業
者
が
作
品
を
面
白
い

と
思
い
、
も
っ
と
授
業
を
面
白
く
し
よ
う
と
学
び
続
け
な
い
と
生
徒
は
学
ぶ
こ

と
を
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

自
身
の
課
題
は
多
い
。
目
下
最
大
の
も
の
は
中
3
、
高
1
な
ど
初
学
者
へ
の

授
業
で
あ
る
。
自
力
で
読
み
こ
な
す
力
の
基
盤
と
な
る
文
法
・
古
語
な
ど
言
語

事
項
は
あ
る
程
度
ま
と
め
て
伝
え
、
身
に
つ
け
さ
せ
な
い
と
本
校
で
ほ
ぼ
全
員

が
受
験
す
る
大
学
入
試
に
間
に
合
わ
な
い
。
そ
の
間
は
「
面
白
く
」
な
く
て
良

い
の
か
。「
面
白
く
」
な
る
ま
で
の
「
面
白
く
は
な
い
」
部
分
を
い
か
に
面
白

く
感
じ
さ
せ
る
か
、
ま
た
は
「
面
白
い
」
古
文
の
授
業
の
中
で
い
か
に
基
礎
を

習
得
さ
せ
て
い
く
か
。
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
多
い
。

　

四
年
で
三
回
の
リ
ー
グ
優
勝
を
果
た
し
た
サ
ン
フ
レ
ッ
チ
ェ
広
島
の
主
力
、

チ
ー
ム
最
年
長
の
森
﨑
和
幸
選
手
は
引
退
間
近
だ
っ
た
先
輩
中
島
浩
司
さ
ん
か

ら
こ
う
言
わ
れ
た
と
語
る
。「
長
く
や
っ
て
き
た
者
は
積
み
上
げ
て
き
た
も
の

で
戦
っ
て
は
い
け
な
い
。
積
み
上
げ
て
き
た
も
の
と
戦
う
ん
だ
。」
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今
年
二
五
年
目
ぶ
り
の
リ
ー
グ
優
勝
を
果
た
し
た
広
島
東
洋
カ
ー
プ
の
新
井

貴
浩
選
手
は
、
野
球
選
手
と
し
て
は
大
ベ
テ
ラ
ン
の
四
十
歳
に
な
る
が
ま
だ
来

季
も
進
化
し
続
け
た
い
と
言
っ
て
い
る
。
引
退
し
た
黒
田
博
樹
投
手
は
常
々

「
野
球
を
面
白
い
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
は
引
退

後
、「
で
も
野
球
は
面
白
い
」
と
語
っ
た
。
確
か
に
授
業
作
り
の
た
め
に
学
び

続
け
る
こ
と
は
し
ん
ど
い
。
で
も
面
白
い
。
生
徒
が
面
白
い
と
感
じ
る
授
業
の

た
め
に
学
び
続
け
た
い
。

付
記

　

こ
の
発
表
を
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
振
り
返
り
、
ま
た
こ
れ
か

ら
の
自
分
の
方
向
性
を
確
認
で
き
た
。
ま
さ
に
「
過
去
を
支
え
る
今
／
今
を
支

え
る
過
去
」
で
あ
り
「
人
は
記
憶
を
語
る
の
で
は
な
く
、
語
る
こ
と
を
通
し
て

記
憶
を
作
る
」
で
あ
る
。
小
路
口
真
理
美
先
生
を
始
め
国
語
科
授
業
セ
ミ
ナ
ー

を
お
世
話
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
一
緒
に
学
ん
で
お
ら
れ
る
先
生
方
、
多
く
の
教

え
を
い
た
だ
い
た
竹
村
信
治
先
生
、
こ
の
発
表
の
機
会
を
与
え
最
後
ま
で
叱
咤

激
励
し
て
く
だ
さ
っ
た
間
瀬
茂
夫
先
生
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

注本
実
践
報
告
は
、
次
の
報
告
に
加
筆
修
正
を
加
え
て
の
も
の
で
あ
る
。

「
テ
キ
ス
ト
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
と
の
問
題
領
域
の
共
有
」

　
　
﹃
安
田
女
子
中
学
高
等
学
校 

研
究
紀
要 

第
三
号
﹄（
平
成
二
十
五
年
三
月
）

二
十
五
頁
か
ら
三
十
五
頁

 

（
安
田
女
子
中
学
高
等
学
校
教
諭
）
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