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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
三
号
（
令
和
四
年
三
月
刊
）

一

　は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
2
0
0
9
年
に
広
島
大
学
附
属
中
高
等
学
校
で
の
研
究
大
会
で

行
っ
た
研
究
授
業
（
対
象
は
中
学
1
年
生
）
で
の
反
省
を
も
と
に
、
さ
ま
ざ
ま

な
工
夫
を
加
え
、
練
り
直
し
、
再
挑
戦
し
た
授
業
の
実
践
報
告
で
あ
る
。

　

2
0
0
9
年
実
施
の
研
究
授
業
で
は
、﹃
竹
取
物
語
﹄
と
い
う
作
品
の
も
つ
魅

力
に
よ
っ
て
生
徒
は
触
発
さ
れ
、
様
々
な
疑
問
を
持
ち
、
読
み
を
交
流
し
あ
い
、

鋭
い
指
摘
を
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
読
み
を
収
斂
さ
せ
て
、
磨
き
合
っ
て
い

く
と
い
う
授
業
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学

び
」
と
い
う
も
の
を
日
常
的
に
行
え
て
い
な
い
と
い
う
自
ら
の
大
き
な
弱
点
を

痛
感
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
生
徒
の
書
い
た
も
の
を
次
の
授
業
で
読
ま
せ
て
交

流
す
る
、
意
見
を
出
す
だ
け
出
し
て
、
そ
れ
を
授
業
者
の
方
で
ま
と
め
て
し
ま

う
、
と
い
う
こ
と
で
満
足
し
て
い
て
、
生
徒
同
士
が
対
話
し
な
が
ら
思
考
を
深

め
、
そ
れ
を
ど
う
授
業
に
落
と
し
込
ん
で
い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
日
常

の
授
業
で
取
り
組
め
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
課
題
に
取
り
組

む
た
め
に
、
広
島
県
立
広
島
観
音
高
等
学
校
（
前
任
校
）
の
勤
務
十
年
目
に
研

究
授
業
を
行
っ
た
そ
の
実
践
報
告
で
あ
る
。

二

　授
業
の
構
想

　
﹃
竹
取
物
語
﹄
が
「
人
間
」
を
描
こ
う
と
し
た
物
語
で
あ
り
、
文
学
史
上
、

「
物
語
の
い
で
き
は
じ
め
の
お
や
」
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
と
き
、
古
典

と
し
て
﹃
竹
取
物
語
﹄
を
「
読
む
」
と
い
う
こ
と
に
、
大
き
な
意
味
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
物
語
の

ル
ー
ツ
を
知
り
、
古
典
作
品
の
奥
深
さ
を
知
り
、
さ
ら
に
は
教
訓
的
な
説
話
や

心
情
的
に
共
感
す
る
「
お
話
」
と
し
て
で
は
な
く
、
作
者
が
何
ら
か
の
意
図
を

持
っ
て
書
い
た
「
作
り
物
語
」
と
し
て
読
む
の
で
あ
る
。
古
典
の
入
門
期
で
は
、

歴
史
的
仮
名
遣
い
、
古
今
異
義
語
の
学
習
に
陥
り
が
ち
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
も

う
一
歩
、﹃
竹
取
物
語
﹄
の
持
つ
特
性
を
生
か
し
た
授
業
が
で
き
な
い
か
、
古
典

を
た
だ
「
親
し
む
」
だ
け
に
終
わ
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、「
読
む
」
こ
と
を
通
し

て
、
生
徒
に
奥
深
い
古
典
の
世
界
に
触
れ
さ
せ
、「
読
み
」
を
深
め
る
力
を
付
け

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
と
考
え
て
授
業
を
構
想
し
た
。

単
元
「『
竹
取
物
語
』
を
読
む
」
の
学
習
指
導

︱
︱
主
体
的
で
対
話
的
な
深
い
学
び
を
目
指
し
て
︱
︱

黒

　瀬

　直

　美
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三

　学
習
指
導
の
実
際
と
そ
の
分
析

（
一
）
学
習
者
・
実
施
時
期
・
配
当
時
間
・
教
材

　

広
島
県
立
広
島
観
音
高
等
学
校　

一
年
六
組　

40
名

　

2
0
2
1
年
（
令
和
3
年
）
1
月
下
旬
~
2
月
上
旬　

8
・
5
時
間

　
﹃
竹
取
物
語
﹄（
角
川
文
庫
）
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
（
授
業
者
編
成
）

　

絵
本　
﹃
か
ぐ
や
ひ
め
﹄　

い
も
と
よ
う
こ
・
作

（
二
）
学
習
指
導
目
標

①
我
が
国
の
伝
統
文
化
で
あ
る
古
典
の
世
界
に
触
れ
、
親
し
み
を
持
ち
、
主

体
的
に
取
り
組
む
態
度
を
養
う
。

②
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
慣
れ
、
古
文
の
原
文
を
語
句
の
意
味
、
文
法
の
き
ま

り
に
従
っ
て
理
解
す
る
。

③﹃
竹
取
物
語
﹄
に
描
か
れ
て
い
る
人
間
の
姿
を
読
み
取
り
、
他
者
の
意
見
と

の
交
流
を
通
し
て
、﹃
竹
取
物
語
﹄
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
持
つ
。

（
三
）
単
元
の
構
造

　（図
1
参
照
）

　

第
1
次　

導
入　

0
・
5
時
間

　

第
2
次　

展
開
Ⅰ　

5
時
間

　

第
3
次　

展
開
Ⅱ　

2
時
間

　

第
4
次　

終
結　
　

1
時
間

図 1　単元構造図
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（
四
）
学
習
の
実
際
と
そ
の
分
析

 

第
1
次　

~
導
入
~　

0
・
5
時
間 

︻
学
習
の
実
際
︼

①﹃
竹
取
物
語
﹄
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
か
、
問
い
か
け
、
生
徒
の
持
っ
て
い
る

イ
メ
ー
ジ
を
全
体
で
共
有
す
る
。

②
絵
本
﹃
か
ぐ
や
ひ
め
﹄
を
読
み
、
感
想
を
書
く
。（
絵
本
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

に
投
影
。）
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
（
図
2
）
に
気
付
き
、
感
想
を
書
く
。

③
教
科
書
の
「
か
ぐ
や
姫
の
生
ひ
立
ち
」
を
読
み
、
冒
頭
部
分
を
起
想
し
、
こ

れ
か
ら
﹃
竹
取
物
語
﹄
に
つ
い
て
学
習
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

︻
分
析
︼

生
徒
の
感
想

●
ど
う
し
て
か
ぐ
や
姫
は
結
婚
し
よ
う
と
言
っ
て
く
れ
て
い
る
男
性
に
無

理
難
題
を
与
え
、
あ
き
ら
め
さ
せ
る
理
由
を
作
っ
た
の
か
と
疑
問
に
思
っ

た
。
お
じ
い
さ
ん
は
お
ば
あ
さ
ん
の
か
ぐ
や
姫
に
対
す
る
愛
が
溢
れ
て
い

る
と
思
っ
た
。

●
か
ぐ
や
姫
を
大
切
に
育
て
て
い
た
か
ら
、
か
ぐ
や
姫
は
月
に
行
く
前
に

お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
に
恩
返
し
を
し
て
い
て
良
い
な
と
思
っ
た
け

ど
、
悲
し
か
っ
た
。

●
か
ぐ
や
姫
が
結
婚
を
申
し
込
ん
で
き
た
時
、
無
理
な
要
求
を
し
た
の
は

月
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
て
初
め
か
ら
誰
と
も
結

婚
す
る
気
が
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。

●
何
度
も
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
面
白
い
。

●
か
ぐ
や
姫
は
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
け
れ
ど
改
め
て
読
ん
で
み
て
謎
が

た
く
さ
ん
あ
る
お
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。

図 2　生徒に配付したワークシート
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絵
本
を
読
ん
で
改
め
て
不
思
議
で
謎
の
多
い
、
面
白
い
話
で
あ
る
と
い
う
印

象
を
持
っ
た
生
徒
が
多
い
。
そ
の
他
、
親
子
の
愛
情
、
別
れ
の
悲
し
さ
、
か
ぐ

や
ひ
め
の
結
婚
す
る
気
の
な
さ
を
読
み
取
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
中
学
校
で
の
学

習
を
思
い
出
し
て
い
る
生
徒
も
多
い
。
で
は
古
典
の
﹃
竹
取
物
語
﹄
で
は
ど
う

描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
い
か
け
て
次
時
に
移
っ
た
。

 

2
次　

~
展
開
Ⅰ
~　

5
時
間 

︻
学
習
の
実
際
︼

①　

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
﹃
竹
取
物
語
﹄（
図
3
）
を
配
付
し
た
。﹃
竹
取
物
語
﹄

を
す
べ
て
読
ま
せ
る
の
に
は
か
な
り
な
労
力
を
必
要
と
す
る
た
め
、
指
導
者
の

方
で
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
を
作
成
し
た
。

②　

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
（
図
4
）
で
は
原
文
の
左
に
現
代
語
訳
を
補
っ
た
。
ま

た
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
、
原
文
で
じ
っ
く
り
読
ま
せ
た
い
と
こ
ろ
は
、
現
代
語
訳
を

空
欄
に
し
、
生
徒
に
現
代
語
訳
を
考
え
さ
せ
た
。
指
導
者
が
ゆ
っ
く
り
原
文
を

読
み
、
時
々
着じ
や
く
ご語
（
読
み
な
が
ら
短
い
教
師
の
感
想
や
注
意
点
を
付
け
加
え
る

こ
と
）
を
は
さ
み
な
が
ら
、
補
っ
て
い
っ
た
。

③　

最
初
か
ら
読
み
進
め
て
い
っ
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
気
づ
き
や
感
想
を
書

き
入
れ
さ
せ
た
。
発
表
し
や
す
い
よ
う
に
、
ま
ず
は
書
い
た
も
の
を
周
囲
の
四

人
で
回
し
読
み
を
し
、
そ
の
後
、
気
づ
き
や
感
想
を
発
表
し
な
が
ら
共
有
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②
「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
」「
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
」
を
読
ん

で
の
気
づ
き
・
感
想

図 3　ダイジェスト版『竹取物語』表紙

第
一
部　

竹
取
の
翁
と
か
ぐ
や
姫

　

1　

三
寸
ば
か
り
な
る
人

　

2　

か
ぐ
や
姫
の
結
婚

第
二
部　

五
人
の
貴
公
子
へ
の
難
題
と
帝
の
求
愛

　

1　

石
作
の
皇
子
~
仏
の
御
石
の
鉢

　

2　

庫
持
の
皇
子
~
蓬
莱
の
玉
の
枝

　

3　

右
大
臣
阿
部
御
主
人
~
火
鼠
の
皮
衣

　

4　

大
納
言
大
伴
御
行
~
竜
の
首
の
玉

　

5　

石
上
麻
呂
足
~
燕
の
子
安
貝

　

6　

帝
の
求
婚

第
三
部　

か
ぐ
や
姫
の
昇
天

　

1　

か
ぐ
や
姫
の
嘆
き

　

2　

天
人
の
お
迎
え

　

3　

か
ぐ
や
姫
の
昇
天
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●
か
ぐ
や
姫
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
人
と
は
結
婚
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
か
ぐ
や
姫
本
人
は
自
分
を
「
美
し
く
な
い
」

と
思
い
、
そ
こ
か
ら
相
手
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

気
づ
い
た
。
翁
は
本
当
に
か
ぐ
や
姫
の
こ
と
が
大
切
で
娘
と
し
て
育
て
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

●「
か
ぐ
や
姫
の
結
婚
」
と
い
う
の
は
今
ま
で
習
っ
た
こ
と
が
な
く
て
、
ど

う
し
て
難
題
を
出
し
た
の
か
が
わ
か
っ
て
よ
か
っ
た
で
す
。
か
ぐ
や
姫
は

自
分
の
こ
と
を
可
愛
く
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
謙
虚
だ
と
思

い
ま
し
た
。

●
か
ぐ
や
姫
は
結
婚
を
す
る
に
は
相
手
の
愛
情
の
深
さ
を
知
る
必
要
が
あ

る
ほ
ど
の
純
粋
な
心
を
持
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。

ま
と
め
と
し
て
、「
結
婚
に
疑
問
」「
男
性
を
信
じ
て
い
な
い
」「
本
当
の
心

を
知
る
た
め
に
難
題
」
と
板
書

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
③
「
石
作
の
皇
子
」
を
読
ん
で
の
気
づ
き
・
感
想

●
最
後
に
か
ぐ
や
姫
は
「
ま
だ
言
い
訳
を
す
る
の
か
」
と
石
作
の
皇
子
に

呆
れ
た
か
ら
返
事
を
し
な
か
っ
た
の
か
な
と
思
っ
た
。
石
作
の
皇
子
は
ず

る
賢
い
な
と
思
っ
た
。

●
石
作
の
皇
子
は
「
美
し
い
人
」
と
結
婚
し
た
か
っ
た
だ
け
で
、「
か
ぐ
や

姫
」
自
身
の
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
な
い
人
だ
と
感
じ
た
。

ま
と
め
と
し
て
「
う
そ
を
つ
く
」
↓
「
信
用
で
き
な
い
」
↓
「（
か
ぐ
や
姫

は
）
冷
た
い
態
度
」
と
板
書

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
④
「
倉
持
の
皇
子
」
を
読
ん
で
の
気
づ
き
・
感
想

●
か
ぐ
や
姫
も
翁
を
だ
ま
す
く
ら
い
の
偽
物
を
作
っ
て
き
て
、
嘘
の
話
ま

で
長
々
と
話
し
、
嘘
が
上
手
な
人
だ
と
思
っ
た
。

図 4　ダイジェスト版の一部
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●
あ
と
少
し
で
か
ぐ
や
姫
を
だ
ま
せ
そ
う
な
ほ
ど
、
玉
の
枝
の
完
成
度
が

高
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
結
局
こ
の
皇
子
も
だ
ま
し
て
結
婚
す
る
人

だ
か
ら
信
用
で
き
な
い
。

ま
と
め
と
し
て
「
言
葉
巧
み
に
人
を
だ
ま
す
ず
る
賢
い
人
」「
自
分
で
探
す

つ
も
り
は
な
い
」
と
板
書

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑤
「
右
大
臣
阿
部
御
主
人
」
を
読
ん
で
の
気
づ
き
・
感
想

●
阿
部
御
主
人
が
せ
っ
か
く
大
金
を
は
た
い
て
取
り
寄
せ
て
も
ら
っ
た
の

に
、
そ
れ
は
偽
物
で
、
な
ん
だ
か
か
わ
い
そ
う
だ
な
と
思
っ
た
。
前
の
二

人
と
違
っ
て
偽
物
だ
と
知
ら
ず
本
物
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
か
ぐ
や
姫

は
頭
が
良
く
て
気
が
強
い
な
と
思
っ
た
。

●
自
分
で
す
ら
偽
物
と
気
づ
い
て
い
な
い
で
中
国
で
買
っ
て
し
ま
っ
て
、

少
し
人
の
こ
と
を
信
じ
や
す
い
素
直
な
人
だ
と
思
い
ま
し
た
。

●
か
ぐ
や
姫
は
本
当
に
結
婚
を
し
た
く
な
い
ん
だ
な
と
思
っ
た
。
男
性
陣

が
ど
れ
だ
け
か
ぐ
や
姫
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
か
理
解
し
て
い
な
く
て
、

他
人
の
こ
と
は
余
り
気
に
し
て
い
な
い
。

ま
と
め
と
し
て
「
お
金
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
人
」「
だ
ま
さ
れ
や
す
い

人
」
と
板
書

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑥
「
大
納
言
大
伴
御
行
」
を
読
ん
で
の
気
づ
き
・
感
想

●
今
ま
で
の
人
と
違
っ
て
、
本
妻
と
し
て
か
ぐ
や
姫
を
迎
え
よ
う
と
し
て

い
た
し
、
嘘
は
つ
か
ず
自
分
で
探
し
に
行
っ
て
い
る
い
い
人
だ
と
思
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
ほ
ど
本
気
で
妻
に
し
た
か
っ
た
人
を
、
最
後
に
は
大
悪
党
と

思
っ
て
い
る
の
で
、
ひ
ど
い
な
と
思
っ
た
。

●
前
の
妻
と
離
婚
し
て
も
か
ぐ
や
姫
と
結
婚
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
に
、

す
ぐ
に
大
悪
党
と
悪
口
を
言
っ
て
い
た
の
で
び
っ
く
り
し
た
。

ま
と
め
と
し
て
「
自
分
で
行
動
す
る
」「
真
面
目
」「
家
来
大
切
」「
正
妻
と

し
て
迎
え
よ
う
と
す
る
」
と
板
書

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑦
「
石
上
麻
呂
足
」
を
読
ん
で
の
気
づ
き
・
感
想

●
家
来
の
意
見
を
き
ち
ん
と
聞
き
入
れ
る
優
し
い
人
。
し
か
し
心
が
弱
い
。

か
ぐ
や
姫
は
前
よ
り
だ
い
ぶ
丸
く
な
っ
た
。

●
か
ぐ
や
姫
が
初
め
て
「
か
わ
い
そ
う
」
と
同
情
し
た
。
自
分
の
力
で
最

後
ま
で
頑
張
っ
て
い
た
ら
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

●
一
番
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
た
。
家
来
た
ち
と
協
力
し
て
い
た
し
、
自

分
で
も
取
ろ
う
と
し
て
い
た
。
が
、
怪
我
と
病
気
の
せ
い
で
何
も
で
き
な

い
。
か
ぐ
や
姫
が
初
め
て
「
か
わ
い
そ
う
」
と
感
情
を
出
し
て
い
た
。

ま
と
め
と
し
て
「
最
後
ま
で
努
力
」「
家
来
を
信
用
」「
世
間
体
を
気
に
す

る
」「
死
」
と
板
書

④　

こ
こ
で
淡
々
と
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
す
た
め
に
単
調
に
な
っ
て
い
た

の
で
、
か
ぐ
や
姫
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
、
意
見
を
集

約
し
、
確
認
す
る
段
階
を
設
け
た
（
図
5
）。
か
ぐ
や
姫
の
人
間
性
を
多
面
的
に

捉
え
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
こ
で
い
っ
た
ん
か
ぐ
や
姫
の
人
物
像
を
確
認
し
た
こ

と
は
、
今
ま
で
の
流
れ
に
変
化
を
出
す
と
と
も
に
、
次
の
帝
の
求
婚
の
場
面
へ

の
橋
渡
し
と
し
て
効
果
が
あ
っ
た
。

⑤　

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
向
け
て
、
予
定
し
て
い
た
時
間
も
無
く
な
っ
て
き
た

の
で
、
こ
こ
で
「﹃
竹
取
物
語
﹄
を
読
む　

私
の
分
析
1
」
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
（
図
6
）
を
配
付
し
、
今
ま
で
の
流
れ
を
確
認
し
な
が
ら
、「
帝
の
求
婚
」

「
か
ぐ
や
姫
の
嘆
き
」「
天
人
の
お
迎
え
」「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
を
読
ん
で
気
付

き
・
感
想
を
出
し
合
い
、
読
み
を
交
流
し
合
っ
た
。
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ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑧
「
帝
の
求
婚
」
を
読
ん
で
の
気
づ
き
・
感
想

●
帝
は
最
初
は
人
を
使
っ
て
か
ぐ
や
姫
に
会
お
う
と
し
て
い
た
が
、
途
中

か
ら
帝
自
ら
か
ぐ
や
姫
に
会
い
に
行
こ
う
と
し
て
お
り
、
か
ぐ
や
姫
に
と

て
も
興
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
帝
は
か
ぐ
や
姫
に
会
っ
て
か
ら

他
の
女
性
の
と
こ
ろ
に
通
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
か
ぐ
や
姫
の
こ
と

が
と
て
も
好
き
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
か
ぐ
や
姫
は
今
ま
で
冷
淡

に
向
け
ら
れ
る
愛
を
は
ね
つ
け
て
い
た
の
に
、
帝
と
は
心
の
こ
も
っ
た
歌

を
送
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
帝
に
興
味
が
出
て
き
た
の
か
な
と
思
っ

た
。

●
帝
は
か
ぐ
や
姫
が
冷
た
い
態
度
を
と
っ
て
も
真
心
を
持
っ
て
か
ぐ
や
姫

と
接
し
て
い
た
。
帝
は
初
め
て
か
ぐ
や
姫
の
本
当
の
姿
を
し
た
。
か
ぐ
や

姫
が
本
当
に
心
を
開
い
た
人
。
強
引
に
連
れ
て
行
こ
う
と
し
た
が
、
か
ぐ

や
姫
を
待
っ
て
連
れ
て
い
か
な
か
っ
た
優
し
い
人
。

●
か
ぐ
や
姫
も
帝
に
歌
を
送
っ
た
り
手
紙
の
返
事
を
書
い
て
い
る
。
帝
は

か
ぐ
や
姫
が
地
上
の
人
で
な
く
て
も
か
ぐ
や
姫
の
こ
と
が
好
き
で
あ
る
。

か
ぐ
や
姫
が
成
長
し
て
い
る
。

ま
と
め
と
し
て
、
帝
「
賢
く
冷
静

　権
力
を
使
わ
ず

　か
ぐ
や
姫
に
優
し

い

　本
当
の
姿
を
見
て
も
好
意
」
か
ぐ
や
姫
「
帝
の
命
令
を
聞
か
な
い

　

心
の
こ
も
っ
た
歌

　好
意

　人
間
味
が
増
し
た
」
と
板
書

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑨
「
か
ぐ
や
姫
の
嘆
き
」「
天
人
の
お
迎
え
」「
か
ぐ
や
姫

の
昇
天
」
を
読
ん
で
の
気
づ
き
・
感
想

●
か
ぐ
や
姫
は
帝
や
媼
、
翁
と
別
れ
る
こ
と
に
悲
し
ん
で
い
て
、
も
と
よ

り
も
感
情
が
豊
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
月
の
世
界
の
人
は
と

て
も
冷
め
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
最
終
的
に
か
ぐ
や
姫
の
感
情
は

天
の
羽
衣
で
消
え
て
し
ま
っ
て
切
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

●
月
の
人
は
冷
た
く
、
か
ぐ
や
姫
の
気
持
ち
な
ど
を
知
ろ
う
と
せ
ず
、
も

し
か
し
た
ら
そ
う
い
う
気
持
ち
を
持
た
な
い
の
が
月
の
人
な
の
か
と
思
っ

た
。
天
の
羽
衣
を
着
さ
せ
る
の
が
不
思
議
に
思
っ
た
。
月
に
帰
っ
た
ら
翁

た
ち
の
こ
と
を
全
部
忘
れ
て
思
い
出
が
1
つ
も
な
い
の
は
か
ぐ
や
姫
に

と
っ
て
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
た
。

●
か
ぐ
や
姫
が
翁
と
媼
に
、
人
間
界
の
も
の
で
は
な
く
月
に
帰
ら
な
い
と

い
け
な
い
と
打
ち
明
け
て
、
翁
と
媼
が
ど
ん
な
に
嘆
か
れ
る
こ
と
か
と

言
っ
て
激
し
く
泣
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
翁
と
媼
に
感
謝
し
て
お
り
、

感
情
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
天
の
人
た
ち
が
か
ぐ
や

姫
を
迎
え
に
来
て
い
る
と
き
に
、
翁
と
媼
が
二
十
年
余
り
育
て
て
き
た
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
こ
ん
な
汚
い
と
こ
ろ
に
長
く
い
る
必
要
が
な
い
」
と

言
っ
て
い
て
最
悪
だ
と
思
っ
た
。

こ
れ
ら
の
意
見
を
代
表
的
な
指
摘
と
し
て
授
業
者
の
方
で
ピ
ッ
ク
ア
ッ
ッ

プ
し
、
プ
リ
ン
ト
に
し
て
、
図
6
に
貼
り
付
け
て
ま
と
め
と
し
た
。

︻
分
析
︼

　

原
文
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
和
感
を
覚
え
た
り
、
共
感
を
覚
え
た
り
、

高
校
一
年
生
と
し
て
の
素
朴
な
感
想
を
持
っ
た
り
と
、
物
語
と
対
話
し
な
が
ら
、

そ
し
て
他
者
（
友
だ
ち
、
授
業
者
）
と
対
話
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
気
づ
き

を
得
て
い
き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
細
部
に
気
を
つ
け

よ
う
と
し
た
り
、
自
分
な
り
の
視
点
を
大
事
に
し
た
り
、
他
者
に
影
響
さ
れ
て

読
み
を
深
め
よ
う
と
し
た
り
す
る
様
子
が
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
見
て
い
て
う
か
が
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図 5 　かぐや姫の人物像について

図 6　ワークシートを元にした「私の分析 1」
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え
た
。
ま
た
意
見
や
気
づ
き
を
収
束
す
る
場
面
を
設
け
て
全
体
で
確
認
し
た
こ

と
で
も
、
生
徒
は
各
自
の
「
理
解
の
土
台
」
を
得
て
ま
た
次
の
捉
え
方
へ
と
進

ん
で
い
っ
た
よ
う
に
思
う
。

 

第
3
次　

~
展
開
Ⅱ
~　

2
時
間 

︻
学
習
の
実
際
︼

①　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
「
私
の
分
析
1
」（
図
6
）
で
作
品
全
体
を
通
し
て
﹃
竹
取

物
語
﹄
を
構
造
的
に
捉
え
、
さ
ら
に
気
づ
き
や
感
想
を
交
流
す
る
と
い
う
段
階

は
、
時
間
を
短
縮
す
る
た
め
に
第
2
次
の
「
帝
の
求
婚
」、「
か
ぐ
や
姫
の
嘆
き
」

「
天
人
の
お
迎
え
」「
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
」
を
読
ん
で
の
気
づ
き
・
感
想
の
と
こ

ろ
で
同
時
並
行
で
取
り
組
ん
だ
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
主
に
次
の
よ
う
な
気

づ
き
や
感
想
が
出
て
き
た
。

●
か
ぐ
や
姫
は
初
期
の
頃
か
ら
比
べ
る
と
人
間
性
・
人
間
味
が
増
し
て
成

長
し
た
。

●
か
ぐ
や
姫
が
激
し
く
泣
い
た
り
翁
た
ち
と
別
れ
る
の
を
と
て
も
悲
し
ん

で
い
る
と
こ
ろ
に
、
か
ぐ
や
姫
の
本
当
の
気
持
ち
や
姿
が
出
て
い
る
と

思
っ
た
。

●
本
当
の
最
後
は
絵
本
と
比
べ
て
残
酷
な
も
の
だ
な
と
思
っ
た
。

●
か
ぐ
や
姫
は
最
後
に
帝
に
も
手
紙
を
残
し
た
事
か
ら
、
帝
を
信
用
し
て

本
当
の
心
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

●
月
の
人
た
ち
は
昔
の
か
ぐ
や
姫
の
よ
う
に
と
て
も
冷
た
い
。

②　

以
上
の
気
づ
き
・
感
想
を
踏
ま
え
て
、「﹃
竹
取
物
語
﹄
は
何
を
描
こ
う
と

し
た
作
品
か
、
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と
め
る
」
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
「
私
の
分
析
2
」（
図
7
）
を
配
付
し
た
。
研
究
授
業
と
し
て
公

図 7　私の分析 2
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開
し
た
の
は
、
こ
の
②
か
ら
次
頁
の
⑨
ま
で
の
学
習
指
導
で
あ
る
。
こ
の
日
は

2
人
組
で
ペ
ア
を
組
ん
で
行
っ
た
。

③　

ま
ず
は
個
人
で
考
え
を
書
か
せ
た
。
根
拠
を
複
数
挙
げ
る
よ
う
に
指
示
を

し
た
。
ペ
ア
で
お
互
い
の
意
見
を
見
せ
合
い
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
追
記
し
た
り
、

訂
正
し
た
り
し
た
。

④　

そ
の
後
、
何
人
か
に
指
名
し
て
意
見
を
出
さ
せ
、
板
書
し
た
。
そ
の
際
、

必
ず
根
拠
を
付
け
て
発
表
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
多
く
の
意
見
は
「
か
ぐ
や
姫

の
心
の
成
長
・
人
間
ら
し
さ
」「
家
族
と
の
愛
情
」「
愛
す
る
こ
と
に
よ
る
喜
び

と
悲
し
み
」「
人
間
の
気
持
ち
の
変
化
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
（
図
8
参

照
）。

⑤　

そ
こ
で
今
度
は
さ
ら
に
深
め
さ
せ
る
た
め
に
、
発
問
を
行
っ
た
。

授
業
者
「
今
の
と
こ
ろ
、
か
ぐ
や
姫
側
に
焦
点
を
当
て
み
ん
な
書
い
て
い

る
け
れ
ど
、
も
っ
と
広
く
見
よ
う
。
な
ぜ
天
人
を
登
場
さ
せ
た
の
で
す
か
。

と
て
も
冷
た
い
っ
て
み
ん
な
言
っ
て
た
よ
ね
。
さ
ら
に
天
人
は
こ
の
世
界

を
な
ん
て
言
っ
て
い
た
？
」

生
徒
「
汚
い
世
界
」

授
業
者
「
そ
う
、
き
た
な
き
世
界
と
言
っ
て
い
た
よ
ね
。
何
で
汚
い
の
か

分
か
る
？
隣
近
所
で
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。」

生
徒
「
な
ん
で
汚
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
汚
い
と
思
わ
な
い
ん
で
す
け

ど
⋮
⋮
」

授
業
者
「
○
○
く
ん
、
わ
か
る
？
」

生
徒
「
ん
ー
、
汚
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
⋮
⋮
き
れ
い
な
と
こ
ろ
も

あ
り
、
き
た
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。」

図 8　研究授業当日の板書
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授
業
者
「
な
る
ほ
ど
。
み
ん
な
は
ど
う
思
う
？
」

（
グ
ル
ー
プ
で
話
し
始
め
る
）

授
業
者
「
そ
し
て
⋮
⋮
題
名
に
着
目
し
て
み
よ
う
。
絵
本
の
題
名
は
な
ん

だ
っ
た
？
」

生
徒
「
か
ぐ
や
ひ
め
」

授
業
者
「
こ
の
作
品
の
題
は
？
そ
う
、﹃
竹
取
物
語
﹄
だ
よ
ね
。
ど
う
し
て

違
う
ん
だ
ろ
う
。」

⑥　

生
徒
の
目
が
変
わ
っ
た

の
で
、
そ
の
ま
ま
「
じ
ゃ
あ
、

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
み

よ
う
。」
と
い
う
こ
と
で
話

し
合
わ
せ
た
。

⑦　

そ
の
後
、
ペ
ア
で
プ
レ

ゼ
ン
担
当
一
名
を
決
定
し
、

も
う
一
名
は
取
材
担
当
と
し

て
、
机
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

し
て
プ
レ
ゼ
ン
担
当
の
発
表

を
聞
い
て
回
ら
せ
た
。
ロ
ー

テ
シ
ョ
ン
が
終
わ
っ
た
ら
、

取
材
担
当
の
人
は
プ
レ
ゼ
ン

担
当
に
他
の
ペ
ア
の
意
見
を

報
告
す
る
よ
う
に
指
示
し
た

（
図
9
）。

図 9　座席のローテーション

⑧　

他
の
ペ
ア
の
意
見
を
参
考
に
し
て
、
さ
ら
に
ペ
ア
で
話
し
合
い
、
そ
の
後
、

個
人
の
意
見
を
最
初
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
戻
っ
て
作
成
し
、
ク
ラ
ス
全
体
で
発

表
し
た
。

●
人
間
の
汚
く
も
美
し
い
世
界
。
貴
族
が
嘘
を
つ
い
て
結
婚
し
よ
う
と
し

た
り
、
翁
が
、
地
位
欲
し
さ
に
か
ぐ
や
姫
を
早
く
帝
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
り
、
欲
に
ま
み
れ
て
い
た
部
分
も
あ
っ

た
け
ど
、
翁
も
帝
も
か
ぐ
や
姫
を
愛
し
て
い
た
と
い
う
美
し
い
愛
が
あ
っ

た
と
感
じ
た
か
ら
。

●
人
間
世
界
の
美
し
さ
と
汚
さ
、
愛
し
方
の
違
い
。
五
人
の
貴
公
子
の
中

で
も
人
に
よ
っ
て
は
か
ぐ
や
姫
の
こ
と
を
愛
し
す
ぎ
る
ば
か
り
に
相
手
や

他
の
人
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
り
、
自
ら
の
命
を
危
険
に
さ
ら
し
て
し
ま

う
人
が
い
た
。
帝
が
強
引
に
権
力
を
使
わ
ず
か
ぐ
や
姫
を
尊
重
し
て
い
て
、

三
年
間
手
紙
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
。
翁
た
ち
は
本
当
の
親
で
は
な
い
が

か
ぐ
や
姫
に
深
い
愛
情
を
注
い
で
育
て
た
。

●
人
の
感
情
の
面
白
さ
。
人
の
心
の
奥
深
さ
。
か
ぐ
や
姫
と
結
婚
す
る
た

め
に
ど
ん
な
手
で
も
使
う
貴
公
子
の
心
の
黒
い
部
分
で
あ
っ
た
り
、
反
対

に
か
ぐ
や
姫
の
こ
と
を
思
い
続
け
る
帝
や
、
大
切
に
育
て
て
き
た
翁
と
媼

の
愛
情
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
感
情
が
出
て
い
る
か
ら
。
ま
た
人
の
心
を
持
っ

て
い
な
い
天
人
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
か
ら
。
人
の
本
当

の
姿
を
描
こ
う
と
し
た
。

⑨　

最
後
に
、﹃
竹
取
物
語
﹄
は
「
物
語
の
い
で
き
は
じ
め
の
お
や
」
で
あ
り
、

こ
の
影
響
を
受
け
て
、
様
々
な
作
品
が
誕
生
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
古

典
作
品
だ
け
で
な
く
、
映
画
や
ア
ニ
メ
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
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図
版
で
示
し
、
私
た
ち
の
大
切
な
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
め
く
く
っ
た
。

︻
分
析
︼

　
「﹃
竹
取
物
語
﹄
は
何
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
か
、
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と

め
る
」
と
い
う
最
初
の
段
階
で
は
、
授
業
者
の
予
想
通
り
、
最
後
の
別
れ
の

シ
ー
ン
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
。
も
う
少
し
広
く
総
括
的
に
考
え
さ
せ
る
た
め
に
、

「
な
ぜ
天
人
が
登
場
し
て
い
る
の
か
」「
天
人
は
こ
の
世
界
を
な
ん
と
表
現
し
て

い
た
か
」「
絵
本
の
タ
イ
ト
ル
と
の
違
い
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
発
問
を
投
げ
か
け

た
。
こ
れ
ら
の
発
問
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
目
の
色
が
変
わ
っ
た
。
か
ぐ
や
姫
と

翁
、
媼
、
帝
の
心
情
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
広
く
物
語
の
構
造
を
捉
え
て
考
え

始
め
て
い
た
。
そ
こ
で
生
徒
に
ペ
ア
ワ
ー
ク
の
中
で
語
ら
せ
、
そ
れ
を
全
体
の

場
で
生
徒
に
発
表
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。
そ
の
際
に
気
を
つ
け
た
こ
と
は
、
生

徒
の
表
情
や
身
振
り
、
手
振
り
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
の
雰
囲
気
、
机
間
巡
視
に
よ
る

記
述
の
観
察
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
誰
に
発
表
さ
せ
る
か
を
考
え
て

い
っ
た
。

　
「﹃
竹
取
物
語
﹄
は
何
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
か
、
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と

め
る
」
の
二
回
目
の
書
き
直
し
で
は
、
ペ
ア
ワ
ー
ク
だ
け
で
は
、
視
点
が
広
が

ら
な
い
と
考
え
、
ペ
ア
で
プ
レ
ゼ
ン
担
当
と
取
材
担
当
を
決
め
、
取
材
担
当
の

み
座
席
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
交
代
さ
せ
て
、
情
報
収
集
さ
せ
る
こ
と
で
ペ
ア

相
互
の
情
報
交
換
を
促
し
、
多
様
な
意
見
を
通
し
て
自
分
た
ち
の
考
え
を
磨
い

て
い
く
場
を
設
け
た
こ
と
も
効
果
的
で
あ
っ
た
。
聞
く
、
話
す
、
読
む
、
書
く

が
有
機
的
に
関
連
し
て
い
く
中
で
、
考
え
も
深
ま
っ
た
よ
う
に
思
う
。
最
後
の

発
表
で
、
生
徒
は
堂
々
と
自
分
の
意
見
を
根
拠
を
持
っ
て
大
き
な
声
で
発
表
し

て
い
た
。
ペ
ア
ワ
ー
ク
に
支
え
ら
れ
、
ク
ラ
ス
の
仲
間
を
信
頼
し
、
自
分
の
意

見
を
受
け
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
い
う
安
心
感
が
土
台
に
な
い
と
、
こ
の
よ

う
な
発
表
は
で
き
な
い
。
日
常
か
ら
の
教
室
作
り
が
い
か
に
大
切
か
を
実
感
し

た
時
で
も
あ
っ
た
。

 

第
4
次　

~
終
結
~　

1
時
間 

︻
学
習
の
実
際
︼

①　

学
習
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、「
私
の
﹃
竹
取
物
語
﹄」
と
い
う
Ａ
4
版
一

枚
の
作
品
紹
介
を
書
く
、
と
い
う
取
り
組
み
を
行
い
、
ま
と
め
と
し
た
。
授
業

で
の
取
り
組
み
を
経
て
、
各
自
が
次
年
度
に
入
学
し
て
く
る
一
年
生
に
、
中
学

校
時
代
と
は
違
う
、﹃
竹
取
物
語
﹄
の
魅
力
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
を
狙
い
と

し
た
。
ま
た
今
ま
で
学
習
し
て
き
た
﹃
竹
取
物
語
﹄
の
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
を
ク

ラ
ス
全
体
で
共
有
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
﹃
竹
取
物
語
﹄

を
捉
え
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

②　

実
際
の
作
品
を
紹
介
す
る
（
図
10
）。

図10　私の『竹取物語』生徒作品
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四

　成
果
と
課
題

（
一
）
授
業
で
の
や
り
と
り
に
つ
い
て

　

本
文
を
読
み
、
気
づ
き
や
感
想
を
書
い
て
、
周
囲
で
交
流
し
、
加
筆
・
訂
正

し
て
発
表
し
、
授
業
者
と
の
対
話
を
経
て
読
み
深
め
て
い
く
と
い
う
場
面
で
は
、

必
ず
し
も
生
徒
が
授
業
者
の
求
め
て
い
る
コ
メ
ン
ト
を
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。

そ
ん
な
と
き
こ
そ
、
生
徒
の
発
表
に
対
し
て
、「
お
も
し
ろ
い
ね
」「
な
る
ほ
ど
」

「
そ
れ
は
思
い
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
事
も
確
か
に
言
え
る
ね
」「
○
○
く

ん
ら
し
い
、
鋭
い
答
え
だ
ね
」
と
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
用
い
て
評
価
し

た
。
生
徒
の
コ
メ
ン
ト
は
表
現
が
足
り
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
鋭
い
指
摘
な

の
に
授
業
者
の
方
で
見
過
ご
す
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
を
生
徒
た
ち
と
リ
ア
ル
タ

イ
ム
で
や
り
と
り
し
な
が
ら
拾
え
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

授
業
者
の
教
材
研
究
の
深
さ
が
不
可
欠
で
あ
り
、
さ
ら
に
授
業
者
が
対
話
的
な

授
業
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
用
意
し
た
発
問
以
外
に
、
そ
の
場

に
応
じ
た
発
問
を
考
え
つ
つ
、
生
徒
の
コ
メ
ン
ト
も
評
価
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
そ

の
コ
メ
ン
ト
を
活
か
し
て
つ
な
げ
て
い
き
、
授
業
の
進
行
を
形
作
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
常
に
ス
キ
ル
を
必
要
と
す
る
と
感
じ
る
。
私
自
身
、
果

て
し
な
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
失
敗
の
連
続
を
何
年
も
続
け
、
現
在
も
失
敗
を
続
け

て
い
る
が
、
そ
の
ト
ラ
イ
ア
ン
ド
エ
ラ
ー
の
繰
り
返
し
で
多
少
は
成
長
し
て
い

る
と
感
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
に
は
、
対
話
的
な
授
業
を

実
際
に
見
て
み
る
こ
と
が
一
番
で
あ
る
。

（
二
）
対
話
的
な
授
業
を
成
立
さ
せ
る
前
提
条
件
に
つ
い
て

　

一
年
六
組
は
国
語
総
合
の
古
典
を
三
単
位
で
受
け
持
っ
た
。
四
月
当
初
か
ら
、

授
業
規
律
を
整
え
、
安
心
で
安
全
な
場
を
作
り
、
授
業
か
ら
脱
線
す
る
こ
と
な

く
、
授
業
に
集
中
す
る
中
で
、
お
互
い
に
考
え
た
こ
と
を
気
軽
に
話
し
合
い
、

発
表
す
る
雰
囲
気
を
作
っ
て
き
た
。
前
向
き
に
取
り
組
ま
な
い
態
度
に
対
し
て

は
厳
し
く
諭
し
、
的
外
れ
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
生
徒
に
対
し
て
も
発
言
に
対

す
る
姿
勢
を
肯
定
的
に
褒
め
、
突
拍
子
も
な
い
こ
と
を
言
い
出
す
生
徒
に
対
し

て
も
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
を
大
事
に
す
る
よ
う
に
言
い
、
失
敗
を
許
し
合
い
、
仲

間
を
信
頼
し
あ
う
集
団
作
り
を
行
っ
て
き
た
。
主
体
的
で
対
話
的
な
深
い
学
び

を
目
指
す
に
は
、
生
徒
指
導
が
ま
ず
根
底
に
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
繰
り
返

し
対
話
的
な
授
業
を
行
う
中
で
、
生
徒
が
言
葉
に
反
応
し
て
思
考
す
る
速
度
を

速
め
る
な
ど
、
集
中
力
を
鍛
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
三
）
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
の
妥
当
性
に
つ
い
て

　
「
私
の
﹃
竹
取
物
語
﹄」
と
い
う
Ａ
4
版
一
枚
の
作
品
紹
介
を
、
翌
年
入
学
し

て
く
る
下
級
生
に
向
け
て
書
く
、
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
に
つ
い
て
は
、

課
題
が
残
っ
た
。
単
に
楽
し
ん
で
書
い
た
だ
け
で
、
ま
だ
見
ぬ
下
級
生
と
い
う

設
定
で
は
ど
う
し
て
も
相
手
意
識
が
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

課
題
と
い
う
も
の
が
話
題
に
な
る
昨
今
、「
あ
な
た
は
新
聞
記
者
で
す
」「
生
徒

会
で
○
○
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
「
現
実
」
の
活
用
場
面
を
い

く
ら
想
定
し
て
も
、
所
詮
そ
れ
は
「
架
空
」
の
場
面
で
あ
り
、
生
徒
に
と
っ
て

は
「
伝
え
た
い
」
と
い
う
意
欲
を
か
き
立
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
。
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
を
課
す
場
面
を
見
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と

感
じ
た
。
む
し
ろ
、
第
4
次
を
省
略
し
、
第
3
次
の
「﹃
竹
取
物
語
﹄
は
何
を
描
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こ
う
と
し
た
作
品
か
、
自
分
な
り
の
考
え
を
ま
と
め
る
」
で
授
業
を
終
わ
っ
て

も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
し
て
い
る
。

五

　お
わ
り
に

　

私
自
身
、
持
て
る
力
の
最
大
を
出
し
た
。
本
当
に
夢
中
で
取
り
組
ん
だ
。
手

応
え
は
大
い
に
あ
っ
た
。

　

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
2
0
0
9
年
に
実
践
し
た
と
き
か
ら
、
十
年
以
上
が

経
過
し
た
。
そ
の
間
、
日
常
の
授
業
で
発
問
を
吟
味
し
た
り
、
生
徒
の
答
え
を

ど
う
評
価
し
て
板
書
に
活
か
す
か
、
生
徒
の
答
え
に
的
確
に
反
応
す
る
に
は
ど

う
し
た
ら
い
い
か
試
行
錯
誤
し
た
り
、
生
徒
の
考
え
を
広
げ
た
り
、
深
め
た
り

す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
試
し
た
り
と
、
様
々
な
ト

ラ
イ
ア
ン
ド
エ
ラ
ー
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
し
て
う
ま
く
い
っ
た
も
の
を
ま

た
積
み
重
ね
、
磨
い
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
日
々
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
2
0
0
9
年
の
実

践
の
リ
ベ
ン
ジ
は
果
た
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
課
題
は
多
い
。

生
徒
の
興
味
、
関
心
を
喚
起
す
る
単
元
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
生
徒
の
読
解
力

を
伸
ば
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
生
徒
の
話
す
力
を
伸
ば
す
に
は
ど
う

す
れ
ば
良
い
の
か
、
ま
た
書
く
力
を
伸
ば
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
、
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
、
観
点
別
評
価
は
ど
う
取
り
入
れ
て
い
く
の
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

の
効
果
的
な
活
用
と
は
、
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
今
年
度
は
他
校
に
異
動
し
て
、

ま
た
違
う
生
徒
実
態
の
中
、
自
分
の
で
き
る
こ
と
を
模
索
中
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
最
後
に
、
私
と
と
も
に
楽
し
く
元
気
よ
く
授
業
に
取
り
組
ん
で

く
れ
た
広
島
観
音
高
等
学
校
元
一
年
六
組
の
生
徒
た
ち
に
、
最
大
の
敬
意
を

払
っ
て
こ
の
実
践
報
告
の
し
め
く
く
り
と
す
る
。
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