
一
、
緒

言

平
成
三
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
文
学
教
材
が
軽
視
さ
れ
て
い
る

実
情
に
つ
い
て
は
各
方
面
か
ら
の
言
及
が
あ
り
、
日
本
文
学
関
連
学
会
連
絡
協

（
�
）

議
会
に
所
属
す
る
一
六
団
体
か
ら
も
連
名
で
「
見
解
」
を
表
明
す
る
な
ど
、
反

発
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
、
文
学
系
の
学
会
で
も
国
語
教
育

（
�
）

を
テ
ー
マ
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
企
画
さ
れ
、
機
関
誌
に
そ
の
報
告
が
ま
と

（
�
）

め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
古
典
教
材
に
つ
い
て
も
、『
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
、
否
定
論

者
と
議
論
し
て
本
気
で
考
え
て
み
た
。』（
文
学
通
信
）
や
『
高
校
に
古
典
は
本

当
に
必
要
な
の
か

高
校
生
が
高
校
生
の
た
め
に
考
え
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ま

と
め
』（
文
学
通
信
）
な
ど
、
そ
の
必
要
性
を
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

（
�
）

る
。
も
っ
と
も
、
前
者
は
「
か
み
合
わ
な
い
議
論
」
な
ど
と
評
さ
れ
、
意
味
あ

（
�
）

る
議
論
で
あ
っ
た
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
は
措
く
。

平
成
三
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
、
科
目
を
再
編
し
た
上
で
、
従
来
の
三

領
域
一
事
項
の
う
ち
、
事
項
を
三
つ
に
分
割
し
、
科
目
ご
と
の
指
導
目
標
を
明

確
化
し
て
い
る
。
古
典
教
材
を
主
軸
と
す
る
「
古
典
探
究
」
で
は
、「
言
葉
の

特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項
」「
我
が
国
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る

事
項
」「
読
む
こ
と
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
科
目
中
最
も
少
な

い
。
指
導
目
標
の
設
定
が
最
も
少
な
い
こ
と
は
た
だ
ち
に
古
典
軽
視
と
は
な
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
古
典
教
材
の
可
能
性
を
大
き
く
狭
め
る
も
の
と
な
っ
て
し

ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

本
稿
で
は
古
典
文
学
教
材
を
用
い
て
ど
の
よ
う
な
指
導
が
可
能
で
、
そ
こ
か

ら
ど
の
よ
う
な
技
能
を
獲
得
で
き
る
の
か
を
平
成
三
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
の

枠
組
み
の
中
で
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
一
石
を
投
じ
た
い
。

古
典
文
学
教
材
で
何
が
可
能
か

│
│
『
蜻
蛉
日
記
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
大
鏡
』
を
例
に
│
│

荒

井

洋

樹

２３



二
、
指
導
要
領
の
指
導
事
項
の
確
認

平
成
三
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
、
指
導
事
項
を
従
来
の
三
領
域
一
事
項

か
ら
改
変
し
、「
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
」
と
「
知
識
及
び
技
能
」
と

に
分
け
た
。
前
者
は
三
領
域
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
が
、
後
者
は
、

（
１
）
言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項

（
２
）
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項

（
３
）
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

の
三
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
合
わ
せ
、
教
科
科
目
を
「
現
代
の
国

語
」「
言
語
文
化
」「
文
学
国
語
」「
論
理
国
語
」「
古
典
探
究
」「
国
語
表
現
」

に
分
け
た
。

そ
の
関
係
で
、
各
科
目
の
指
導
事
項
も
分
割
整
理
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
む
ろ

ん
、
従
来
の
指
導
要
領
（
平
成
二
二
年
版
）
で
も
各
科
目
ご
と
に
指
導
事
項
は

設
定
さ
れ
て
い
た
が
、「
国
語
総
合
」「
現
代
文
」「
古
典
」
の
枠
組
み
の
中
で

は
、
か
な
り
融
通
の
利
い
た
指
導
事
項
を
設
定
で
き
た
。
特
に
国
語
総
合
で
は

作
品
の
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
に
制
約
を
設
け
ず
に
科
目
設
定
を
す
る
こ
と
で
柔
軟

な
指
導
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
科
目
で
も
、
総
説
の
科
目

編
成
に
、

「
現
代
文
Ａ
」、「
古
典
Ａ
」
及
び
「
古
典
Ｂ
」
の
各
科
目
の
指
導
事
項
は
、

読
む
こ
と
と
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
か
ら

成
る
が
、（
略
）
読
む
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
及

び
書
く
こ
と
の
言
語
活
動
を
効
果
的
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
す
る
必
要
が

あ
る
。

と
、
指
導
目
標
の
設
定
が
な
く
と
も
複
数
の
事
項
へ
目
配
り
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
平
成
三
〇
年
版
で
は
各
科
目
が
設
定
さ
れ
た
指
導
目
標
に
特
化
し
た

形
で
整
備
さ
れ
て
い
る
趣
が
あ
る
。
例
え
ば
「
古
典
探
究
」
の
指
導
目
標
は

「
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
」
で
は
読
む
こ
と
に
し
か
設
定
さ
れ
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
平
成
二
二
年
度
版
の
よ
う
に
特
記
は
し
な
い
も
の
の
、
言
語
活

動
例
に
は
創
作
や
ま
と
め
活
動
な
ど
、
書
く
こ
と
や
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
へ

も
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
。
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
指
導
目
標
と
し
て
は
設

定
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
あ
た
り
の
位
置
付
け
が
明
確
に
は
な
ら
な
い
。
当
然
の

こ
と
と
し
て
特
記
し
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
指
導
目

標
の
な
い
言
語
活
動
例
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
す
わ
り
が
悪
い
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
指
導
要
領
の
改
訂
で
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の

が
、「
主
体
的
、
対
話
的
で
深
い
学
び
」
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
注
目
す
る
点

が
あ
る
。
そ
れ
は
読
み
比
べ
活
動
が
重
視
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
各
科
目
の

指
導
目
標
を
み
る
と
、「
読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
例
に
、

＊
現
代
の
国
語

イ
異
な
る
形
式
で
書
か
れ
た
複
数
の
文
章
や
、
図
表
等
を
伴
う
文
章
を

読
み
、
理
解
し
た
こ
と
や
解
決
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
発
表
し
た

り
、
他
の
形
式
の
文
章
に
書
き
換
え
た
あ
り
す
る
活
動
。

２４



＊
言
語
文
化

ウ
異
な
る
時
代
に
成
立
し
た
随
筆
や
小
説
、
物
語
な
ど
を
読
み
比
べ
、

そ
れ
ら
を
比
較
し
て
論
じ
た
り
批
評
し
た
り
す
る
活
動
。

＊
論
理
国
語

イ
社
会
的
な
話
題
に
つ
い
て
書
か
れ
た
論
説
文
や
そ
の
関
連
資
料
を
読

み
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
基
に
、
自
分
の
考
え
を
論
述
し
た
り
、
討
論

し
た
り
す
る
活
動
。

エ
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
異
な
る
論
点
を
も
つ
複
数
の
文
章
を
読
み
比

べ
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
て
論
じ
た
り
批
評
し
た
り
す
る
活
動
。

＊
文
学
国
語

イ
作
品
の
内
容
や
形
式
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
、
評
論
や
解
説
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
論
述
し
た
り
討
論
し
た
り
す
る
活
動
。

＊
古
典
探
究

イ
同
じ
題
材
を
取
り
上
げ
た
複
数
の
作
品
や
文
章
を
読
み
比
べ
、
思
想

や
感
情
な
ど
の
共
通
点
や
相
違
点
に
つ
い
て
論
述
し
た
り
発
表
し
た

り
す
る
活
動
。

と
あ
る
。
複
数
の
文
章
や
資
料
を
比
較
す
る
活
動
が
こ
れ
ほ
ど
に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
背
景
に
は
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
複
数
の
資
料
を
読
み
込
む
必
要

が
あ
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
へ
の
対
応
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

（
�
）
る
。
そ
れ
は
大
学
入
試
共
通
テ
ス
ト
も
同
様
で
、
セ
ン
タ
ー
試
験
も
最
後
の
数

（
�
）

年
は
図
や
写
真
を
含
む
出
題
が
あ
っ
た
し
、
試
行
調
査
の
段
階
か
ら
本
試
験
に

（
�
）

至
る
ま
で
複
数
の
資
料
を
読
み
取
る
出
題
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
そ
う
し
た
読
み
比
べ
教
材
は
検
定
教
科
書
で
ど
の
程
度
採
用
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
令
和
三
年
九
月
現
在
で
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
目
次
を
公
開
し
て
い
る
数
社
の
検
定
教
科
書
を
参
観
す
る
と
、
例

え
ば
、
明
治
書
院
の
『
言
語
文
化
』（
言
文
七
一
一
）
で
は
読
み
比
べ
教
材
と

し
て
、『

伊
勢
物
語
』
芥
川
／
東
下
り
／
筒
井
筒
／
梓
弓
│
『
大
和
物
語
』
沖
つ

白
波

芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
│
『
今
昔
物
語
集
』
羅
生
門
の
上
層
に
登
り
て

死
人
を
見
る
盗
賊
の
語

と
い
う
形
で
、『
大
和
物
語
』
や
『
今
昔
物
語
集
』
を
付
帯
さ
せ
る
形
式
を
取

っ
て
い
る
。
一
方
、
三
省
堂
の
『
精
選
言
語
文
化
』（
言
文
七
〇
三
）
で
は
、

も
う
少
し
緩
や
か
で
、『
徒
然
草
』
に
「
章
段
の
読
み
比
べ
」、『
土
佐
日
記
』

『
奥
の
細
道
』
に
「
古
典
作
品
読
み
比
べ
」、『
平
家
物
語
』
と
芥
川
龍
之
介

『
羅
生
門
』
に
「
古
典
作
品
の
典
拠
利
用
」
の
コ
ラ
ム
を
設
け
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
両
社
と
も
現
代
の
国
語
で
は
明
確
に
読
み
比
べ
や
資
料
比
較
を
打
ち

出
し
た
単
元
は
な
い
。
執
筆
現
在
入
手
で
き
な
い
指
導
資
料
（
い
わ
ゆ
る
指
導

書
）
な
ど
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
現
時
点
で
は
な
ん
と
も

い
え
な
い
点
で
は
あ
る
。
少
な
く
と
も
言
語
文
化
の
範
囲
で
の
読
み
比
べ
は
旧

２５ 古典文学教材で何が可能か



来
の
教
材
を
再
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
ら
し
い
。
も
っ
と

も
、
平
成
三
〇
年
版
指
導
要
領
の
公
開
か
ら
教
科
書
作
成
及
び
検
定
の
過
程
を

考
え
れ
ば
、
新
規
の
教
材
を
開
拓
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想

像
さ
れ
る
。

一
つ
前
の
平
成
二
二
年
版
指
導
要
領
で
も
読
み
比
べ
を
求
め
る
項
目
は
存
在

す
る
。
例
え
ば
、
国
語
総
合
で
は
Ｃ
読
む
こ
と
エ
に
、

様
々
な
文
章
を
読
み
比
べ
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
、
感
想
を
述

べ
た
り
批
評
す
る
文
章
を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。

と
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
平
成
三
〇
年
版
指
導
要
領
で
は
よ
り
細
分
化
し

て
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

平
成
二
二
年
版
指
導
要
領
で
読
み
比
べ
を
求
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
従

来
か
ら
採
録
さ
れ
て
い
た
教
材
の
比
較
は
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ

る
。
し
か
し
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
は
相
対
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
結
果
が

下
降
し
て
い
る
現
状
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
教
育
効
果
は
十
全
で
な
か
っ
た
と

評
価
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
両
者
を
比
較
し
て
授
業
を
展
開
す
る
余
裕
が
あ

る
学
校
は
い
か
ほ
ど
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
国
語
総
合
の
授
業
を

例
に
す
れ
ば
、
現
代
文
分
野
と
古
典
分
野
を
分
け
て
い
る
学
校
も
多
く
、
各
出

版
社
の
国
語
総
合
の
検
定
教
科
書
で
も
現
代
文
分
野
と
古
典
分
野
を
分
冊
に
し

て
い
る
も
の
を
用
意
し
て
お
り
、
芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
』
と
『
今
昔
物
語

集
』
の
よ
う
な
近
代
小
説
と
古
典
文
学
作
品
の
比
較
が
、
そ
の
枠
組
み
の
な
か

で
実
施
で
き
た
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
現
実
的
に
は
読
み
比
べ
や
比
較
の

指
導
は
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
に
は
定
番
教
材
の
負
の
側
面
も
現
れ
て
い
よ
う
。
定
番
教
材
は
良
く
も

悪
く
も
読
み
や
指
導
法
が
定
型
化
し
て
お
り
、
ど
う
し
て
も
同
じ
枠
組
み
を
繰

り
返
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
現
在
で
は
そ
う
し
た
あ
り
方
に
批
判
的
な
見

（
�
）

方
や
提
言
も
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
新
し
い
検
定
教
科
書
の
目
次
を
見
れ

ば
結
局
そ
の
影
響
力
か
ら
抜
け
出
せ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
近
代

小
説
と
古
典
文
学
作
品
の
組
み
合
わ
せ
は
芥
川
作
品
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
組

み
合
わ
せ
が
従
来
か
ら
も
存
在
し
て
い
る
し
、『
土
佐
日
記
』
と
『
奥
の
細
道
』

を
「
旅
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
連
結
す
る
の
も
、
作
品
の
特
質
を
無
視
し
た
表
層

的
な
も
の
で
あ
る
。
右
の
中
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
と
『
大
和
物
語
』
の
比
較

が
同
じ
歌
を
含
む
章
段
を
軸
に
し
た
も
の
で
興
味
深
い
が
、
詠
歌
に
か
か
る
状

況
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
や
や
授
業
展
開
が
難
し
い
印
象
を
受
け
る
。
原
文
も

『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』
と
も
に
や
や
長
く
、
高
校
一
年
生
を
対
象
と
仮
定

す
る
と
、
両
作
を
読
み
切
っ
て
比
較
す
る
の
は
困
難
だ
ろ
う
。
も
う
少
し
基
礎

的
読
解
力
の
あ
る
、
高
校
二
年
生
、
三
年
生
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
う
ま
く
展
開
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

是
非
は
と
も
か
く
、
右
の
よ
う
な
新
た
な
目
標
に
対
し
て
、
従
来
か
ら
あ
っ

た
教
材
、
し
か
も
定
番
教
材
を
焼
き
直
す
だ
け
で
は
そ
の
効
果
は
希
薄
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
目
標
や
比
較
す
る
事
項
を
明
確
に
し
た
提
案
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
。
以
下
、
実
践
的
に
一
例
を
取
り
上
げ
て
ゆ
く
。
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三
、
教
材
の
比
較
検
討

今
回
の
提
案
で
は
『
蜻
蛉
日
記
』
と
『
拾
遺
和
歌
集
』『
大
鏡
』
の
比
較
を

行
う
。『
百
人
一
首
』
に
も
収
載
さ
れ
る
「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌
を
基
軸
と
し
て
、

こ
れ
を
比
較
す
る
授
業
を
提
案
し
す
る
。

は
じ
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
を
比
較
す
る
。
著
名
な
章
段
で
あ
り
、
既
に
こ

（

）

れ
ら
を
比
較
し
た
研
究
も
存
す
る
。
こ
う
し
た
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
教
材

の
確
認
を
行
う
。

ま
ず
、
基
幹
と
な
る
『
蜻
蛉
日
記
』
を
示
す
。
天
暦
九
年
九
月
条
で
、「
嘆

き
つ
つ
」
や
「
町
の
小
路
の
女
」
と
い
う
章
段
名
を
付
さ
れ
て
、
教
科
書
に
も

取
ら
れ
る
章
段
で
あ
る
。
教
科
書
に
よ
っ
て
「
さ
て
、
九
月
ば
か
り
」
か
ら
取

る
も
の
と
、「
こ
れ
よ
り
夕
さ
り
つ
方
」
か
ら
取
る
も
の
で
分
か
れ
る
が
、
今

（

）

回
は
前
者
で
掲
示
し
た
。

さ
て
、
九
月
ば
か
り
に
な
り
て
、
出
で
に
た
る
ほ
ど
に
、
箱
の
あ
る
を

手
ま
さ
ぐ
り
に
開
け
て
見
れ
ば
、
人
の
も
と
に
や
ら
ん
と
し
け
る
文
あ

り
。
あ
さ
ま
し
さ
に
、
見
て
け
り
と
だ
に
知
ら
れ
む
と
思
ひ
て
、
書
き
つ

く
。

疑
は
し
ほ
か
に
渡
せ
る
ふ
み
見
れ
ば
こ
こ
や
と
だ
え
に
な
ら
む
と
す

ら
む

な
ど
思
ふ
ほ
ど
に
、
む
べ
な
う
、
十
月
つ
ご
も
り
方
に
、
三
夜
し
き
り
て

見
え
ぬ
と
き
あ
り
。
つ
れ
な
う
て
、
し
ば
し
試
み
る
ほ
ど
に
、
な
ど
気
色

あ
り
。

こ
れ
よ
り
夕
さ
り
つ
方
、「
内
裏
に
逃
が
る
ま
じ
か
り
け
り
。」
と
て
出

づ
る
に
、
心
得
で
、
人
を
つ
け
て
見
す
れ
ば
、「
町
の
小
路
な
る
そ
こ
そ

こ
に
な
む
、
止
ま
り
た
ま
ひ
ぬ
る
」
と
て
来
た
り
。
さ
れ
ば
よ
と
、
い
み

じ
う
心
憂
し
と
思
へ
ど
も
、
い
は
む
や
う
も
知
ら
で
あ
る
ほ
ど
に
、
二
、

三
日
ば
か
り
あ
り
て
、
暁
方
に
門
を
た
た
く
と
き
あ
り
。
さ
な
め
り
と
思

ふ
に
、
憂
く
て
、
開
け
さ
せ
ね
ば
、
例
の
家
と
お
ぼ
し
き
所
に
も
の
し
た

り
。
つ
と
め
て
、
な
ほ
も
あ
ら
じ
と
思
ひ
て
、

嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
あ
く
る
間
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か

は
知
る

と
例
よ
り
は
ひ
き
繕
ひ
て
書
き
て
、
移
ろ
ひ
た
る
菊
に
挿
し
た
り
。
返
り

言
、「
あ
く
る
ま
で
も
試
み
む
と
し
つ
れ
ど
、
と
み
な
る
召
し
使
ひ
の
来

合
ひ
た
り
つ
れ
ば
な
む
。
い
と
理
な
り
つ
る
は
。

げ
に
や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
真
木
の
戸
も
遅
く
あ
く
る
は
わ
び
し
か

り
け
り
」

さ
て
も
、
い
と
あ
や
し
か
り
つ
る
ほ
ど
に
、
こ
と
な
し
び
た
る
、
し
ば

し
は
忍
び
た
る
さ
ま
に
、「
内
裏
に
。」
な
ど
言
ひ
つ
つ
ぞ
あ
る
べ
き
を
、

い
と
ど
し
う
心
づ
き
な
く
思
ふ
こ
と
ぞ
限
り
な
き
や
。

九
月
こ
ろ
に
な
り
、
兼
家
が
出
か
け
て
い
る
う
ち
に
文
箱
を
あ
け
る
と
、
ほ

か
の
女
に
贈
ろ
う
と
す
る
手
紙
が
入
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
作
者
は
見
た
と
だ
け

で
も
伝
え
た
い
、
と
そ
の
手
紙
に
和
歌
を
書
い
た
。
つ
い
で
三
日
を
隔
て
て
訪

れ
な
い
と
き
が
あ
る
。
当
時
、
婚
姻
に
は
三
日
連
続
の
訪
れ
が
必
要
で
あ
り
、
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兼
家
と
町
の
小
路
の
女
と
の
婚
姻
を
暗
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
夕
方
に
兼
家
が
避
け
ら
れ
な
い
用
事
が
あ
る
と
出
立
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
町
の
小
路
の
女
に
も
と
へ
出
か
け
た
。
数
日
後
、
暁
方
に

兼
家
の
訪
れ
が
あ
っ
た
も
の
の
、
気
が
進
ま
ず
に
門
を
開
け
な
い
で
い
た
と
こ

ろ
、
兼
家
は
例
の
女
に
も
と
へ
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
翌
朝
詠
み
贈
っ
た
の
が

「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
兼
家
の
返
事
と
和
歌
が
記
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
が
『
蜻
蛉
日
記
』
の
概
要
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌

を
収
録
す
る
『
拾
遺
和
歌
集
』
と
『
大
鏡
』
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
伝
承
と
な

っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
比
較
検
討
す
る
。『
拾
遺
和
歌
集
』
は
恋
四
の
九
一

（

）

二
番
歌
で
あ
る
。

入
道
摂
政
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
門
を
遅
く
開
け
け
れ
ば
、
立
ち
わ

づ
ら
ひ
ぬ
と
言
ひ
入
れ
て
は
べ
り
け
れ
ば

右
大
将
道
綱
母

嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
あ
く
る
間
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
知

る
『
拾
遺
和
歌
集
』
は
歌
集
で
あ
る
た
め
、
必
要
最
低
限
の
事
情
し
か
説
明
し

（

）

な
い
が
、
傍
線
部
が
問
題
と
な
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
、

藤
原
兼
家
が
や
っ
て
来
た
時
に
、
門
を
遅
く
開
け
た
と
こ
ろ
、「
立
ち
疲

れ
た
」
と
外
か
ら
内
に
言
葉
を
掛
け
て
寄
越
し
た
の
で
詠
ん
だ
歌
。

と
、
門
を
開
け
た
と
解
釈
さ
れ
、
門
前
払
い
に
し
た
『
蜻
蛉
日
記
』
と
の
違
い

が
指
摘
さ
れ
た
。
近
年
で
は
、

門
を
す
ぐ
に
開
け
な
か
っ
た
の
で
。「
遅
く
…
す
」
は
、「
…
し
な
い
」
に

近
い
。

（

）

と
注
さ
れ
る
な
ど
、
解
釈
に
変
更
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
、

つ
と
め
て

夜
明
ぬ
れ
ば
、
介
朝
遅
く
起
く
れ
ば
、
郎
等
、「
粥
を
食
は
せ
む
」
と
て
、

ち
み
ど
ろ

其
の
由
を
告
げ
に
寄
り
て
見
れ
ば
、
血
肉
に
て
死
し
て
臥
し
た
り
。

の
よ
う
な
用
例
か
ら
、「
遅
く
〜
す
る
」
と
い
う
の
は
適
切
な
時
間
に
な
っ
て

も
行
為
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
す
と
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
場
面

で
も
門
を
開
け
な
か
っ
た
と
理
解
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、『
蜻
蛉
日
記
』

と
同
一
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
に
「
た
ち
わ
づ
ら
ひ

ぬ
」
と
言
い
入
れ
た
と
あ
る
の
で
、
何
の
音
沙
汰
も
な
く
別
の
女
の
元
へ
行
っ

た
と
す
る
『
蜻
蛉
日
記
』
の
記
載
と
は
隔
た
り
が
あ
る
。

（

）

続
い
て
、『
大
鏡
』
を
確
認
す
る
。

こ
の
父
大
臣
の
御
太
郎
君
、
女
院
の
御
一
つ
腹
の
道
隆
の
大
臣
、
内
大

臣
に
て
関
白
せ
さ
せ
給
ひ
き
。
二
郎
君
、
陸
奥
守
倫
寧
の
ぬ
し
の
女
の
腹

に
お
は
せ
し
君
な
り
。
道
綱
と
聞
え
し
。
大
納
言
ま
で
な
り
て
、
右
大
将

か
け
た
ま
へ
り
き
。
こ
の
母
君
、
き
は
め
た
る
和
歌
の
上
手
に
お
は
し
け

れ
ば
、
こ
の
殿
の
通
は
せ
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
の
こ
と
、
歌
な
ど
書
き
集
め

て
、『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
と
名
づ
け
て
、
世
に
ひ
ろ
め
給
へ
り
。
殿
の

お
は
し
ま
し
た
り
け
る
に
、
門
を
お
そ
く
あ
け
け
れ
ば
、
た
び
た
び
御
消

息
い
ひ
入
れ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
女
君
、

嘆
き
つ
つ
ひ
と
り
寝
る
夜
の
あ
く
る
ま
は
い
か
に
ひ
さ
し
き
も
の
と

か
は
し
る
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い
と
興
あ
り
と
思
し
召
し
て
、

げ
に
や
げ
に
冬
の
夜
な
ら
ぬ
槙
の
戸
も
お
そ
く
あ
く
る
は
苦
し
か
り

け
り

さ
れ
ば
、
そ
の
腹
の
君
ぞ
か
し
、
こ
の
道
綱
の
卿
の
、
後
に
は
東
宮
傅

に
な
り
た
ま
ひ
て
傅
の
殿
と
ぞ
申
す
め
り
し
。
い
と
あ
つ
く
し
て
、
大
将

を
も
辞
し
た
ま
ひ
て
き
。

こ
こ
で
も
傍
線
部
の
よ
う
に
『
拾
遺
集
』
と
同
じ
く
「
門
を
お
そ
く
あ
け
け

れ
ば
」
と
な
っ
て
お
り
、
幾
度
も
や
り
と
り
を
し
た
よ
う
す
が
描
か
れ
る
。
そ

し
て
、
兼
家
の
返
歌
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
道
綱
母
の
詠
歌
に
対
し

て
「
い
と
興
あ
り
と
思
し
召
し
て
」
と
兼
家
の
感
懐
も
記
さ
れ
つ
つ
、
紹
介
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
に
、
翌
朝
使
い
を
介
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
に
は
描
か

れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
場
の
当
意
即
妙
で
応
酬
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、『
蜻
蛉
日
記
』
と
の
差
異
は
か
な
り
大
き
い
こ
と
が

わ
か
る
。
歴
史
的
事
実
を
復
元
す
る
こ
と
が
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
る
以
上
、

い
ず
れ
か
が
真
実
か
も
知
れ
な
い
し
、
い
ず
れ
も
が
真
実
で
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
詳
ら
か
に
な
ら
な
い
。
両
者
を
検
討
し
た
野
口
元
大
が
「
ど
ち

ら
が
事
実
か
、
で
は
な
く
、
そ
の
事
実
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
が
問
題
な
の
で

（

）

あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
ど
う
捉
え
、
ど
う
表
現

し
た
か
の
問
題
に
帰
納
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
う
し
た
差
異
と
特
性
に
着
目
し
な

が
ら
、
教
材
提
案
を
行
い
た
い
。

四
、
指
導
提
案

現
行
の
教
科
書
に
お
い
て
『
蜻
蛉
日
記
』
は
高
校
二
年
な
い
し
三
年
の
古
文

に
配
当
さ
れ
る
。
複
数
の
古
典
作
品
を
比
較
す
る
本
提
案
も
、
相
応
の
読
解
力

が
必
要
で
あ
り
、
高
校
三
年
生
の
古
典
探
究
を
想
定
し
て
授
業
を
構
築
す
る
。

全
五
時
間
配
当
と
し
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
概
説
と
読
解
に
三
時
間
、『
拾
遺
和
歌

集
』
と
『
大
鏡
』
の
読
解
に
一
時
間
、
三
作
品
の
比
較
検
討
を
す
る
活
動
に
一

時
間
と
す
る
。

第
一
時
か
ら
第
三
時
ま
で
は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
基
本
事
項
を
押
さ
え
た
上

で
、
当
該
部
を
読
み
込
み
、
一
夫
多
妻
制
や
招
婿
婚
（
通
い
婚
）
と
い
っ
た
平

安
期
の
女
性
が
置
か
れ
た
状
況
や
社
会
制
度
を
理
解
し
た
上
で
、
和
歌
や
手
紙

に
花
を
添
え
て
贈
る
文
化
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
指
導
す
る
。
こ
れ
を
踏
ま

え
、
当
該
部
に
記
さ
れ
る
作
者
の
心
情
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
学

習
指
導
要
領
の
「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
の
、

ア
古
典
な
ど
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
我
が
国
の
文
化
の
特
質
や
、
我
が

国
の
文
化
と
中
国
な
ど
外
国
の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
こ
と
。

イ
古
典
を
読
む
た
め
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
き
ま
り
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

お
よ
び
、「
読
む
こ
と
」
の
、

ウ
必
要
に
応
じ
て
書
き
手
の
考
え
や
目
的
、
意
図
を
捉
え
て
内
容
を
解
釈
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す
る
と
と
も
に
、
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特
色
に
つ
い
て
評
価

す
る
こ
と
。

に
対
応
す
る
指
導
目
標
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
ど
お
り
の
指
導
目
標
で
あ
る
と

い
え
る
が
、
今
回
の
提
案
で
は
そ
こ
か
ら
『
拾
遺
和
歌
集
』
と
『
大
鏡
』
と
い

う
同
じ
逸
話
を
載
せ
る
作
品
を
取
り
上
げ
、
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
各
作
品

が
こ
の
逸
話
に
よ
っ
て
伝
え
た
い
こ
と
を
考
察
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
じ
逸

話
で
あ
っ
て
も
、
編
者
の
理
解
や
考
え
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
質
が
大
き
く
変

わ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
。

第
四
時
で
は
、
第
三
時
ま
で
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
読
解
を
踏
ま
え
て
、『
拾

遺
和
歌
集
』
と
『
大
鏡
』
の
読
解
を
行
う
。
第
五
時
で
の
展
開
を
想
定
し
、

『
拾
遺
和
歌
集
』
と
『
大
鏡
』
の
文
学
史
的
事
項
に
つ
い
て
は
詳
し
く
触
れ
て

お
き
た
い
。

『
拾
遺
和
歌
集
』
は
花
山
院
編
の
勅
撰
和
歌
集
だ
が
、
藤
原
公
任
撰
の
『
拾

遺
抄
』
所
載
歌
を
そ
の
ま
ま
引
き
入
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
当
該

歌
は
『
拾
遺
抄
』
か
ら
存
在
す
る
歌
で
あ
り
、
記
載
内
容
も
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て

い
る
。
本
時
で
は
こ
こ
ま
で
詳
細
に
は
説
明
し
な
い
に
せ
よ
、
公
任
が
介
在
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
代
を
生
き
た
人
々
の
伝
え
る
伝
承
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。

『
大
鏡
』
は
『
蜻
蛉
日
記
』『
拾
遺
和
歌
集
』
よ
り
も
時
代
が
下
り
、
院
政
期

頃
の
作
と
さ
れ
る
。
こ
の
頃
に
は
『
蜻
蛉
日
記
』、『
拾
遺
和
歌
集
』
と
も
に
あ

る
程
度
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
特
に
『
蜻
蛉
日
記
』
の
流
布
は
、

先
掲
の
よ
う
に
『
大
鏡
』
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

第
四
時
で
は
各
作
品
の
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
三
節
で
提
示
し
た
解
釈

の
違
い
ま
で
を
指
導
し
、
第
五
時
へ
の
展
開
の
布
石
と
す
る
。

第
五
時
で
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
形
式
を
用
い
な
が
ら
、
各
作
品
の
比
較
分
析
を
行

っ
て
み
た
い
。
第
四
時
ま
で
に
『
蜻
蛉
日
記
』
と
『
拾
遺
和
歌
集
』『
大
鏡
』

の
記
述
内
容
に
齟
齬
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
第

五
時
で
は
ど
ち
ら
の
記
述
が
事
実
で
あ
っ
た
の
か
を
議
題
と
し
て
展
開
し
た

い
。ク

ラ
ス
内
で
議
長
を
選
出
し
、
ど
ち
ら
の
記
述
を
信
と
見
る
か
に
よ
っ
て
二

グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
進
行
す
る
。
議
題
と
し
て
、
次
の
点
を
提
示
し
、
展
開
は

議
長
に
任
せ
る
も
の
と
す
る
。
ク
ラ
ス
の
状
況
に
よ
っ
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
進
行

を
任
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
指
導
者
側
で
こ
れ
を
代
行
す
る
こ
と
も
あ

り
得
る
。

一
、
道
綱
母
は
門
を
開
け
た
か
、
開
け
な
か
っ
た
か

二
、「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌
は
い
つ
贈
ら
れ
た
の
か

三
、『
蜻
蛉
日
記
』
と
『
大
鏡
』『
拾
遺
和
歌
集
』
と
で
は
ど
ち
ら
が
事
実

に
近
い
か

第
一
点
、
門
を
開
け
た
か
、
開
け
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
詳
し

く
触
れ
た
よ
う
に
、
現
在
の
研
究
段
階
と
し
て
は
す
べ
て
の
作
品
が
門
を
開
け

な
か
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
第
四
時
で
の
授
業
展
開
で
「
お
そ
く
」
を

敢
え
て
詳
し
く
説
明
し
な
い
こ
と
で
、
こ
こ
で
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と

を
提
案
し
た
い
。
議
論
を
通
じ
て
作
品
を
読
み
、
あ
る
い
は
手
元
の
辞
典
類
を

調
べ
直
す
こ
と
で
、
実
は
そ
こ
に
差
異
が
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
探
索
さ
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せ
た
い
。

第
二
点
で
は
「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌
が
い
つ
贈
ら
れ
た
の
か
を
問
う
。『
蜻
蛉

日
記
』
で
は
兼
家
を
門
前
払
い
し
た
翌
朝
に
贈
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

『
大
鏡
』
で
は
門
を
挟
ん
で
「
た
び
た
び
御
消
息
い
ひ
入
れ
」
何
度
か
や
り
と

り
を
す
る
中
で
交
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
和
歌
を
詠
ん
だ
タ
イ
ミ
ン
グ
が

異
な
る
。『
拾
遺
和
歌
集
』
も
兼
家
の
「
た
ち
わ
づ
ら
ひ
ぬ
」
と
い
う
発
言
に

対
す
る
も
の
と
あ
る
か
ら
、『
大
鏡
』
と
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
と
理
解
で
き
よ
う
。

こ
の
違
い
が
も
っ
と
も
大
き
く
根
本
的
問
題
で
あ
り
、
第
三
点
に
も
通
ず
る
も

の
で
あ
る
。
既
に
野
口
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
来
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

が
ど
う
捉
え
、
ど
う
描
い
て
い
る
か
の
問
題
で
あ
り
、
歴
史
的
事
実
は
復
元
し

得
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
読
む
か
ぎ
り
、
詠
歌
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
は
相

応
の
必
然
性
が
あ
る
。
本
時
の
展
開
と
し
て
は
、
野
口
の
よ
う
に
、
作
品
そ
れ

ぞ
れ
の
特
質
に
回
収
し
て
止
揚
す
る
解
釈
が
導
か
れ
て
も
よ
い
し
、
い
ず
れ
か

の
解
釈
へ
流
れ
て
も
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
の
際
、
作
品
本
文
か
ら
大
き

く
離
れ
な
い
よ
う
に
留
意
し
つ
つ
、
進
行
を
見
守
り
た
い
。

第
三
点
は
解
き
よ
う
の
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
一
つ
の
事
実
に
対
し
て
、
二

通
り
の
伝
承
が
あ
る
こ
と
に
着
眼
す
る
目
的
で
提
起
し
た
。
伝
わ
る
伝
承
の
う

ち
、
片
方
が
体
験
者
自
身
の
手
記
（＝

『
蜻
蛉
日
記
』）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
た

だ
ち
に
そ
れ
が
事
実
だ
と
考
え
る
の
は
性
急
で
あ
る
点
を
気
づ
か
せ
た
い
。
先

述
の
よ
う
に
、
両
者
が
ど
う
描
い
て
い
る
か
の
問
題
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
描

く
べ
き
理
想
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
体
験
者
自
身
で
あ

っ
て
も
事
実
に
手
を
加
え
る
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
の

よ
う
に
体
験
者
自
身
が
記
し
た
作
品
で
あ
っ
て
も
、
事
実
と
は
異
な
る
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
時
の
目
標
は
十
全
に

達
成
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

古
典
探
究
に
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
の
指
導
目
標
は
設
定
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
参
考
に
国
語
表
現
の
指
導
目
標
を
引
用
す
る
が
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
を

通
し
て
、

イ
自
分
の
主
張
の
合
理
性
が
伝
わ
る
よ
う
、
適
切
な
根
拠
を
効
果
的
に
用

い
る
と
と
も
に
、
相
手
の
反
論
を
想
定
し
て
、
論
理
の
展
開
を
考
え
る

な
ど
、
話
の
構
成
や
展
開
を
工
夫
す
る
こ
と
。

キ
互
い
の
主
張
や
論
拠
を
吟
味
し
た
り
、
話
合
い
の
進
行
や
展
開
を
助
け

た
り
す
る
た
め
に
発
言
を
工
夫
す
る
な
ど
、
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た

り
し
な
が
ら
、
話
合
い
の
仕
方
や
結
論
の
出
し
方
を
工
夫
す
る
こ
と
。

を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項
」
も
設
定
は
な
い
が
、
現
代
の
国
語

に
設
定
の
あ
る
、

エ
情
報
の
妥
当
性
や
信
頼
性
の
吟
味
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
使
う

こ
と
。

も
同
一
の
逸
話
を
伝
え
る
複
数
の
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
満
た
す
こ
と
が

で
き
る
。
現
代
の
国
語
で
は
契
約
書
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お

り
、
情
報
の
妥
当
性
や
信
頼
性
は
あ
る
程
度
担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
を
素
材
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
質
の
情
報
が
あ
ふ
れ
て
お
り
、

当
事
者
の
発
言
で
あ
っ
て
も
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
高
校
三
年
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生
と
い
う
社
会
に
出
る
直
前
の
学
年
で
取
り
上
げ
る
素
材
と
し
て
、
適
切
な
も

の
で
あ
ろ
う
。

今
回
の
提
案
で
は
、
記
述
内
容
の
差
異
に
着
目
し
、
な
ぜ
異
な
っ
た
記
述
が

存
在
し
、
そ
こ
か
ら
何
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
、

カ
タ
リ
が
生
成
さ
れ
る
過
程
を
辿
る
。
こ
の
活
動
を
通
し
て
「
情
報
の
扱
い
方

に
関
す
る
事
項
」
の
指
導
目
標
も
達
せ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
形
式
で
の
展
開
を
提
案
し
た
が
、
実
施
学
級
の
状
況

に
応
じ
て
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
形
式
を
導
入
し
た
り
、
そ
れ
も
難
し
い
よ
う
で

あ
れ
ば
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
落
と
し
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
徒
の
主
体
性
を
維
持

し
つ
つ
、
同
様
の
学
習
効
果
を
期
待
し
た
授
業
展
開
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

五
、
結

語

現
行
の
学
習
指
導
要
領
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
諸
問
題
を
確
認
し
た
上
で
、

『
蜻
蛉
日
記
』
を
軸
と
し
た
授
業
提
案
を
行
っ
た
。

既
に
検
定
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
『
蜻
蛉
日
記
』
の
「
嘆
き
つ
つ
」
の

記
事
を
も
と
に
し
つ
つ
、『
拾
遺
和
歌
集
』
と
『
大
鏡
』
と
の
比
較
を
通
し
て
、

一
つ
の
事
実
か
ら
複
数
の
伝
承
が
生
ま
れ
て
く
る
機
制
を
扱
っ
た
。
こ
の
教
材

を
通
し
て
、
た
と
え
当
事
者
自
身
が
執
筆
、
発
信
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
必

ず
し
も
真
実
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
伝
え

た
い
。
国
語
科
の
指
導
項
目
に
「
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項
」
が
登
場

し
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
を
中
心
に
複
数
の
素
材
を
使
用
し
た
試
験
問
題
も

作
成
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
見
る
か
ぎ
り
、
う
そ
い
つ
わ
り
を
想
定

し
な
い
理
想
的
な
環
境
下
で
の
比
較
検
討
に
留
ま
っ
て
お
り
、
実
社
会
や
実
生

活
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
有
効
な
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

は
な
は
だ
不
審
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
う
し
た
複
数
の
作
品
間
に
お
け
る
記
載
事
項
の
違
い
を
分
析
し
、
そ
の
蓋

然
性
や
妥
当
性
、
資
料
的
価
値
を
検
証
す
る
作
業
は
古
典
文
学
の
研
究
者
で
あ

れ
ば
常
日
頃
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
か
に
し
て
教
材
化
す
る

か
、
と
い
う
点
に
今
回
の
提
案
の
眼
目
が
あ
る
。
同
じ
逸
話
で
あ
っ
て
も
、
作

品
ご
と
に
話
の
筋
が
違
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
が
古
典
文
学
作
品
で
あ
る
。
従

来
、
他
作
品
と
の
差
異
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
ず
に
一
つ
の
作
品
を
読
む
こ
と
が

重
視
さ
れ
て
き
た
が
、
国
語
教
育
を
取
り
巻
く
現
況
を
鑑
み
れ
ば
、
む
し
ろ
そ

う
し
た
部
分
を
強
み
と
し
な
が
ら
教
材
提
案
を
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
で
は
あ
く
ま
で
最
初
の
提
案
と
し
て
、
現
行
の
検
定
教
科
書
所
載
の
記

事
を
軸
と
し
な
が
ら
計
画
を
立
て
た
が
、
よ
り
扱
い
や
す
か
っ
た
り
、
生
徒
た

ち
の
主
体
的
な
活
動
を
導
き
や
す
い
素
材
は
ま
だ
ま
だ
眠
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
今
後
、
さ
ら
な
る
教
材
の
発
掘
や
授
業
展
開
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え

（

）

て
い
る
。
本
稿
で
は
一
事
例
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
責
を
塞
ぐ
こ
と
と
し

た
い
。

注（
１
）
古
代
文
学
会
、
西
行
学
会
、
上
代
文
学
会
、
昭
和
文
学
会
、
全
国
大
学
国
語
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国
文
学
会
、
中
古
文
学
会
、
中
世
文
学
会
、
日
本
歌
謡
学
会
、
日
本
近
世
文

学
会
、
日
本
近
代
文
学
会
、
日
本
社
会
文
学
会
、
日
本
文
学
協
会
、
萬
葉
学

会
、
美
夫
君
志
会
、
和
歌
文
学
会
、
和
漢
比
較
文
学
会
。

（
２
）
中
古
文
学
会
二
〇
一
九
年
度
秋
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
古
文
学
と
学
習

指
導
要
領
の
改
訂
」、
同
二
〇
二
〇
年
秋
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
こ
れ
か
ら

の
古
典
教
育
を
考
え
る
」
な
ど
。

（
３
）
中
古
文
学
会
の
機
関
誌
『
中
古
文
学
』
は
一
〇
五
号
か
ら
一
〇
七
号
ま
で
連

続
し
て
国
語
教
育
の
特
集
を
組
ん
で
い
る
。

（
４
）
『
高
校
に
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か

高
校
生
が
高
校
生
の
た
め
に
考
え
た

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ま
と
め
』（
文
学
通
信

令
和
三
年
）
一
九
七
頁
。

（
５
）
こ
れ
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
示
せ
ば
、
否
定
派
の
人
物
が
「
個
人
の
意
見
で

あ
る
こ
と
の
明
確
化
の
た
め
」
と
し
て
所
属
を
示
さ
な
い
こ
と
が
す
べ
て
で

は
な
い
の
か
。
賛
成
派
否
定
派
が
同
じ
土
俵
に
立
っ
て
い
な
い
時
点
で
、
す

べ
て
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
付
言
す
れ
ば
、
賛
成
派
の
二
名
が
と
も

に
高
校
現
場
を
教
員
と
し
て
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
か
み
合
わ
な
い
議

論
に
な
っ
た
一
因
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は

最
初
か
ら
機
能
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）
例
え
ば
、
紅
野
謙
介
『
国
語
教
育
の
危
機
』（
ち
く
ま
新
書

平
成
三
〇
年
）

な
ど
。

（
７
）
二
〇
一
八
年
度
本
試
験
第
一
問
問
三
、
二
〇
二
〇
年
度
本
試
験
第
三
問
問
三

な
ど
。

（
８
）
二
〇
二
一
年
度
本
試
験
は
第
一
問
か
ら
第
四
問
ま
で
す
べ
て
の
大
問
で
複
数

資
料
を
扱
っ
た
出
題
と
な
っ
て
い
る
。

（
９
）
例
え
ば
、
石
原
千
秋
『
国
語
教
科
書
の
中
の
「
日
本
」』（
ち
く
ま
新
書

平

成
二
一
年
）、
石
井
正
己
編
『
国
語
教
科
書
の
定
番
教
材
を
検
討
す
る
！
』

（
三
弥
井
書
店

令
和
三
年
）
な
ど
。

（
１０
）
坂
本
信
男
「
道
綱
母
「
嘆
き
つ
つ
」
詠
歌
の
受
容
」（『
日
本
文
学
』
四
九

昭
和
五
七
年
一
二
月
）、
野
口
元
大
「
名
歌
「
嘆
き
つ
つ
」
の
歌
の
位
相
」

（『
王
朝
仮
名
文
学
論
攷
』
風
間
書
房

平
成
一
四
年
）。

（
１１
）
桐
原
書
店
『
新
探
求
古
典
Ｂ
』（
古
Ｂ
三
五
四
）、
東
京
書
籍
『
精
選
古
典
Ｂ

新
版
』（
古
Ｂ
三
三
〇
）
な
ど
が
こ
の
範
囲
を
収
載
す
る
。
便
宜
上
、
こ
こ
で

は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
か
ら
引
用
し
た
。

（
１２
）
『
拾
遺
和
歌
集
』
は
新
編
国
歌
大
観
に
拠
る
。

（
１３
）
小
町
谷
照
彦

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』（
岩
波
書
店

平
成

二
年
）。

（
１４
）
増
田
繁
夫

和
歌
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』（
明
治
書
院

平
成
一
五
年
）。

（
１５
）
『
大
鏡
』
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
る
。

（
１６
）
注
（
１０
）
野
口
著
四
三
六
頁
。

（
１７
）
古
典
文
学
の
定
番
教
材
を
用
い
た
近
時
の
提
案
に
、
有
馬
義
貴
「
小
野
小
町

「
思
ひ
つ
つ
」
歌
を
め
ぐ
る
学
習
の
可
能
性
」（『
国
文
学
研
究
』
一
九
五

令

和
三
年
一
〇
月
）
が
あ
る
。
有
馬
は
「
一
首
の
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い

は
そ
れ
を
契
機
と
し
て
、
こ
の
「
社
会
・
世
界
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
が
み

え
て
く
る
」
と
し
、
古
典
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
を
現
代
の
諸
問
題
に
還
元

せ
ん
と
す
る
。
本
稿
と
は
異
な
っ
た
方
向
で
古
典
文
学
教
育
に
意
義
を
見
出

す
卓
論
で
あ
る
。

３３ 古典文学教材で何が可能か


