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に

T
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d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
 
Abilities 
in 
C
u
コi
c
u
l
u
m
a
n
d
 

In
stru
ction 
S
t
u
d
i
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ワ
ー
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「教
材
」
は
、
教
科
書
に
所
収
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
か
、
教
室
に
持
ち
込
ま

れ
た
か
ら
と
か
で
、
す
な
わ
ち
そ
う
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

「
国
語
科
教
育
」

に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
が
、
教
育
的
機
能
と
し
て
の
価
値
を

持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
や
、
正
確
に
言
え
ば
、
当
該
指
導
者
に

よ
っ
て
、
ま
ず
は
、
そ
の
価
値
が
、

「主
題
意
識
」
？
の
中
核
に
据
え
ら
れ
、

自
ら
の
学
習
指
導
体
系
を
、
そ
こ
か
ら
具
さ
に
展
望
さ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

国
語
教
育
力

H
i
r
o
f
u
m
i
 
K
a
to 

加

藤

宏

文

国
語
教
育
力
を
育
成
す
る
「
国
語
科
教
育
法
」

ー
教
材
透
視
か
ら
授
業
構
想
ヘ
ー

の
目
標

そ
の
「
機
能
と
し
て
の
価
値
」
を
見
抜
く
力
を
、

「教
材
透
視
力
」
リ
£
と
呼

ぶ
。
さ
ら
に
、
学
習
体
系
を
展
望
す
る
力
を
、
「
授
業
構
想
力
」
サ
』
と
呼
ぶ
。

「
国
語
科
教
育
」
の
学
習
指
導
に
当
た
る
者
に
求
め
ら
れ
る
稔
合
力
を

「国
語

教
育
力
」

lj
と
呼
ぶ
と
、
先
の
二
つ
は
、
こ
の
中
核
に
座
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
形
式
的
に
は
、
こ
れ
ら
は
二
つ
の
「
力
」
と
見
な
さ
れ
る
が
、
実

の
場
に
お
い
て
は
、
広
義
の
前
者
は
、
必
然
的
に
、
後
者
を
も
包
含
し
て
、

「
透
視
」

即

「
構
想
」
と
し
て
の
「
国
語
教
育
力
」
を
要
請
す
る
。

私
は
、
さ
き
に
、

「国
語
教
育
力
」
の
育
成
を
、
「
校
擬
授
業
」
に
お
け
る

焦
点
化
を
中
心
に
考
察
し
た
。
汁
4

そ
こ
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、

「
国
語
」
の
学
晋
と
し
て
の
独
自
性
を
見
失
い
が
ち
な
学
習
者
た
ち
に
よ
る

「
模
擬
授
業
」
の
中
で
、

「
こ
と
ば
を
通
し
て
生
き
抜
く
力
」
を
求
め
る
方
法

で
あ
っ
た
。
そ
の
と
ど
の
つ
ま
り
は
、
焦
点
化
さ
れ
た

一
語
を
核
と
し
て
、

「教
材
」
の
沃
野
の
中
に
、
彙
と
し
て
の
こ
と
ば
の
体
系
を
ど
う
つ
き

つ
め
る

か
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
達
成
は
、
不
十
分
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

「
焦
点
化
」
が
、
さ
き
の
広
義
の

「教
材
透
視
力
」
に
支
え
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
し
た
が

っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
、

「
授
業
構
想
力
」
は、

展
望
さ
れ
よ
う
は
ず
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
の
．
語
が
、
貫
か
れ

て
ひ
と
つ
づ
き
の
学
習
の
焦
点
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ま
ず
は
、
指
導

者
と
し
て
の
そ
の
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
へ
の
主
題
意
識
が
、
確
か
な
も
の
で
な

く
、
揺
れ
動
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
こ
の
反
省
の
上
に
立

っ

て
、
「
国
語
科
教
育
法
」
「
模
擬
授
業
」
に
入
り
直
す
。

一
九
九
二
年
度
人
文
学
部
．

一年
次
後
期
「
国
語
科
教
育
法
」
は
、
前
年
度
同

様
、
前
期
の
講
義

・
演
習
「
国
語
教
育
に
お
け
る
諸
問
題
」
を
受
け
て
の
「
模

擬
授
業
」
で
あ
る
。
受
講
者
は
、
国
語
学

・
同
文
学

・
中
因
語
学

・
中
国
文

学

・
言
語
学
専
攻
の

一
七
名
で
あ
る
。

「模
擬
授
業
」
で
は
、

一
七
名
を
五
つ

の
班
に
分
け
、
都
合
二
回
り
、
指
導
者

・
学
習
者

・
批
評
者
・
記
録
者
の
役
割
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を
分
担
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
形
態
等
に
つ
い
て
も
、
前
年
度
の
そ
れ
に

準
じ
て
い
る
。
そ
の
詳
細
は
、
別
稿
lj
を
参
照
さ
れ
た
い
。

さ
て
、
学
習
者
た
ち
は
、
各
自
、
夏
休
み
に
、
課
題

「教
材
開
発
か
ら
授
業

構
想
へ
」
に
応
え
て
、

①
開
発
教
材
の
内
容
の
紹
介
、

②
教
材
と
し
て
の
価

値
、
③
焦
点
語
と
意
義
、

④
授
業
構
想
（
は
じ
め
・
な
か

・
と
じ
め
11
発
問
を

中
心
に
）
‘

⑤

「
諸
問
題
」
（
前
期
講
義
）
の
ひ
と
つ
に
ー
を
ま
と
め
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
前
期
の
学
習
に
よ
る
理
念
理
解
の
深
化
を
、
自
ら
の
言
語
生

活
の
中
で
検
証
し
、

「
教
材
透
視
力
」
を
発
揮
し
、
「
教
材
開
発
」
の
具
体
を

通
し
て
、

「授
業
構
想
」
へ
と
立
ち
向
か
っ
た
。

今
回
の

「模
擬
授
業
」
は、

二
回
り
目
に
そ
の
成
果
を
直
接
発
揮
す
る
こ
と

と
し
、
ま
ず
は
、
次
の
「
教
科
書
教
材
」
を
中
心
教
材
と
し
て
実
践
を
試
み

る
。゜

「
カ
メ
レ
オ
ン
」

（東
京
書
籍
・
中

（筑
摩
書
房

・
高
等
学
校

・
国
語

A
班

B
班

訂
版
）c班

吉
田
兼
好
の

「徒
然
草
j

普

・
中
学
校

・
国
語
②
）

D
班

チ

ェ
ー
ホ
フ
、
原
卓
也
訳
の

学
校

•

新
し
い
国
語

I
)

E
班
伊
藤
整
の

「
青
春
に
つ
い
て
」

II
・
ニ
訂
版
）

本
稿
で
は
、
右
の
う
ち
、

A
.
B
.
D
の
三
つ
の
班
を
指
導
者
と
す
る

「模

擬
授
業
」
を
中
心
に
、
夏
休
み
の
課
題
に
お
け
る
展
望
を
も
重
ね
な
が
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
の

「教
材
透
視
か
ら
授
業
構
想
へ
」
の
道
筋
を
具
体
的
に
吟
味
し
、

「
国
語
教
育
力
を
育
成
す
る

『国
語
科
教
育
法
」
の
目
標
」
を
明
ら
か
に
し
た

い
。
な
お
、

二
回
り
目
に
つ
い
て
は
、
後
の
別
稿
に
譲
る
。

吉
野
弘
の
詩

「石
仏
ー
晩
秋
ー
」
（
学
校
図
書
・
中
学
校
国
語
I
)

李
白
の
「
f

夜
呉
歌
」

（一
二省
堂

・

占
向等
学
校

・

新
国
語
I
•

四

「仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」

（光
村
図

吉
野
弘
の
「
石
仏
ー
晩
秋
ー
」
を
「
教
材
」
と
し
た
A
班
の
「
模
擬
授
業
」

で
の
学
習
指
導
は
、
次
の
五
つ
の
柱
を
、
そ
の
「
授
業
展
開
」
に
据
え
た
。

〈
参
考
〉
石
仏
ー
晩
秋
ー
吉
野

弘

う
し
ろ
で
／
優
雅
な
、
低
い
話
し
声
が
す
る
。
／
ふ
り
か
え
る
と
／
人
は
い

な
く
て
／
温
顔
の
石
仏
が
三
体
／
ふ
っ

と
／
口
を
つ
ぐ
ん
で
し
ま
わ
れ
た
。

／
秋
が
余
り
に
浄
か
な
の
で
／
石
仏
で
あ
る
こ
と
を
／
お
忘
れ
に
な

っ
て
／

そ

こ

お
話
な
ど
な
さ

っ
た
ら
し
い
。
／
其
処
だ
け
不
思
議
な
ほ
ど
明
る
＜
／
枯
れ

草
が
、
こ
ま
か
く
揺
れ
て
い
る
。

①

指
名
読
み
ー
あ
と
で
短
文
を
作

っ
て
も
ら
い
ま
す
か
ら
、

「優
雅
」
「
温

顔
」
「
つ
ぐ
む
」
を
頭
に
お
い
て
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

②

三

つ
の
語
の
意
味
の
確
か
め
ー
短
文
を
作

っ
て
く
だ
さ
い
。

③

「
私
」
の
「
う
し
ろ
」
と

「私
」
の
い
る
と
こ
ろ
と
の
違
い
ー
ど
う
違
う

か
を
考
え
な
が
ら
、
静
か
に
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

（丘
分
）

④

「私
」
に
「
声
」
が
聞
こ
え
た
理
由
ー
心
の
底
で
何
を
考
え
て
い
た
か

ら
、
聞
こ
え
た
と
思
い
ま
す
か
。

⑤

「
ふ
っ
と
」
と
あ
る
理
由
ー
「
ば

っ
と
」
や

「さ
っ
と
」

で
は
、
な
ぜ
い

け
な
い
の
で
す
か
。

A
班
の
指
導
者
Y
君
は
、
右
の
学
習
指
導
過
程
に
お
い
て
、
①

・
②
の
技
能

学
習
を
経
た
上
で
、
③
を
価
値
学
習
の
中
心
に
し
て
い
く
。
Y
社
の
「
教
材
透

視
力
」
は
、
こ
こ

で
そ
の
核
心
を
明
ら
か
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、

Y
君
は
、
（
「
私
」
の
い
る
と
こ
ろ
と
、
の

「私
」
の
う
し
ろ
と

の
イ
メ
ー
ジ
の
述
い
を
、
学
習
者
か
ら
次
の
よ
う
に
引
き
出
し
て
い
く
。

①
さ
び
し
い
晩
秋

・
色
で
い
う
と
暗
め
の
明
か
る
さ
・
薄
暗
い
単
な
る
世
間
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の
優
雅
・
温
顔
・
石
仏
だ
が
柔
ら
か
い
超
越
し
た
世
界

そ
の
上
で
、

Y
君
は
、
「
異
っ
た
世
界
の
広
が
り
」
を
確
認
し
、
さ
ら
に
、

二
つ
の
世
界
に
交
流
が
生
れ
る
こ
と
の
理
由
を
、
「
私
」
の
心
の
底
で
何
か
考

え
る
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
つ
め
て
い
こ
う
と
す
る
。
学
習
者
は
、
そ
の
わ

け
を
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

0

さ
び
し
い
雰
囲
気
が
あ

っ
て
、
去
り
行
く
秋
の
寂
し
さ
を
ま
ぎ
ら
わ
す
た

め
。

〇

何
と
な
く
人
恋
し
い
、
寂
し
さ
の
あ
ま
り
。

0

作
者
の
田
舎
じ
ゃ
な
い
か
。
子
ど
も
の
心
に
返

っ
た
か
ら
、
仏
の
声
が
き

こ
え
て
き
た
。

Y
君
の

「授
業
展
開
」
の
う
ち
、
右
の
二
つ
は
、
価
値
学
習
に
関
る
。
そ
れ

は
、
ま
ず
、
こ
の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
を
、
「
私
」
と

「石
仏
」
と
の
二

つ
の
側
に
分
け
、
そ
の
上
で
、
あ
く
ま
で
も

「私
」
の
側
か
ら
、

「石
仏
」
の

世
界
を
、
異
界
と
見
る
。
し
た
が

っ
て
、
異
界
が
意
味
を
持
つ
の
は
、

「私
」

側
に
わ
け
が
あ
る
は
ず
だ
と
、
つ
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の

「教
材
透

視
」
の
視
点
は
、
十
分
か
。

確
か
に
、
こ
の
詩
は
、

「う
し
ろ
で
」

「話
し
声
が
す
る
。
」
で
始
ま
る
。

視

（聴
）
点
は
、

「私
」
で
あ
る
。

「
つ
ぐ
ん
で
し
ま
わ
れ
た
。」

と
受
け
止

め
る
の
も
、
「
な
さ

っ
た
ら
し
い
。
」
「
揺
れ
て
い
る
。」

と
感
じ
る
の
も
、

「私
」
に
は
違
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
詩
の
題
目
は
、

「石
仏
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
を、

「私
」
の

視
点
か
ら
読
み
深
め
る
に
し
て
も
、
「
私
」
が
そ
の
関
係
に
よ

っ
て

「晩
秋
」

に
発
見
す
る

「不
思
議
な
ほ
ど
明
る
い
」
世
界
は
、
「
石
仏
」
の
独
自
性
を
深

く
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
、
創
造
さ
れ
て
い
る
。

「石
仏
」
は
、
こ
の
詩
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
「
日
常
性
」
を
破
っ
て
い
る
の
か
。

指
導
者
Y
君
は
、

⑤
の
学
習
の
の
ち
、
と
じ
め
で
、
再
び
③
に
も
ど

っ
て、

「
私
」
側
の
「
日
常
」
と
「
非
日
常
」
と
が
、
「
表
裏

一
体
」
と
し
て
存
在
し

な
が
ら
、
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
な
が
ら
、
い
つ
で
も
交
流
で
き
る

も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
に
至

っ
た
。

「
石
仏
」
と
は
、
何
で
あ
る
の

、
。
力

こ
こ
に
至

っ
て
、
さ
き
の
①

・
②

・
⑤
が、

③
や
④
と
、
有
機
的
な
関
連
を

持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
が
、
省
み
ら
れ
る
。
鋭
く
焦
点
化
さ
れ
、
技
能
学
習
と

し
て
の
深
ま
り
を
見
せ
始
め
て
い
た
二
つ
の
過
程
が
、
な
ぜ
、

③
や
④
や
と
切

り
結
ぶ
た
め
の
確
か
な
入
り
口
に
な
り
得
な
か
っ
た
の
か
。

「
教
材
透
視
力
」

と

「授
業
構
想
力
」
と
の
相
関
が
、
こ
こ
に
窺
え
る
。

こ
の
「
模
擬
授
業
」
は
、
の
ち
こ
う
省
み
ら
れ
る
。

〈
指
導
者
班
の
記
録
〉
I
Y君
自
身
の
場
合
ー

①

指
導
の
ね
ら
い

我
々
の
慌
た
だ
し
い
生
活
の
中
に
も
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
い
つ
も
は

見
え
て
い
な
か

っ
た
も
の
が
見
え
、
聞
こ
え
て
い
な
か

っ
た
も
の
が
聞
こ
え

て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
、
石
仏
・
晩
秋
の
価
値
を
通
し
て
学
ぶ
。
焦

点
の
一
語
は
、
「
ふ

っ
と
」。

②

授
業
構
想

の
は
じ
め

語
句
の
意
味
を
確
認
す
る
。
時
間
の
都
合
上
、
本
文
中
に
於

け
る
様
々
な

「役
割
」
ま
で
は
言
及
せ
ず
、

一
般
的
な
意
味
を
確
認
す
る

に
と
ど
め
る
。

の

5
が
ま
ず
、

石
仏
の
あ
る
、
「
私
」
の

「う
し
ろ
」
の
世
界
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
差
が
あ
る
の
か
考
え
る
。
唐
突
で
は
あ
る
が
、
こ
の
質

マ
r・

問
に
よ

っ
て
石
仏
の
も
つ
温
か
さ

（神
秘
さ
）
が
、
「
私
」
の
い
る
こ
ち

ら
側
の
世
界
と
異
質
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
晩
秋
に

も
触
れ
る
。
次
に
、

「
ふ
っ
と
」
と
い
う
語
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
の

「
ふ
っ
と
」
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
に
置
き
か
え
ら
れ
る
か
。
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明
る
さ
の
イ

（
「
ぱ
っ
と
」

、

「
さ
っ
と
」
）
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
の
中
か
ら
な

ぜ
筆
者
は
「
ふ
っ
と
」
を
選
ん
だ
の
か
。
な
ぜ
「
ふ
っ
と
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
を
問
う
。
こ
れ
に
よ
り

一
層
石
仏
へ
の
理
解
が
深
ま
る
。

の

と

じ
め
こ
こ
で
再
び
さ
き
の
質
問
を
も
っ
て
く
る
。

そ
の
時
点
で
、

学
習
者
の
意
見
は
ど
の
よ
う
に
変
わ

っ
て
き
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
ね
ら

い
の
よ
う
な
事
柄
を
習
得
さ
せ
た
い
。

③

反
省

①

前

半
、
後
半
の
つ
な
が
り
が
な
か
っ
た
。

の

つ

な

が

り
は
、
内
容
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
方
が
よ
か

っ
た
。

e
石
仏
不
在
の
授
業
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
問
い
の
立
て
方
に
問
題
が

あ

っ
た
。
）

④
指
導
者
と
し
て
の
授
業
中
の
導
き
方
に
、
問
題
が
あ

っ
た
。

〈
学
習
者
班
の
記
録
〉
1
0君
の
場
合
ー

①

教
材
の
第

一
印
象

あ
る
時
、
ふ
と
作
者
が
誘
わ
れ
た
、
あ
た
た
か
で
幻
想
的
な
世
界
を
や
さ

し
い
口
調
で
述
べ
て
お
り
、
少
し
暗
さ
を
持
っ
て
い
な
が
ら
も
、
あ
た
た
か

く
、
明
る
い
感
じ
の
す
る
詩
だ
と
思
っ
た
。

②

学
習
の
ポ
イ
ン
ト

マ
マ

「
う
し
ろ
で
」

・
「
ふ
り
か
え
る
と
」
↓
作
者
の
う
し
ろ
の
世
界
、
つ
ま

り
作
者
に
は
見
え
な
い
世
界
と
、
作
者
が
実
際
に
見
る
こ
と
の
出
来
る
世
界

マ
マ

と
の
比
較
。

「
ふ
っ
と
」
↓
指
導
者
の
意
図
は
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
自
分

と
し
て
は
、
作
者
が
石
仏
の
世
界
か
ら
現
実
世
界
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
あ
る

い
は
、
石
仏
が
現
実
世
界
の
そ
れ
へ
と
変
化
す
る
。
そ
の
様
子
を
表
し
て
い

る
の
だ
と
思
っ
た
。

③

学
習
の
後
、
何
が
変
わ
っ
た
か
。

こ
の
教
材
の
第

一
印
象
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、

メ
ー
ジ
の
方
が
強
か
っ
た
。
実
際
、
明
る
い
こ
と
の
方
が
中
心
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
学
習
し
て
気
づ
い
た
こ
と
に
は
、
明
る
さ

が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
石
仏
が
話
を
し
て
い
た
世
界
で
あ
っ
て
、
作
者
は
、

そ
の
気
配
を
感
じ
た
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、
作
者
は
、
ど
こ
に
あ
る
と
も

知
れ
な
い
そ
の
世
界
を
見
や
り
、
憧
れ
の
よ
う
な
も
の
を
抱
き
、
そ
の
よ
う

な
世
界
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
か
え
れ

ば
、
自
分
が
今
住
ん
で
い
る
世
界
以
上
の
、
理
想
郷
と
も
言
う
べ
き
世
界

を
、
石
仏
を
通
し
て
見
、
作
者
は
、
そ
れ
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
極
端
に
言
え
ば
、
作
者
は
、
自
分
の
住
ん
で
い
る

世
界
が
い
や
に
な
っ
た
と
も
と
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
／
学
習
の
の

ち
、
変
わ
っ
た
こ
と
と
言
え
ば
、
こ
の
詩
の
よ
り
細
か
い
部
分
に
着
目
し
、

右
に
述
べ
た
よ
う
な
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
で
あ

る
。

④

反
省

指
導
者
の
批
評
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
今
回
学
習
者
を
し

て
感
じ
た
こ
と
は
、
自
分
の
意
見
が
や
り
っ
ぱ
な
し
に
さ
れ
る
と
、
つ
ま

り
、
自
分
の
意
見
に
対
し
て
、
指
導
者
が
何
も
反
応
を
示
し
て
く
れ
な
い

と
、
学
習
者
の
側
と
し
て
は
、
す
ご
く
不
安
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
分
が
指
導
者
に
な
る
と
き
は
、
気
を
つ
け
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
う
が
、

何
か
コ
メ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
批
評
者
班
の
記
録
〉
I
Mさ
ん
の
場
合
ー

①

批
評
の
ね
ら
い

マ
マ

「
主
題
へ
と
導
い
て
い
く
過
程
が
納
得
で
き
、
無
理
な
い
も
の
で
あ
る
か

ど
う
か
」
を
見
る
。

②

批
評
の
具
体
的
対
象

の
指
導
者
の
発
問
が
主
題
に
到
達
す
る
の
に
効
果
的
で
あ
っ
た
か
否
か
。
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の
学
習
者
の
意
見
を
皆
に
納
得
い
く
形
で
、
主
題
へ
と
導
い
て
い
く
こ
と

が
で
き
た
か
否
か
。

③

批
評

指
導
者
の
発
問
は
、
①
言
葉
の
意
味
・

短
文

を

作

る

の

「私
」
の
い
る

世
界
と
「
私
」
の
「
う
し
ろ
」
の
違
い
は
何
か
の
ど
う
し
て
し
ゃ
べ
ら
な

い
石
仏
の
声
が
聞
こ
え
た
の
か
④
「
ふ

っ
と
」
を
な
ぜ
作
者
は
選
ん
だ
の

か
、
の
四
つ
で
あ

っ
た
。
／
の
の
発
問
は
、
導
入
と
し
て
は
良
か
っ
た
と
思

う
が
、
①
を
踏
ま
え
た
上
で
の
を
考
え
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
、

一
見
、
の
と

の
が
直
接
関
連
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
か
っ
た
。
の
の
発
問
が
あ

ま
り
に
も
突
然
す
ぎ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
①
と
同
時
に
、
詩
の
季
節

・
作

者
と
石
仏
と
の
配
置

・
情
景
な
ど
を
確
認
し
て
か
ら
、
の
に
移
れ
ば
良
か
っ

た
と
思
う
。
の
、
③
の
発
問
を
考
え
さ
せ
る
時
、
詩
の
中
の
言
葉
を
軽
視
し

て
、
主
観
に
走
ら
せ
過
ぎ
た
と
思
う
。
言
葉
は
、
作
者
が
吟
味
し
て
、
慎
重

に
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

一
っ
―
つ
の
言
葉
に
、
も
う
少
し
根
拠
を
求

め
さ
せ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
全
体
と
し
て
流
れ
は
良

か
っ
た
と
思
う
が
、

主
題
へ
と
到
達
さ
せ
る
ま
で
に
出
た
意
見
を
、
本
当
に

皆
が
納
得
す
る
形
で
ま
と
め
た
か
ど
う
か
、
疑
問
が
残
っ
た
。

④

反
省

導
入
か
ら
主
題
到
達
へ
と
、
四
つ
の
発
問
を
使
っ
て
う
ま
く
運
ば
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
習
者
も
、
活
発
に
意
見
を
出
し
、
活
気
あ
る
授
業

だ

っ
た
と
思
う
。

〈
記
録
者
班
の
記
録
〉

I
K
君
の
場
合
ー

①

記

録
の
ね
ら
い

授
業
の
展
開
を
、
出
さ
れ
た
意
見
か
ら
ど
の
よ
う
に
つ
な
い
で
行
っ
て
い

る
か
、
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
。

②

記

録
（
板
書
を
中
心
に
し
た
も
の
1
1
略
II
)

記
録
の
焦
点
再
確
認

単
に
、
板
書
を
書
き
留
め
た
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
記
録
方
法
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
、
分
担
し

て
記
録
し
て
い
け
ば
よ
か

っ
た
よ
う
に
思
う
。
や
は
り
、
初
め
て
は
難
し
い

も
の
だ
と
思
っ
た
。
「
ね
ら
い
」
と
し
て
は
、
も
う
少
し
指
導
者
の
コ
ト
バ

を
書
け
れ
ば
よ
か

っ
た
。

④

反
省

「
あ
の
部
分
を
こ
う
す
れ
ば
…
…
」
と
い
う
点
を
い
く
つ
か
気
づ
い
て
、

自
分
が
指
導
者
に
な
っ
た
と
き
の
参
考
に
な
っ
た
気
が
し
た
。
ま
た
、
他
の

役
割
の
時
も
、
い
ろ
い
ろ
な
や
り
方
を
考
え
て
、
取
り
組
ん
だ
方
が
よ
い
の

で
は
、
と
考
え
た
。

〈
参
考
〉

加
藤
の
授
業
構
想

（二

0
分
で
提
示
）

0

主
題
文

「
ふ
り
か
え
る
」
と、

石
仏
は
、
な
ぜ
口
を
「
つ
ぐ
む
」
の

゜
ヵは

じ
め
に
、
範
読

（
一
回
）

・
指
名
読
み
（
二
回
1
1
主
題
へ
の
答
え
の
た
め

の
一
語
を
求
め
な
が
ら
）

①

「

つ
ぐ
む
」
わ
け

（発
表
）

②

「
つ
ぐ
む
」
と
「
と
じ
る
」
と
「
だ
ま
り
込
む
」
（

一
般
的
用
法
例
示

・

比
較

・
分
析
）

③

谷
川
憲
子
の
詩

「石
こ
ろ
」
と
の
対
比

（用
語
の
対
照
表
作
り）

（注）

石

こ

ろ

谷

川

憲

子．
廿5

小
石
が
つ
ぶ
や
い
て
い
る
／
よ
く
聞
こ
う
と
し
て
／
近
づ
く
と
黙
り
込
ん
で

し
ま
う
／
ぽ
か
ん
と
し
て
忘
れ
て
い
る
と
／
た
の
し
そ
う
に
つ
ぶ
や
き
は
じ
め

る④

二
つ
の

お
わ
り
に

③
 

「
忘
れ
る
」
（
二

つ
の
作
品
の
共
通
語
）

石
仏
と

「非
日
常
」
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の
「
私
」
が
気
づ
く
と
、
「
非
日
常
」
に
も
ど
ら
れ
る
。

の
「
私
」
が
「
忘
れ
」
て
い
る
と
、
「
日
常
」
に
参
与
さ
れ
る
。

e
の
・
の
を
知
っ
た
ゆ
え
の
「
晩
秋
」
の
「
明
る
さ
」
を
、
「
私
」

は
、
認
識
で
き
る
。

〈
表
現
〉
主
題
文
に
対
す
る
答
え
を
、
二
0
0
字
程
度
で
記
述
し
な
さ
い
。

以
上
、
初
め
て
の
「
模
擬
授
業
」
の
実
践
は
、
分
担
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

に
お
い
て
、
具
さ
に
記
述
さ
れ
、
省
み
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
主
と
し
て
、

「
授
業
構
想
」
に
関
心
が
集
中
し
た
が
、
問
題
は
、
そ
れ
を
包
含
す
る

「
教
材

透
視
力
」
に
こ
そ
あ
っ
た
。

私
は
、
右
の
「
提
示
」
の
中
で
、
石
仏
の
側
か
ら
の
読
み
を
誘
い
、

一
っ

は、

「
つ
ぐ
む
」
へ
の
焦
点
化
と
、

二
つ
に
は
、
私
の
教
材
開
発
に
よ
る
「
石

こ
ろ
」
と
の
比
較
を
通
し
て
、
学
習
者
た
ち
の
主
題
意
識
に
基
づ
く
「
教
材
透

視
力
」
に
、

「主
題
文
」
の
形
で
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
そ
の
深
化
を
求
め
た
。

次
に
、
李
白
の
詩
「
子
夜
呉
歌
」
を
「
教
材
」
と
し
た

B
班
の
「
模
擬
授

業
」
で
の
学
習
指
導
は
、
次
の
六
つ
の
柱
を
、
そ
の

「授
業
展
開
」
に
据
え

こ
。

t
 

〈
参
考
〉

子
夜
呉
歌
李
白

長
安

一
片
月
／
万
戸
拷
衣
声
／
秋
風
吹
不
尽
／
総
是
玉
関
情
／
何
日
平
胡
虜

／
良
人
罷
遠
征

①

作
者
・
李
白
と
詩
の
題
名
に
つ
い
て
（
説
明
）

②

斉
読
と
指
名
読
み
ー

一
度
声
を
出
し
て
、
め
い
め
い
で
読
ん
で
く
だ
さ

い
。
次
に
、
指
導
者
が

一
句
ず
つ
読
む
の
に
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
上

で
、
ひ
と
り
ず
つ
読
ん
で
も
ら
い
ま
す
。

③

漢
詩
の
形
態
に
つ
い
て
（
説
明
）

④

内
容
説
明
ー
訳
し
て
い
き
ま
す
か
ら
、

普
き
と
め
て
く
だ
さ
い
。

⑤

一

行
ず
つ
の
説
明
ー

一
行
ず
つ
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

⑥

主

題
に
つ
い
て
ー
こ
の
詩
の
主
題
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の

で
す
か
。

B
班
の
指
導
者
K
さ
ん
は
、
右
の
学
習
指
導
過
程
に
お
い
て
、

①

・
②

・
③

の
技
能
学
習
を
経
た
上
で
、

④

・
⑤

・
⑥
の
う
ち
、
特
に
⑥
を
価
値
学
習
の
中

心
に
し
て
い
く
。
K
さ
ん
の

「
教
材
透
視
力
」
は
、
満
を
持
し
て
、
こ
こ
で
そ

の
核
心
を
明
ら
か
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、

K
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に
発
問
す
る
。

り
こ
の
詩
の
主
題
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の

一
行
で
す
か
。

の
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。

の
「
総
」
は
、
何
を
指
し
て
い
た
の
で
す
か
。

そ
の
結
果
、
ま
ず
は
、
五
行
目
と
六
行
目
が
、
ク
ロ
ー
ズ
・
ア

ッ
プ
さ
れ
て

く
る
。
K
さ
ん
は
、

学
習
者
の
こ
の

二
手
の
反
応
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
。

1

マ

0

そ
う
で
す
。
む
ろ
ん
、
五
、
六
行
目
で
す
ね
。

K
さ
ん
の
発
問
は
、

「一

行
」
を
求
め
て
い
た
。
確
か
に
、
五
、
六
行
目

は
、
「
何
ー
罷
。
」
の

一
文
の
形
を
と

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
一
行
」
と
求

め
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
徹
底
し
て
追
究
さ
れ
る
こ
と
が
、
価
値
学
習
を
深
め

る
入
り
口
と
な
る
。
そ
れ
は
、
「
何
日
」
の
内
容
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
関
わ

る
。一

方、

A
さ
ん
は
、
の
で
、

「も
の
」
を
も
問
う
て
い
る
。
の
の
「
主
題
」

と
、
こ
の
「
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
」
と
の
関
わ
り
は
、
ど
う
な

っ
て
い
る
の

か
。
K
さ
ん
は
、
の
に
つ
い
て
は
、
と
ど
の
つ
ま
り
、
「
夫
に
対
す
る
気
持 -T
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ち
」
と
ま
と
め
た
。
こ
こ
に
、
価
値
学
習
が
、
「
も
の
」
止
ま
り
で
あ
り
、

「
こ
と
」
を
そ
こ
か
ら
具
体
的
に
、
自
ら
の
主
題
意
識
に
即
し
て
は
、
ま
だ
導

き
出
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
示
さ
れ
て
い
る
。
⑥
の
目
標
が
、

「主
題
」
で
あ

る
か
ら
に
は
、
「
も
の
」
を
「
こ
と
」
に
深
め
て
い
き
た
い
。

「
主
題
」
を
追
究
す
る
学
習
指
導
で
は
、
そ
の
学
習
目
標
が
、

「
主
題
文
」

と
し
て
定
着
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

K
さ
ん
の
場
合
、

五
行
目
に
焦
点
を
当
て
る
の
か
、
六
行
目
に
そ
う
す
る
の
か
の
、
厳
密
な
確
認

を
求
め
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
夫
に
対
す
る
気
持
ち
」
は
、

「
平
」
を
待
ち
望
む
こ
と
と

一
体
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、

「
罷
」
を
そ
う

す
る
こ
と
と

一
体
で
あ
る
の
か
。
ー
こ
こ
を
比
較
吟
味
す
る
学
習
が
展
開
さ
れ

る
と
、
価
値
学
習
は
、
詩
全
体
の
理
解
を
も
深
め
よ
う
。

さ
ら
に
、

A
さ
ん
は
、
③
に
お
い
て
、
焦
点
を
「
総
」
の

一
字
に
当
て
た
。

こ
れ
は
、
の
．
の
で
深
め
た
価
値
学
習
の
成
果
を
、
前
半
三
行
の
具
体
的
な
三

つ
の
素
材
‘

|

「月
」
、

「声」

、

「風
」
ー
に
即
し
て
、
吟
味
す
る
方
法
で

あ
る
。
K
さ
ん
は
、
そ
の
三
つ
の
素
材
を
指
摘
さ
せ
た
上
で
、
そ
れ
ら
が
、

「
妻
」
の
視
覚
・
聴
覚
・
触
覚
を
通
し
て
、
「
待
っ
心
境
」
の
描
写
に
、
深
く

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
、

説
く
。
さ
き
の
「
夫
に
対
す
る
気
持
ち
」
は
、
確
か

に
深
ま
っ
て
、
「
待
っ
」
の

一
語
を
創
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
古
詩
は
、

「
総
是
玉
関
情
」
の

一
行
が
、
前
半
の
具
体
的
描
写
と
、
後

半
の
思
い
と
を
、
見
事
に
結
び
付
け
て
い
る
。
価
値
学
習
の
焦
点
は
、
「
総
」

が
、
「
是
」
と
断
定
さ
れ
る
強
さ
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
、

「
情
」
そ
の
も

の
の
内
実
へ
と
、
絞
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
A
さ
ん
の
学
習
指
導

体
系
は
、
そ
の
と
ば
口
に
ま
で
は
至

っ
た
が
、
深
化
の
余
裕
を
欠
い
た
。
そ
れ

は、

①

・
②

・
③
で
の
技
能
学
習
が
、

④

・
⑤

・
⑥
で
の
価
値
学
習
と
統
合
さ

れ
、
焦
点
化
さ
れ
る
こ
と
を
欠
い
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。

〈
指
導
者
班
の
記
録
〉
ー
A
さ
ん
自
身
の
場
合
ー

①

指
導
の
ね
ら
い

漢
詩
に
つ
い
て
の
知
識
を
深
め
る
。
焦
点
は
、

②

授
業
構
想

の

は

じ

め

作

者
李
白
に
つ
い
て
の
説
明
を
す
る
。
指
導
者
が

．
行

一
行

読
み
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
学
習
者
が
読
む
。

の

な

が

漢
詩
の
具
体
的
な
知
識
（
詩
型

・
押
韻
）
に
つ
い
て
問
う
。
一

行

一
行
指
導
者
が
訳
し
て
い
き
、
ノ
ー
ト
に
写
さ
せ
る
。
一

行

一
行
の
内

容
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

「
総
是
」

が
指
す
も
の
に
つ
い
て
問
う
。

「
月
」
・

「声」

・
「
風
」
そ
れ
ぞ
れ
が
、
視
覚

・
聴
覚

・
触
覚
に
訴
え

か
け
て
く
る
こ
と
も
、
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
最
終
的
に
は
、
夫
を
待

ち
わ
び
る
妻
の
切
な
い
気
持
ち
に
つ
な
が

っ
て
い
る
こ
と
を
、
認
識
さ
せ

る
。

の
と
じ
め
主
題
が
、
「
何
日
平
胡
虜
良
人
罷
遠
征
」
に
あ
る
こ
と
を

認
識
さ
せ
、
ま
と
め
る
。

③

反
省

「
何
日
平
胡
虜
良
人
罷
達
征
」
の
句
法
を
、
私
が
＞

一
方
的
に
「
疑

問
」
だ
と
断
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
学
習
者
の
発
問
を
打
ち
消
す
結
果
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、

；
方
的
な
授
業
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
も

っ
と
学
習
者
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
授
業
が
で
き
れ
ば
よ

か
っ
た
と
思
う
。

〈
学
習
者
班
の
記
録
〉

I
H
さ
ん
の
場
合
ー

①

教
材
の
第

一
印
象

こ
の

「
子
夜
呉
歌
」
は
、
遠
方
に
出
征
し
て
い
る
夫
の
こ
と
を
思
う
妻
の

心
を
歌

っ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
第
三
句
目
の
「
秋
風
吹
不
尽
」
の

箇
所
の
「
秋
風
」
と
い
う
の
は
、
何
と
な
く

「寂
し
い
」
な
ど
と
い
っ
た
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
、
妻
の
切
な
い
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
よ
う
だ
。

「玉
門
情
」
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学
習
の
ポ
イ
ン
ト

作
者
（
李
白
）
・
漢
詩
の
形
式
・
文
法

（疑
問
形
）
な
ど
に
つ
い
て
。
一

片
の
月
や
衣
を
摺
つ
の
声
と
い

っ
た
も
の
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま

れ
て
い
る
の
か
。
主
題
で
あ
る
、
出
征
中
の
夫
の
帰
り
を
待
つ
妻
の
心
情

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

③

学
習
の
の
ち
、
何
が
変
わ

っ
た
か
。

第

一
句
目
の
「
長
安

一
片
月
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
何
も
気
に
と
め
な
い

で
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
が
、
ど
ん
な
に
離
れ
て
い
て
も
同
じ
月
を
見
る
わ

け
で
あ
る
の
で
、
月
を
眺
め
て
は
、
夫
の
こ
と
を
思
い
、
物
思
い
に
ふ
け

っ

て
い
る
妻
の
心
が
伺
え
る
よ
う
に
思

っ
た
。
ま
た
、
第
二
句
目
の
解
釈
に
つ

い
て
も
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
様
々
な
解
釈
が
出
て
く
る
と
思
う
の
で
、

学
習
者
の
意
見
も
聞
い
て
み
る
と
よ
か
っ
た
と
思
う
。
第
四
句
目
で
「
総

是
」
と
さ
れ
る
も
の
に
よ
り
表
さ
れ
て
い
る
妻
の
心
情
が
、
自
分
で
読
ん
だ

時
よ
り
も
よ
く
わ
か

っ
た
。
／
最
後
の
方
で
、
「
何
ー」

が
、
疑
問
か
反
語

か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な

っ
て
い
ま
し
た
が
、
漢
詩
と
い
う
も
の
は
、

短

い
文
の
中
で
読
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
見
出
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
本
当
に
難
し
い
と
思
う
の
で
、
も

っ
と
も
っ
と
い
ろ
ん
な
視
点
か
ら
考

え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思

っ
た
。

④

反
省

漢
詩
は
、
形
式
が
決
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
教
材
に
関
し
て
は
、

三
十
文
字

か
ら
、
作
者
の
意
図
せ
ん
と
こ
ろ
を
よ
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

難
し
い
と
思

っ
た
。
／
そ
れ
と
、
口
語
訳
は
、
注
釈
書
な
ど
の
訳
を
一
気
に

読
む
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
直
訳
的
で
も
い
い
か
ら
、

一
緒
に
や
っ
て
い

っ

た
方
が
、

学
習
者
側
に
も
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。

〈
批
評
者
班
の
記
録
〉

I
Mさ
ん
の
場
合
1

①

批
評
の
ね
ら
い

②
 

授
業
に
お
け
る
焦
点
が
、
明
確
で
あ
る
か
。
ま
た
、
そ
の
焦
点
へ
向
か
っ

て
の
授
業
の
流
れ
は
、
分
か
り
や
す
く
自
然
な
も
の
で
あ
る
か
。

②

批
評
の
具
体
的
な
対
象

授
業
の
展
開
の
仕
方
。
今
回
の
題
材
の
場
合
、

「
漢
詩
」

で
あ
る
た
め
、

「漢
詩
に
つ
い
て
の
説
明
」
か
ら

「内
容
」
に
至
る
ま
で
の
流
れ
。

③

批
評

ま
ず
最
初
に
詩
の
作
者
の
説
明
か
ら
始
ま
っ
て
、
全
貝
で
音
読
↓
指
名
読

み
と
い
う
の
は
、
題
材
に
入
り
込
み
易
く
、
よ
か

っ
た
と
思
う
。
詩
の
形
式

に
つ
い
て
の
解
説
も
、
こ
の
詩
の
形
式
で
は
な
い
「
絶
句
」

「律
詩
」
ま
で

取
り
上
げ
、
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
理
解
し
易
く
な

っ
て
い
た
と
思

う
。
訳
に
つ
い
て
は
、
発
表
者
側
が

一
方
的
に
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
で
も
学
習
者
側
に
質
問
し
な
が
ら

（別
に
難
し
い
部
分
で
な
く
て

よ
い
か
ら
）
さ
れ
る
と
、
よ
り
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
次

の
、
句
法
に
つ
い
て
は
、
問
題
と
な
る
箇
所
を
学
習
者
に
書
き
下
ろ
し
を
さ

せ
て
考
え
て
み
る
と
い
う
の
は
、
問
題
点
が
よ
り
は
っ
き
り
し
て
よ
か
っ
た

と
思
う
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
漢
詩
に
つ
い
て
の
説
明
が
長
く
、
内
容
に

つ
い
て
の
検
討
が
あ
ま
り
で
き
な
か

っ
た
こ
と
が
気
に
な

っ
た
。
詩
に

つ
い

て
の
説
明
を
き
ち
ん
と
し
た
上
で
内
容
を
深
め
て
い
こ
う
と
し
た
ら
、
こ
う

な
る
の
は
仕
方
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

④

反
省

内
容
を
深
め
て
い
く
と
い
う
部
分
が
足
り
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
普
通
、
こ
う
い

っ
た
漢
詩
に
は
、
も

っ
と
時
間
を
か
け
る
も
の
だ
と
す

る
と
、
詩
の
説
明
を
、
今
回
な
さ
れ
た
ぐ
ら
い
丁
寧
に
し
た
方
が
、
詩
に
入

り
込
み
易
い
よ
う
な
気
も
す
る
。
た
だ
、
こ
の
時
間
内
で
お
さ
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
内
容
に
対
す
る
つ

っ
こ
み
が
足
り
ず
、
焦
点
が
今

―

つ
は

っ
き
り
し
な
か

っ
た
よ
う
だ
。
漢
詩
に
つ
い
て
の
説
明
を
こ
の
授
業
の
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そ
の
点
に
お
い
て
は
、

と
て
も
分
か
り
や
す
く
よ

焦
点
と
す
る
な
ら
ば
、

か
っ
た
と
思
う
。

〈
記
録
者
班
の
記
録
〉
I
Y
君
の
場
合
ー

①

記
録
の
ね
ら
い

次
の
点
に
焦
点
を
あ
て
た
い
。
①
見
や
す
さ
。

（
学
習
者
に
と

っ
て
見
や

す
い
の
か
。
）

の
構
成
。

（ま
と
め
方
、
体
系
性
な
ど
。
）
③
正
確
さ
。

（
誤
字
、
脱
字
な
ど
。
）
④
そ
の
他
。
ー
こ
れ
ら
に
焦
点
を
あ
て
、
指
導
者

側
か
ら
分
か
り
に
く
い
、

学
習
者
か
ら
見
た
授
業
を
、
板
書
を
通
し
て
捉
ら

え
て
い
く
。

②

記
録
（
板
書
を
中
心
に
し
た
も
の
11
略
11)

③

記
録
の
焦
点
再
確
認

①
に
つ
い
て
、
字
の
大
き
さ
は
良
い
と
思
う
。

（で
き
る
だ
け
大
き
い
方

が
良
い
と
考
え
る
。
）
字
が
う
す
い
。
黒
板
の
上
下
ギ
リ
ギ
リ
で
見
に
く

い
。
小
見
出
し
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
書
き
す
ぎ
て
い
る
。

ま
と
め
た
方
が
、
分
か
り
や
す
い
。

「域
」
を
「
城
」
と
書
い
た
。
聞
き

取
っ
て
書
か
す
時
は
、
重
要
語
を
板
書
し
た
方
が
よ
い
。

④

反
省

後
で
付
け
加
え
た
時
に
、
字
が
見
や
す
い
か
ど
う
か
。
整
理
さ
れ
て
書
か

れ
て
い
る
か
。
ー
な
ど
、
前
回
自
分
の
行

っ
た
授
業
の
こ
と
を
も
鑑
み
て
、

反
省
す
る
点
、

学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
。
授
業
の
奥
深
さ
の

―
つ
で
あ
ろ
う
。

〈
参
考
〉
加
藤
の
授
業
構
想
（
二
0
分
で
提
示
）

0

主
題
文
待
ち
わ
び
る

「情
」
に
は
、
展
望
が
あ
る
の
か
。

は
じ
め
に
範
読

（
一
回）

・
指
名
読
み

（

回
11
登
場
人
物
の
関
係
を
追

究
し
な
が
ら
）

①

「
玉
関
情
」
の
人
間
関
係

（発
表
）

②

三
つ
の
素
材
（
月

・
声

・
風
）
の
焦
点

の

一
片

較

．
吟
味
）

③

な
ぜ
「
総
是
」
な
の
か
。

（②
の
総
合

・
記
述
）

④

「

何
」
を
ど
う
読
む
か
。

（二
0

0
字
表
現
）

お
わ
り
に
、
次
の
三
者
と
の
共
通
点
を
吟
味
し
、

①
を
相
互
批
評
の
対
象
と

す
る
。

り
防
人
に
行
く
は
誰
が
背
と
問
ふ
人
を
見
る
が
と
も
し
さ
物
思
ひ
も
せ
ず

（
万
葉
集
巻
二
0
ー
四
四
二
五）

の
閤
の
夜
の
行
く
先
知
ら
ず
行
く
吾
を
何
時
来
ま
さ
む
と
問
ひ
し
子
ら
は

も

（同
四
四
三
六
）

の
戦
場
に
ゆ
く
は
誰
か
も
声
高
に
も
の
い
う
人
は
た
だ
た
だ
も
の
い
う

（川
田
利
雄
1
1

一
九
九
ニ
・
七
・
ニ
六
朝
日
歌
境

•

島
田
修
二
選
）

教
材
を
、
ど
の
よ
う
に
透
視
す
る
か
。
そ
こ
で
把
握
さ
れ
た
価
値
が
、

構
想
力
の
母
体
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
作

•

原
卓
也
訳
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
を
「
教
材
」
と
し

た
D
班
の

「
模
擬
授
業
」
で

の
学
習
指
導
は
、
凡
そ
次
の
四
つ
の
柱
か
ら
な

る
。

①

登
場
人
物
の
確
認

②

オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
態
度
の
変
化
を
、
そ
の
き

っ
か
け
と
「
犬
」
の
扱
わ

れ
方
の
確
認
と
と
も
に
、

一
覧
表
に
す
る
。

③

オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
と
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
と
の
人
物
像
を
確
認
す
る
。

④

な
ぜ
、
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
と
い
う
題
な
の
か
。
ま
ず
、

D
班
の
指
導
者
M

(2) 

万
戸

(3) 

授
業

不
尽
（
具
体
的
な
意
味
の
UJ
能
性
を
、
比
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さ
ん
は
、

①
の
確
認
を
経
た
上
で
、

②
を
、
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。

の
こ
れ
か
ら
も
う

一
度
読
ん
で
も
ら
い
ま
す
。
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
態
度
を

こ
ろ
こ
ろ
変
化
さ
せ
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
所
に
、
線
を
引
き
な
が
ら
い

っ

し
ょ
に
読
ん
で
く
だ
さ
い
。

の
で
は
、
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
変
化
を
表
に
し
て
い
き
ま
す
。
私
が
表
を
書

く
間
に
、
ま
わ
り
の
人
と
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

の
こ
の
話
の
中
で
、

「犬
」
を

「
野
良
犬
」
と
呼
び
、

「
罰
金
」

・
「撲

殺
」
と
い
う
態
度
を
取

っ
た
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
は
、
こ
の
あ
と
、
五
回
、
そ

の
態
度
を
変
え
ま
す
。
会
話
に
注
意
し
て
、

0
き
っ
か
け
、
⑰
犬
の
呼
び

方
、
何
態
度
に
分
け
て
、
表
を
完
成
さ
せ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

指
導
者
M
さ
ん
の
こ
の
三
つ
の
段
階
を
踏
ま
え
た
課
題
に
、

学
習
者
は
、
ス

ト
ー
リ
ー
を
た
ど
り
直
し
な
が
ら
、

0
．
⑰
．
何
か
ら
成
る
五
組
の
場
面
を
、

具
体
的
に
確
か
め
、
自
ら
も
ノ
ー
ト
に
整
理
す
る
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
学
習
者
の
指
摘
が
、

0
.
g
．
何
と
も
、
焦
点
化
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
止
め
る
指
導
者
M
さ
ん
は
、
従

っ

て
、
い
ち
早
く
そ
の
発
言
の
中
か
ら
、
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
き
き
分
け
る
力
を
要

求
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、

至
難
の
業
と
見
え
る
。
こ
こ
に
は
、
発
問

一
般
に
対

し
て
、
本
文
を
長
々
と
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
が
、
自
ら
の
読
み
を
焦

点
化
し
よ
う
と
努
力
し
て
成
ら
な
い
状
況
に
、
指
導
者
が
、
有
効
な
指
導
助
言

を
加
え
る
こ
と
の
難
し
さ
が
、
自
ら
に
も
は
ね
返
っ
て
い
る
。

こ
の
曖
昧
さ
を
残
し
て
、

学
習
は、

③
に
入
る
。
こ
の
学
習
で
は
、
学
習
者

か
ら
、
表
に
即
し
な
が
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
で
の
「
人
物
像
」
が
発
表
さ

れ
た
が
、
指
導
者
M
さ
ん
は
、
予
定
調
和
的
に
、
い
ち
早
く
、
次
の
よ
う
に

「
結
論
」
を
導
き
出
し
た
。

〈
オ
チ
ュ
ー
メ
ー
ロ
フ
〉

自
分
よ
り
も
大
き
な
権
力
を
持
っ
て
い
る
人
に
脅

え
、
自
分
を
有
利
な
立
場
に
置
く
よ
う
に
、
態
度
を
容
易
に
変
え
る
人
。

〈
フ
リ
ュ
ー
キ
ン

〉

自
分
の
身
分
は
低
い
の
だ
が
、
他
人
の
権
力
を
盾
に
し

て
、
自
分
自
身
を
守
ろ
う
と
す
る
人
。

こ
の
学
習
過
程
に
は
、
次
の
問
題
点
が
あ
る
。

①

一
見
同
じ
発
言
で
あ
っ
て
も
、
救
密
に
く
ら
べ
る
こ
と
に
よ

っ
て、

学
習

者
の

「
人
物
像
」
は
、
お
互
い
に
そ
の
価
値
学
習
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

の
「
人
物
像
」
を
二
人
に
絞

っ
た
上
で
、
結
末
部
分
の

「群
集
」
の
反
応
に

も
注
意
す
る
と
よ
い
。

⑲
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
の
証
言
は、

真
実
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
が
、
さ
ら

に
深
め
ら
れ
る
と
よ
い
。

④
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
は
、
な
ぜ
態
度
を
こ
の
よ
う
に
変
え
ざ
る
を
得
な
い
の

か
を
、
詰
め
る
と
よ
い
。

⑤
学
習
者
の
発
言
が
、
さ
ら
に
厳
密
に
聞
き
分
け
ら
れ
て
、
揺
さ
ぶ
り
合
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
深
化
す
る
よ
う
に
、
要
所
に
立
ち
止
ま
る
と
よ
い
。

右
の
学
習
活
動
を
経
て
、
指
導
者
M
さ
ん
は
、

④
に
至
っ
て
、
「
カ
メ
レ
オ

ン
」
の
意
味
を
こ
う
問
う
。

0

今
ま
で
は
、
人
物
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
。

「
カ
メ
レ
オ
ン
」
と
い

う
題
名
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
か
。

り
カ
メ
レ
オ
ン
と
い
う
動
物
は
、

実
は
、
体
の
色
が
変
化
す
る
と
同
時
に
、

ま
わ
り
の
色
よ
り
も
、
太
陽
光
線
や
温
度
に
よ

っ
て
変
わ
る
そ
う
で
す
。

「
外
と
う
を
脱
が
し
て
く
れ
」
や

「外
と
う
を
着
せ
て
く
れ
」
な
ど
も
、

意

味
が
あ
り
そ
う
で
す
ね
。

の
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
の
方
に
も
注
意
し
て
、
隣
の
人
と
も
相
談
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。

の

「群
集
」
は
、
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
で
は
な
く
、
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
を
笑
い
者

に
し
て
い
ま
す
ね
。

「
カ
メ
レ
オ
ン
」
と
い
う
題
名
は
、
そ
の
こ
と
と
、
ど
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の
よ
う
に
関
わ
り
ま
す
か
。

こ
う
詰
め
た
上
で
、
指
導
者
M
さ
ん
は
、

を
板
書
に
よ
り
確
認
す
る
。

の

状

況

に

応
じ
て
自
分
の
態
度
を
変
え
て
い
る
所
が
、
カ
メ
レ
オ
ン
が
、
体

の
色
を
こ
ろ
こ
ろ
と
変
え
る
と
こ
ろ
に
似
て
い
る
か
ら
。

の
作
者
は
、

自
分
が
、
権
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る
人
々
を
描
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
の
醜
さ
、
滑
稽
さ
を
、
風
刺
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
ペ
テ

ル
プ
ル
グ
は
、
農
奴
制
の
も
と
に
あ
り
、
貴
族
の
権
力
が
絶
大
で
、
農
民
の

反
乱
も
あ
っ
た
。

こ
の
「
模
擬
授
業
」
は
、
の
ち
こ
う
省
み
ら
れ
る
。

〈
指
導
者
班
の
記
録
〉

I
Mさ
ん
自
身
の
場
合
ー

①

指
導
の
ね
ら
い

人
の
態
度
が
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る
こ
と
が
、
た
だ
の
お
か
し
さ
を
表
す
の
で

は
な
く
、
社
会
風
刺
を
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。
焦
点
の

一
語
は
、

「
将
軍
」

（態
度
の
変
化
が
あ
る
、
き

っ
か
け
の
わ
か
り
や
す
い
言
葉
）

②

授
業
構
想

の

は

じ

め

登
場
人
物
の
把
握
と
、
そ
の
態
度
の
変
化
の
把
握
を
め
ざ

す
。
表
に
よ

っ
て
比
較
し
や
す
く
す
る
。

（作
業
的
に
進
む
か
も
し
れ
な

い
と
思
っ
て
い
た
。
）

の
が
が
登
場
人
物
の
態
度
が
変
化
す
る
き

っ
か
け
を
理
解
し
、
な
ぜ
そ

う
な
る
か
を
考
え
な
が
ら
、
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
と
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
の
二
人

に
し
ぼ

っ
て、

二
人
の
性
格
を
理
解
す
る
。
カ
メ
レ
オ
ン
に
つ
い
て
の
理

解

（ど
ん
な
動
物
な
の
か
を
知
る
）
。
な
ぜ

「
カ
メ
レ
オ
ン
」
と
い
う
題

が
つ
け
ら
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
る
。

（
グ
ル
ー
プ
で
考
え
て
も
ら

う
。
）
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
だ
け
が
カ
メ
レ
オ
ン
で
は
な

い
こ
と
を
、
理
解

す
る
。

「
ま
と
め
」
と
し
て
、
次
の
二
点

の

と

じ
め

「
カ
メ
レ
オ
ン
」
と
い
う
題
を
通
し
て
、
作
者
の
言
い
た
い

こ
と
は
何
か
を
考
え
る
。

③

反
省

ず
い
ぶ
ん
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
。
実
際
に
授
業
を
し
て
み
る
と
、
ス

ッ

と
行
き
そ
う
な
箇
所
で
時
間
が
か
か

っ
た
り
、
「
権
力
」
と
い
う
言
葉
が
、

早
く
出
て
き
た
り
、
思
わ
ず
答
え
を
言
っ

て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
慌
て
た
。

そ
れ
で
も
、
準
備
に
時
間
を
か
け
、
い
ろ
い
ろ
構
想
を
練

っ
た
り
し
て
い
る

と
、
も

っ
と
も
っ
と
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
の
に
…
…
と
思

っ
て
し
ま

っ

た
。
中
学
生
が
、
ど
こ
ま
で
理
解
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
の

が
、
最
も
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

〈
学
習
者
班
の
記
録
〉

I
Y
君
の
場
合
ー

①

教
材
の
第

一
印
象

同
じ
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、

一
っ

の
分
か
り
や
す
い
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
的
人
物
で
あ
る
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
が
、

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
親
し
み
や
す
い
作
品
で
あ
る

し
、
社
会
的
背
景
も
考
え
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。

②

学
習
の
ポ
イ
ン
ト

「
カ
メ
レ
オ
ン
」
と
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
カ
メ

レ
オ
ン
的
性
格
を
読
み
取

っ
て
い
く
。
そ
の
際
、
会
話
表
現
の
み
な
ら
ず
、

細
か
な
動
作
、
表
情
な
ど
に
も
注
意
を
払

っ
て
み
る
と
、
よ
く
理
解
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
社
会
的
背
景
も
大
切
で
あ
る
。

③

学
習
の
の
ち
、
何
が
変
わ

っ
た
か
。

オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
を
中
心
に
し
て
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
自
分

で

一
度
読
ん
で
み
た
時
は
、
視
点
が
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
み
に
傾
き
が
ち
で

あ

っ
た
。
し
か
し
、
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
な
ど
に
も
、

当
然
視
点
を
当
て
る
べ
き

で
あ
り
、
両
者
の
相
違
点
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
作
品
の
把
握
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学
習
者
に
わ

が
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
あ

っ
た
社
会
事
情
が
、
よ
り
深
く
理
解
で

き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か

っ
た
。

④

反
省

授
業
の
方
は
、
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
に
つ
い
て
の
学
習
が
、
何
か

―
つ
抜
け
て

い
た
感
が
あ

っ
た
（
時
間
の
関
係
か
中
途
半
端
な
感
じ
）
が
、
他
は
と
て
も

よ
く
理
解
で
き
た
。
特
に
、
表
は
分
か
り
や
す
く
、
読
み
も
深
ま

っ
た
と
思

、つ
〈
批
評
者
班
の
記
録
〉

I
wさ
ん
の
場
合
ー

①

批
評
の
ね
ら
い

ど
う
し
て
、
こ
の
作
品
の
題
名
は
、
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
な
の
か
。

②

批
評
の
具
体
的
対
象

オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
言
動
の
変
化
を
表
に
し
た
。
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
と
オ

チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
比
較
の
仕
方
。

③

批
評

言
動
の
変
化
表
は
、
分
か
り
や
す
く
て
い
い
表
だ
と
思
う
。

「
き
っ
か

け
」
の
と
こ
ろ
を
、
会
話
の
部
分
だ
け
に
し
て
あ
る
か
ら
、
学
習
者
も
探
し

や
す
い
と
思
う
し
、
初
め
に
、
登
場
し
た
人
物
を
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
た

の
も
よ
か
っ
た
。
本
当
の
授
業
で
は
、
は
じ
め
か
ら
「
き
っ
か
け
」
が
五
箇

所
あ
る
と
告
知
し
な
い
で
、
学
習
者
に
指
摘
さ
せ
れ
ば
、
学
習
者
も
集
中
し

て
音
読
も
き
け
る
と
思
う
。
①
／
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
、
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
と
も

に
、
よ
く
ま
と
め
て
あ
る
人
物
像
だ
と
思
う
。
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
の
方
は
、
自

分
の
主
張
を
ま
げ
な
い
で
、
変
え
な
い
と
い
う
所
を
も
っ
と
強
調
し
て
も
い

い
と
思
う
。
ど
う
し
て
題
名
が
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ

で
、
表
が
生
き
て
く
る
。
全
体
の
授
業
の
流
れ
が
、
よ
か

っ
た
。

④

反
省

表
を
使
っ
て
み
た
り
、
語
句
調
べ
を
プ
リ
ン
ト
で
し
た
り
、

加
藤
の
授
業
構
想

（二
0
分
で
提
示
）

か
り
や
す
く
て
よ
か
っ
た
。
準
備
に
時
間
を
か
け
て
よ
く
話
し
合
っ
て
い
る

の
が
、
よ
く
わ
か

っ
た
。
私
は
、
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
こ
と
だ
け
が
、
カ
メ

レ
オ
ン
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
。

〈
記
録
者
班
の
記
録
〉

I
Kさ
ん
の
場
合
ー

①

記

録
の
ね
ら
い

オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
態
度
の
変
化
を
、
ど
の
よ
う
に
板
書
し
て
い
く
か
。

学
習
者
に
分
か
り
や
す
い
よ
う
な
板
書
の
仕
方
で
あ
る
か
。

②

記
録

い
登
場
人
物
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
、
フ
リ
ュ
ー
キ
ン
、
エ
ル
ド
ウ
ィ
ン
、

コ
ッ
ク

の

表

（略）

の
人
物
像
オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
（
略
）
、
フ
リ
ュ
ー
キ
ン

（略）

④

ど

う

し

て

「
カ
メ
レ
オ
ン
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
た
の
か
。

（略
）

⑤
作
者
は
、
何
を
言
い
た
か

っ
た
の
か
。

（略
）

③

記
録
の
焦
点
再
確
認

オ
チ
ュ
メ
ー
ロ
フ
の
態
度
の
変
化
を
表
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
よ
り
分

か
り
や
す
い
も
の
と
な
っ
た
。
黒
板
の
右
は
し
か
ら
順
序
よ
く
料
い
て
い

っ

た
の
で
、
学
習
者
は
、
ノ
ー
ト
に
害
き
や
す
か

っ
た
。

④

反
省

指
導
者
の
三
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
役
割
り
を
き
ち

っ
と
分
担
し
て
い
た
の

は
、
良
か

っ
た
と
思
う
。
表
を
作
っ
た
り
、
語
句
の
意
味
を
プ
リ
ン
ト
に
し

て

（し
か
も
カ
メ
レ
オ
ン
の
絵
を
載
せ
た
）
配
っ
た
り
し
て
工
夫
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
、
良
か

っ
た
。
予
想
外
の
答
え
や
、
生
徒
か
ら
の
質
問
に
、
あ
わ

て
ず
あ
せ
ら
ず
に
応
対
す
る
の
は
、
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と

思
っ
た
。

〈参
考
〉
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こ
の
よ
う
な

「模
擬
授
業
」
の
実
践
に
先
だ
っ
て
、
学
習
者

（受
講
生）

た

ち
は
、
夏
休
み
の
課
題
に
応
え
て
、
次
の
よ
う
な
学
習
の
成
果
を
、
記
述
し
て

、こ
。

し

t
0

教
材
開
発
か
ら
授
業
構
想
へ

四

0

主
題
文
人
は
、
な
ぜ
カ
メ
レ
オ
ン
に
な
る
の
か
。

は
じ
め
に
題
名
読
み
と
書
き
出
し
の
重
ね
合
わ
せ
、
の
題
名
か
ら
想
像
す
る

世
界
、
の
書
き
出
し
か
ら
想
像
す
る
世
界

（
発
表
）

①

範
読
を
目
標
を
も

っ
て
き
く

〇

カ
メ
レ
オ
ン
ぶ
り
の
最
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
場
面
の
中
心
文
を
、

一

つ
書
き
抜
く
。

②

①

で
と
ら
え
た
場
面
を
、
表
に
ま
と
め
る
。

O

A
に
よ
り

B
か
ら

C
へ
変
わ

っ
た
の
三
項
目
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
。

（
グ
ル
ー
プ
学
習
）

③

相
互
批
評
の
結
果
を
、
口
頭
発
表
す
る
。

〇

私
は
、

1
と
ま
と
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
グ
ル
ー
プ
で

1
と
指
摘
さ
れ

た
。
そ
こ
で
、
改
め
て
1
と
ま
と
め
直
し
た
。
ー
の
型
と
す
る
。

④

結
末
の
四
行
を
精
読
す
る
。

0

「
笑
い
も
の
に
す
る
」

・
「お
ど
し
文
句
を
な
げ
か
け
る
」
主
体
に
つ

い
て
考
え
る
。

〈
表
現
〉

人
は
、
な
ぜ
カ
メ
レ
オ
ン
に
な
る
の
か
。

個
の
読
み
を
邸
重
し
、
相
互
批
評
を
経
て
、
理
解
を
確
か
め
深
め
、

表
現
活

動
に
そ
れ
を
統
合
し
た
い
。

①
開
発
教
材
の
内
容
の
紹
介
、

②
教
材
の
出
典
、

③
教
材
と
し
て
の
価
値
、

④
想
定
し
た
学
習
者
、

⑤
焦
占
~
語
と意
義

、

⑥
授
業
構
想
ー
発
問
を
中
心

に
ー
の
は
じ
め
、
の
な
か
、
③
と
じ
め
、
⑦
諸
問
題

（前
期
講
義
題
目
）
の

ひ
と
つ
に
引
き
つ
け
て

中
で
、
「
カ
メ
レ
オ
ン
」
の
指
導
者
で
あ
っ
た
M
さ
ん
は
、
右
の
課
題
に
、

次
の
よ
う
に
応
え
て
い
た
。

〈
M
さ
ん
の
「
教
材
開
発
か
ら
授
業
構
想
へ
」

〉

①

開
発
教
材
の
内
容
の
紹
介

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
／
い
ま
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
ー
と
い
う
二

行
で
始
ま
る
五
連
の
詩
。
こ
の
二
行
の
後
に
、
「
生
き
て
い
る
」
と
感
じ
る

時
を
い
ろ
い
ろ
の
視
点
か
ら
と
ら
え
、
表
現
し
て
い
る
。

②

教
材
の
出
典

の

書
（
題
）
名

生

き

る

の

著

（籠）

者

名

谷

川

俊

太

郎

③

出

版
社
等
光
村
図
書
（
小
学
校
六
年
教
科
昏）

③

教
材
と
し
て
の
価
値

私
は
、
小
学
校

一
年
か
ら
高
校
三
年
ま
で
、
国
語
が
嫌
い
だ
っ
た
。
言
葉

と
か
文
章
に
託
さ
れ
て
い
る
主
題
を
探
し
当
て
る
と
い
う
能
力
が
、
私
に
は

欠
け
て
い
る
ん
だ
と
思

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
今
な
ら
や
れ

そ
う
な
気
が
す
る
し
、
こ
の
作
業
を
と
て
も
楽
し
い
と
思
う
よ
う
に
な

っ

た
。
こ
ん
な
私
で
あ
る
か
ら
、
自
分
が
過
去
に
出
会
っ
て
は
み
た
も
の
の
、

そ
っ
ぽ
を
向
い
て
通
り
過
ぎ
て
し
ま

っ
て
い
た
も
の
に
、

意
味
・
価
値
を
与

え
て
み
た
い
と
思
い
、
こ
の
詩
を
選
ん
だ
。
私
と
同
じ
思
い
で
国
語
を
嫌
っ

て
い
る
中
学
生
に
、
私
と
同
じ
体
験
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
ら
、
う

れ
し
い
と
思
う
。
教
材
と
し
て
の
価
値
と
し
て
は
、

「生
き
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
は
、
ど
ん
な
時
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
「
生
き
て
い
る
」

こ
と
の
広
が
り
、
大
切
さ
、
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

一
人
で
は
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感
じ
と

っ

な
く
、
す
べ
て
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、

て
い
き
た
い
と
思
う
。

④

想
定
し
た
学
習
者

中
学
生

⑤

焦
点
語
と
意
義

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
／
い
ま
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
ー
の
二
行
と

各
連
の
結
び
。
各
連
の
最
初
に
あ
る
こ
と
の
意
味
づ
け
。
結
び
と
、
各
連
の

具
体
的
な
事
柄
と
の
関
係
。
結
び
に
託
し
た
作
者
の
思
い
の
解
明

⑥

授
業
構
想

の
は
じ
め
各
連
ご
と
の
系
統
性
を
考
え
る
。

「
一
連
で
は
、
ど
ん
な
こ

と
の
中
に
、

「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
い
ま
す
か
。
」

の
糾
が
各
連
に
は
、
結
び
の
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
の
結
び
の
言
葉
と
、

各
連
の
内
容
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
。
こ
の
結
び
に
は
、
作
者
の
主
観
的

な
思
い
が
き
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
そ
こ
に
作
者
の
託
し
た
思
い

を
、
各
連
の
具
体
的
な
こ
と
が
ら
か
ら
考
え
る
。

一
連
か
ら
五
連
ま
で
の

移
り
変
わ
り

（順
番
）
の
意
味
を
考
え
る
。

e
と
じ
め
こ
の
詩
に
よ
せ
た
作
者
の
思
い
（
主
題

・
「
生
き
る
」
と
い

う
こ
と
）
の
捉
ら
え
方
を
感
じ
と
る
。

⑦

諸
問
題
の
ひ
と
つ
に
引
き
つ
け
て

こ
の
プ
リ
ン
ト
を
書
い
て
い
る
と
き
、

三
つ
の
主
題
意
識
と
い
う
こ
と

が
、
頭
に
浮
か
ん
だ
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
指
導
者
で
あ
る
私
の
主
題
意
識

と
い
う
も
の
が
、
世
間

一
般
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
作
者
の
主
題
意
識
に

近
づ
こ
う
と
し
て
、
ま
た
は
、
そ
の
わ
く
か
ら
抜
け
き
れ
な
い
で
、
確
立
し

て
い
な
い
な
あ
と
思

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、

M
さ
ん
は
、
前
期
末
の

「国
語
科
教
育
法
」
ヶ
国
語
教
育
の
諸

問
題
ヶ
の
試
験
で
、
次
の
条
件
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
成
果
を
記
述
し
て
い
る
。

〈
問
題
〉

次
の
条
件
で
八
0
0
字
に
ま
と
め
な
さ
い
。

0

四
段
落
、
起
．
承
・
転

・
結
ー
の
八
0
0
字
と
す
る
。

の
「
起
」
に
は
、
と
り
あ
げ
た
教
材
の
価
値
を
、
端
的
に
紹
介
す
る
。

の
「
承
」
で
は
、
①
の
教
材
の
中
の
焦
点
と
す
べ
き

一
語
を
と
り
あ
げ
、

そ
の
意
義
を
説
明
す
る
。

の
「
転
」
で
は
、
具
体
的
な
授
業
を
想
定
し
て
、
そ
こ
で
最
も
大
切
だ
と

思
わ
れ
る
発
問
を
ひ
と
つ
挙
げ
、
そ
の
ね
ら
い
ど
こ
ろ
を
説
明
す
る
。

④
「
結
」
で
は
、
の
．

eを
統
合
す
る
立
場
で
、

「
国
語
教
育
に
お
け
る

諸
問
題
」
の
ひ
と
つ
を
論
じ
収
め
る
。

応
え
て
、

M
さ
ん
は
、
八
0
0
字
を
こ
う
記
し
た
。

〈
M
さ
ん
の
表
現
〉

題

言
葉
・
表
現
を
味
わ
う
た
め
に

の
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
行
う
最
も
基
本
的
、
か
つ
最
も

大
切
な
根
元
的
な
活
動
で
あ
る
。
だ
が
我
々
は
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と

な
く
生
活
し
、
時
に
う

っ
と
う
し
く
感
じ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
我
々
に
、
こ
の
詩
は
、
我
々
の
身
の
回
り
の
至
る
所
か
ら
「
生
き
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
、
「
生
き
て
い
る
」
こ
と

が
、
我
々
と
世
界
を
つ
な
い
で
く
れ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
気
づ
か

せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

の
こ
の
詩
の
中
で
私
は
「
い
ま
」
と
い
う

i

語
に
焦
点
を
あ
て
よ
う
と
思

う
。

「
生
き
る
」
と
い
う
行
為
は
、
刻
々
と
過
ぎ
去

っ
て
い
く
瞬
間
を
生

き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
連
続
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
生
き
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
瞬
間
を
つ
ま
り
「
い
ま
」
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
と
い
う

こ
と
に
関
わ

っ
て
く
る
。
刻
々
と
休
む
こ
と
な
く
通
り
過
ぎ
る
「
い
ま
」

「
生
き
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ
と
が
つ
ま
り
、
我
々
が
「
生
き
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
の
証
し
な
の
で
あ
る
。
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の
さ
て
、
こ
の
詩
を
用
い
て
授
業
を
行
う
わ
け
で
あ
る
が
、
「
こ
の
詩
で

は
各
連
と
も
同
じ
習
き
出
し
で
始
ま

っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
い
う
意
味
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
。
」
と
い
う
発
問
を
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
前
に
述

べ
た
「
い
ま
」
の
意
義
を
認
め
さ
せ
る
た
め
の
誘
い
に
な
る
と
思
う
し
、

「
い
ま
」
を
「
生
き
て
い
る
」
と
感
じ
る
こ
と
の
大
切
さ
が
確
認
で
き
る

と
思
う
。

④

以

上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
授
業
を
行
う
わ
け
で
あ
る
が
、
注
意
し
た
い

こ
と
は
、
生
徒

一
人
ひ
と
り
に
、
真
剣
に
取
り
組
ん
で
も
ら
い
、
自
分
な

り
に
主
題
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
ま
で
到
達
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
私
も
そ
う
で
あ

っ
た
が
、
自
分
に
は
詩
を
味
わ
う
セ
ン
ス
が
な

い
と
思
い
込
み
、
最
初
か
ら
壁
を
作
っ
て
中
に
入
ろ
う
と
し
な
い
生
徒
は

多
い
と
思
う
。
そ
の
原
因
は
、
テ
ス
ト
で
解
答
を
導
き
出
せ
な
い
こ
と
に

あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
誰
に
だ

っ
て
、
時
間
、
表
現
の
差
こ
そ
あ

れ、

言
葉
を
通
し
て
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る
才
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
楽
し
さ
に
気
づ
か
せ
て
あ
げ
ら
れ
た
ら
、
授
業

止
ま
り
で
は
な
く
、
生
涯
学
習
へ
の
芽
を
育
て
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。

ま
た
、
第

一
回
の
「
模
擬
授
業
」

・
「
石
仏
」
の
指
導
者
で
あ
っ
た
Y
君

は
、
同
様
こ
う
記
し
て
い
た
。

〈

Y
君
の

「教
材
開
発
か
ら
授
業
構
想
へ
」

〉

①

開
発
教
材
の
内
容
の
紹
介

「
さ
と
」
に
帰
っ
て
き
て
い
る
絹
子
は
、
以
前
の
艘
の
こ
と
を
思
い
出

す
。
捜
の
「
さ
と
」
の
風
習
の
た
め
、
生
家
へ
急
ぐ
媛
の
姿
に
、
絹
子
の
母

は
、
「
媛
さ
ん
も
早
く
こ
の
家
に
な
じ
ん
で
く
れ
な
い
と
ね
え
。
」
と
言
っ

た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
母
は
、
今
、
絹
子
の
赤
ん
坊
を
抱
い
て
近
所

の
人
に
自
慢
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②

教
材
の
出
典

の

書
（
題
）
名

「掌
の
小
説
j

中

「さ
と
」

川
端
康
成
の
出
版
社
等
新
潮
社

③

教
材
と
し
て
の
価
値

た
と
え
そ
れ
が
心
の
中
だ
け
の
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
誰
し
も
が
皆

「
さ
と
」
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
遠
く
も
近
し
き
「
さ
と
」
を
介
し
て
、
登

場
人
物
の
「
心
」
が
交
錯
す
る
。
こ
の
物
語
は
、
こ
の

「さ
と
」
を
軸
に
し

て
、
登
場
人
物
の
「
心
」
を
捉
ら
え
、
さ
ら
に
戦
後
の
今
の
時
代
に
お
け
る

「
さ
と
」
・
「
心
」
へ
と
発
展
で
き
る
教
材
で
あ
る
と
考
え
る
。

④

想
定
し
た
学
習
者

高
校
三
年
生

⑤

焦
点
語
と
意
義

焦
点
語
は
、
「
さ
と
」
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
「
さ
と
」
は
誰
し
も

が
も

っ
て
い
る
も
の
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
中
の

「母」

の
よ
う
に
、
と
も

す
れ
ば
そ
の
「
さ
と
」
は
、
心
の
奥
深
く
に
行
っ
て
し
ま
う
。
誰
も
に
密
接

に
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
よ
り

一
層
人
の
心
を
あ
ら
わ
に

マ
マ

す
る
。

「
さ
と
」
に
は
、
そ
う
い
う
役
割
が
あ
る
。

（さ
と
11
実
家
11)

⑥

授
業
構
想

の
は
じ
め
短
い
作
品
な
の
で
、
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
見
つ
け
る
つ
も
り

で
、
じ

っ
く
り
読
み
味
わ

っ
て
も
ら
う
。
確
認
の
意
味
で
、
キ
ー
・
ワ
ー

マ

マ

マ

マ

ド
を
発
表
さ
せ
た
り
、
作
品
に
於
け
る
時
間
の
ズ
レ
、
テ
ー
マ
を
発
表
さ

せ
た
り
す
る
。
鋭
い
意
見
な
ど
が
出
て
き
た
ら
そ
れ
に
つ
い
て
皆
で
論
じ

る
。
そ
し
て
、
自
分
の
体
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
こ
の
「
さ
と
」
に
つ

い
て
の
自
分
な
り
の
テ
ー
マ
を
紙
に
書
い
て
提
出
し
て
も
ら
う
。

の

5
が
提
出
し
て
も
ら

っ
た
意
見
の
中
か
ら
、
い
く
ら
か
抜
粋
し
て
、

マ

マ

マ

マ

そ
れ
を
ま
ず
授
業
の
タ
タ
キ
台
と
し
て
使
う
。

（
そ
の
際
意
見
の
中
か

(2) 

著

（筆）

者
名
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ら、

〈
自
分
の
予
定
し
て
い
た
も
の

〉
11
登
場
人
物
の
心
の
解
釈
、
時
代

背
景
マ
マ
社
吋
代
間
の
相
違
ママ

且
現
代
で
も
同
様
に
し
て
考
え
ら
れ
る
の

ママ

か
、
や

〈
自
分
の
予
定
し
て
い
な
か

っ
た
新
し
い
問
題
点
〉
を
主
に
し

て
。
）
そ
こ
で
は
、
登
場
人
物
の
「
心
」
の
中
を
整
理
す
る
。
そ
れ
か

ら
、
時
代
性
を
加
味
し
つ
つ
、
今
の
世
に
住
む
私
達
の
目
で
物
語
を
捉
ら

え
て
い
く
。
こ
こ
で
、
生
徒
が
、

一
通
り
の
問
題
を
全
て
考
え
る
こ
と
が

ママ

で
き
る
よ
う
に
。

「
さ
と
」
を
読
ん
で
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
も
う

一
度
意

見
を
紙
に
書
い
て
提
出
。

e
と
じ
め
再
び
意
見
を
参
考
に
、
「
さ
と
」
の
意
義
を
考
え
、

ま
た
、

「
心
」
を
捉
ら
え
直
す
。
そ
の
作
業
が
、

一
様
に
終
わ
れ
ば
、
今
ま
で
ふ

せ
て
お
い
た
物
語
最
後
の
部
分
、
「
据

っ
た
重
み
」
に
つ
い
て
解
釈
す

る
。
そ
こ
で
、
と
じ
め
と
し
て
、
人
の
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
学
ぶ
。

⑦

諸
問
題
の
ひ
と
つ
に
引
き
つ
け
て

高
三
と
も
な
れ
ば
、
そ
う
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
教
材
は
短

い
が
ゆ
え
に
よ
く
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
身

近
な
も
の
ゆ
え
に
感
銘
も
受
け
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
感
銘
を
受
け
る
と

い
う
こ
と
は
、
自
分
の
体
験
・
経
験
に
照
ら
し
合
わ
さ
れ
て
為
せ
る
も
の
と

言

っ
こ
と
も
で
き
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
際
に
発
せ
ら
れ
る

「
思
い
」

を
紙
に

書
い
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
が
、

〈
「
表
現
」

11

「
理
解
」
〉
へ
の
第

一
歩

で
は
な
い
か
。

同
様
に
、
応
え
て
、

Y
君
は
、
こ
う
記
し
た
。

〈
Y
君
の
表
現
〉

題
表
現
と
理
解
~
近
な
題
材
を
め
ぐ

っ
て
ー

①
川
端
康
成
の

「
掌
の
小
説
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
さ
と
」
は
、
誰
も
が

も
っ
て
い
る
、
し
か
し
、
日
常
生
活
の
中
で
は
必
ず
し
も
意
識
さ
れ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
「
さ
と
」
を
軸
に
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
心
を
捉
ら
え
る

こ
と
の
で
き
る
教
材
で
あ
る
。

の
こ
の
教
材
で
は
、
や
は
り
「
さ
と
」
と
い
う
言
葉
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
物
語
中
に
登
場
す
る
媛
は
、
彼
女
自
身
の
心
情
こ

そ
描
か
れ
て
な
い
も
の
の
「
さ
と
」
と
同
じ
く
他
の
登
場
人
物
と
密
接
に
関

ママ

わ
っ
て
い
く
。
そ
の
艘
を
介
し
、
絹
子
の
さ
と
感
、
母
の
さ
と
感
が
展
開
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
さ
と
」
は
誰
も
に

関
係
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
さ
と
」
と

い
う
問
題
に
直
面
す
る
と
人
の
心
は

あ
ら
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、

「さ
と
」
に
焦
点
を
あ
て
る
こ

と
で
、
登
場
人
物
の
心
、
人
の
心
へ
の
理
解
が

一
層
深
ま
る
も
の
と
考
え

る
。

e
次
に
、

授
業
構
想
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
こ
で
最
も
大
切
だ
と
思
わ
れ

る
発
問
は
、
母
と
、
絹
子
の
心
の
変
化
、
衝
繋
を
ど
う
捉
ら
え
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
あ
ん
な
に
嬉
し
い
も
ん
か
な
。
」
と
言
っ
た
母

が
、
「
近
所
の
人
に
自
慢
し
て
い
る
」
心
境
の
説
明
や
、
絹
子
が
な
ぜ

「は
っ
と
し
た
」
の
か
と
い
う
形
で
問
え
る
。
こ
れ
ら
の
発
問
を
す
る
こ
と

に
よ
り
、
「
さ
と
」
の
非
日
常

（
巽
空
間
）
性
が
理
解
で
き
、
そ
の

「
さ

と
」
に
触
れ
る

（意
識
す
る
）
こ
と
に
よ
り
現
出
す
る
人
の
純
粋
な
、
お
さ

な
心
の
よ
う
な
、
誰
に
も
共
通
す
る
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

ママ

う
。

（人
の
心
の
あ
り
よ
う
の
理
解
）

④

何

度
も
述
べ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
「
さ
と」

は
誰
も
が
も
ち
、
前
段
で
述

べ
た
よ
う
に
そ
の

「さ
と
」
に
ま
つ
わ
る
心
惰
は
皆
、
同
じ
方
向
性
、
共
通

性
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
生
徒
達
は
誰
も
が
も
つ
身
近
な
主
題
ゆ
え
、
自

分
の
体
験
・
経
験
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

ママ

て
感
銘
も
す
る
。
そ
の
感
銘
を
受
け
た
時
に
発
せ
ら
れ
る
言
葉
（
授
業
の
流

れ
に
そ

っ
て
湧
く
も
の
）
を
紙
に
書
き
提
出
し
て
も
ら
え
ば
、
そ
こ
に
は
、

生
徒
の
授
業
・
作
品
へ
の
理
解
が
表
出
し
、

表
現
に
よ
り

層
深
ま
る
。
こ

-287 -



お
わ
り
に

こ
に
表
現
と
理
解
は
―
つ
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
模
擬
授
業
」
の
実
践
に
先
立
つ
学
習
「
教
材
開
発
か
ら
授
業
構
想

へ
」
に
お
け
る
二
人
の
記
述
を
見
て
き
た
。
こ
こ
に
は
、
前
期
に
お
け
る
学
習

「
国
語
教
育
に
お
け
る
諸
問
題
」
で
学
ん
だ
理
念
を
、
自
ら
の
理
解
に
即
し

て
、
実
践
へ
と

一
歩
踏
み
出
し
、
そ
の
あ
ら
ま
ほ
し
き
具
体
を
展
望
し
た
も
の

で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
い
ず
れ
も
、
人
文
学
部
に
お
い
て
「
国
文
学
」
を
専
攻
し
始
め

た

（
二
年
次
の
）
「
国
語
科
教
育
」
観
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
か
つ
て
学
習
者
と
し

て
そ
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
潜
め
て
き
た
思
い
に
即
し
て
、
噛
み
し
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
「
教
材
開
発
」
に
働
い
た
「
教
材
透
視
」
の
力
も
、
そ
こ
に
発
す

る
。す

な
わ
ち
、
先
に
見
た
こ
の
二
人
を
指
導
者
と
す
る
「
模
擬
授
業
」
の
実
践

は
、
こ
の
力
か
ら
紡
ぎ
出
し
た
「
授
業
構
想
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
明
日

の
「
国
語
科
教
育
」
の
担
い
手
た
ち
は
、
わ
が
「
国
語
科
教
育
法
」
の
目
標

を
、
こ
う
導
い
て
く
れ
た
。

「
こ
と
ば
を
通
し
て
生
き
抜
く
力
」
を
育
み
合
う
。
ー
こ
の
よ
う
な
具
体
的

な
場
を
、
日
々
の
「
国
語
科
教
育
」
の
実
践
の
た
だ
中
で
、
紡
ぎ
出
し
て
い
き

た
い
。
学
習
者
た
ち
は
、
今
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
「
国
語
教
育
力
」
を
身
に
つ

け
た
指
導
者
を
、
待
ち
望
ん
で
い
る
。
こ
の
切
望
さ
れ
て
い
る
「
国
語
教
育

カ
」
を
育
成
す
る
た
め
の
わ
が

「国
語
科
教
育
法
」
は
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ

う
な

「
目
標
」
を
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
具
体
を
求
め

た
。
私
は
、
こ
こ
に
、
「
教
材
透
視
」
力
の
育
成
が
、
す
な
わ
ち
「
授
業
構

想
」
力
ヘ
と
重
な
っ
て
い
く

「模
擬
授
業
」

た
。

の
場
を
と
、

具
体
的
に
求
め
て
き

「
こ
と
ば
を
通
し
て
」
の
学
習
で
あ
る
か
ら
に
は
、
私
た
ち
指
導
者
が
、
学

習
者
と
共
に
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
今
、
ど
の
よ
う
な
「
こ
と
ば
」

が
、
学
習
の
焦
点
に
な
る
べ
き
で
あ
る
の
か
を
、
ま
ず
は
「
透
視
」
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、

「
こ
と
ば
」
に
よ
る
表
現

（
「
作
品
」
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
）
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
る
主
題
意

識
（
「
作
品
」
研
究
が
、
そ
の
典
型
と
し
て
、
こ
れ
を
究
め
さ
せ
る
。
）
と
、

指
導
者
自
ら
の
主
題
意
識
、
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
学
習
者
の
主
題
意
識
と

が
、
ど
こ
で
火
花
を
散
ら
す
か
へ
の
洞
察
力
で
あ
る
。
私
の

「
国
語
科
教
育

法
」
前
期
の
「
講
義
」
は
、
そ
の
理
解
を
眼
目
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
教
材
透

視
」
力
の
自
覚
を
で
あ
る
。

こ
の
目
標
に
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
必
然
的
に
学
習
者
の
「
こ
と
ば
を
通

し
て
生
き
抜
い
て
い
る
」
実
態
が
、
把
握
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
「
模
擬
授
業
」
と
し
て
の
制
約
こ
そ
あ
れ
、
「
授
業
構

想
」
力
が
、
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
が

「指
導
者
」
た

ち
は
、
そ
れ
を
、
自
ら
が
受
け
て
き
た

「
国
語
科
教
育
」
の
自
己
評
価
の
中
か

ら
、
現
在
の
「
国
語
」
教
室
に
あ
る
学
習
者
た
ち
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ

て、

「構
想
」
し
て
い

っ
た
。
こ
こ
に
、
問
題
点
が
残
る
。

私
の
自
覚
と
そ
の
任
務
と
は
、
早
に
、
こ
の

「想
定
」
に
お
け
る
狭
さ
や
偏

り
に
、
ど
の
よ
う
な
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
明
日
の

「指
導
者
」
た
ち
が
受
け
て

き
た
「
国
語
科
教
育
」
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
今
具
体
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る

「
国
語
科
教
育
」
ー
た
と
え
ば
、
「
本
当
の
学
力
と
は
、
何
か
。
」
と
か
、

「
一
人
ひ
と
り
の
学
力
を
、
ど
う
保
証
す
る
の
か
。
」
と
か
、

「基
礎
基
本
と

は
、
何
か
。
」
と
か
。
ー
を
ど
の
よ
う
に
展
望
す
る
こ
と
の
で
き
る
力
、
す
な

わ
ち
「
国
語
教
育
力
」
を
育
成
す
る
ヰ
か
に
、
あ

っ
た
。
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今
、
省
み
て
、
改
め
て
、
「
教
材
透
視
」
か
ら
「
授
業
構
想
」
へ
の
道
筋

を
、
ど
う
豊
か
に
つ
け
る
か
を
想
う
。
甘
そ
れ
は
、
わ
が
学
習
者
た
ち
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
専
門
（
国
文
学
・
国
語
学
な
ど
）
研
究
の
中
で
培
う

「作
品
」
研
究

カ
、
「
言
語
」
研
究
力
を
軸
に
し
た
、
豊
か
な
言
語
生
活
と
無
縁
の
も
の
で
あ

る
は
ず
が
な
い
。
私
は
、
一
方
で
の
「
国
文
学
」
（
中
古
文
学
）
指
導
の
中

で
、
こ
の
方
法
を
も
摸
索
l
t
3

9
1
0

し
な
が
ら
、
「
国
語
科
教
育
法
」
に
お
い

て、

「模
擬
授
業
」
を
さ
ら
に
体
系
化
し
充
実
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
論
は
、
こ
の
目
標
に
対
し
て
、
わ
が
「
学
習
者
」
が
、
ど
の
よ
う
に
応
え

て
き
た
か
を
具
体
的
に
示
し
、
そ
の
道
筋
の
改
革
へ
の

一
里
塚
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
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