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キ
ー
ワ
ー
ド

単
元
学
習
指
導

I
先
生
は
、
私
の
も
と
、
本
学
教
育
学
部
で
、

「
蜻
蛉
日
記
」
に
お
け
る
賭

答
歌
の
研
究
を
ま
と
め
て
、
こ
の
三
月
に
卒
業
し
た
。
四
Jj
か
ら
は
、
山
口
県

下
の
い
わ
ゆ
る
「
困
難
な
」
高
等
学
校
で
、
国
語
科
教
育
実
践
の
第

一
歩
を
踏

み
出
し
た
、
気
鋭
で
あ
る
。
私
は
、

I
先
生
が
具
さ
に
語
り
伝
え
て
く
れ
た
「
国

語
教
室
」
で
の
苦
悩
と
喜
び
に
、
私
自
身
の
遥
か
な
る
第

一
歩
が
、
こ
れ
ほ
ど

真
摯
な
も
の
で
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
か
と
、
つ
く
づ
く
と
厳
し
く
省
み
ら
れ
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
営
々
と
築
か
れ
た
単
元
学
習
lf
l
指
導
に
学
ぶ

こ
と
の

中
に
こ
そ
、
私
自
身
に
求
め
ら
れ
て
い
る
国
語
科
教
育
へ
の
多
く
の
課
題
が
、

込
め
ら
れ
て
い
る
事
実
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
I
先
生
の
雑
い
実

践
を
、
担
当
し
て
い
る
人
文
学
部
二
年
生
と
の

「国
語
科
教
育
法
」
の
中
で
、

教
材
化
し
、
そ
の
課
題
の
い
く
つ
か
を
確
か
め
、
深
め
合
い
な
が
ら
、
未
来
の

加

藤

宏

文

—

I

先
生
の
場
合
ー
ー

は
じ
め
て
の
単
元
学
習
指
導
に
学
ぶ

「
国
語
教
室
」
の
あ
る
べ
き
姿
へ
と
導
か
れ
た
。
本
論
は
、
そ
こ
で
学
び
合

っ

た
こ
と
を
、

I
先
生
の
実
践
に
即
し
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
I
先
生
は
、
最
初
の
単
元
学
習
指
導
が
終
了
し
た
段
階
で
、
ま
ず
、

次
の
よ
う
に
省
み
て
い
る
。

〈
心
が
け
た
点
〉

①
本
と
の
出
会
い
の
機
会
を
と
、
毎
時
間
の
初
め
に
、
文
学
作
品
を

一
っ
紹

介
し
た
。

の
各
時
の
最
後
に
表
現
の
時
間
を
設
け
、

学
習
が

一
方
通
行
に
な
ら
な
い
よ

う
、
留
意
し
た
。

e
初
発
の
ア

ン
ケ
ー
ト
で
の
素
直
な
感
性
や
表
現
力
に
応
え
、
そ
の
力
を
何

と
か
伸
ば
そ
う
と
し
た
。

〈
反

省

点

〉

の

「
紹
介
」
の
文
学
作
品
と
学
習
内
容
と
に
、
関
係
の
な
い
こ
と
が
多
か

っ

こ
。

f
 

の

学
習
者
の
表
現
に
、
で
き
る
だ
け
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
返
し
た
か

っ
た
が
、

難
し
か
っ
た
。

③
教
材
の
部
分
的
な
読
み
取
り
に
終
始
し
、
そ
の
時
間
の
ね
ら
い
が
明
確
に

で
き
な
か

っ
た
。

④
教
材
で
で
な
く
、
教
材
を
教
え
る
平
板
な
授
業
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

⑤

「

一
人
の
疑
問
を
み
ん
な
に
」
に
な
ら
ず
、
指
導
者
と
の

一
対

一
の
関
係

に
な
り
、
「
援
助
者
」
た
り
え
な
か
っ
た
。

⑥

あ
る
学
習
者
の
表
現
か
ら
、
指
導
者
の

一
語

一
語
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
知
り
、
こ
と
ば
の
甘
さ
を
痛
感
し
た
。

〈
特
に
痛
感
し
て
い
る
点
〉

の

国
語
の
学
力
と
は
何
で
あ
り
、

か
け
を
す
べ
き
か
。

そ
の
た
め
に
指
導
者
は
ど
の
よ
う
な
働
き
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学
習
者
に
は
そ
れ
ぞ
れ

の

授
業
の
成
立
そ
の
も
の
が
危
ぶ
ま
れ
る
中
で
も
、

の
現
実
が
あ
る
。

e
そ
の
現
実
と
「
国
語
」
と
の
接
点
を
見
据
え
な
い
こ
と
に
は
、
指
導
は
不

可
能
で
あ
る
。

④

「蛸
蛉
日
記
」
が
、
学
習
者
た
ち
と
ど
こ
で
接
点
を
持
つ
の
か
、
少
々
荷

が
重
す
ぎ
る
気
も
す
る
。

こ
こ
に
は
、
私
た
ち
先
を
歩
い
て
き
た
実
践
人
が
、
改
め
て
厳
し
く
省
み
る

べ
き
点
、
私
た
ち
こ
れ
か
ら

I
先
生
の
後
に
つ
づ
く
実
践
人
が
、
導
か
れ
る
べ

き
点
が
、
具
体
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち

「国
語
科
教
育
法
」
に
学
ぶ

者
た
ち
は
、

「国
語
教
育
に
お
け
る
諸
問
題
」
の
原
理
的
な
学
習
の
中
に
、

I

先
生
の
右
の
諸
項
を
重
ね
て
、
そ
の
理
解
を
確
か
め
た
。

i

方
、
I
先
生
は
、
そ
の
は
じ
め
て
の
単
元
学
習
指
導
の

「流
れ
」
を
ふ
り

返
り
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
記
述
し
て
い
る
。
中
で
、

I
先
生
は
、

①
徹
底

し
た
朗
読
を
基
本
に
し
て
、

②
毎
時
、
自
ら
の
主
題
意
識
り
に
即
し
て
、
積

極
的
に
教
材
を
開
発
し
、

③
ワ
ー
ク
・
シ
ー
ト
で
の
手
だ
て
を
踏
ま
え
て
の

〈表

現
〉
活
動
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

0

対
象
ク
ラ
ス

一
年

一
組

（男
子
九
名
・
女
子
二

i

名
か
ら
成
る
。
）

〇

使
用
教
科
書

「新
編
国
語
ー
」
（
東
京
書
籍

•

新
訂
版
）

0

中
心
教
材
単
元

「学
ぶ
よ
ろ
こ
び
」
所
収

壇
ふ
み

「春
の
匂
い
」

〈
第

一
時
〉

初
発
の
感
想

の

金
子
み
す
ゞ
「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」
1

の

壇
ふ
み

「春
の
匂
い
」
範
読

の
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
へ
の
記
述

〈
第
二
時
〉

第
i

段
落
の
読
解

の

俵

万

智

「サ
ラ
ダ
記
念
日
」
紹
介

の

埴
ふ
み

「春
の
匂
い
」
指
名
読
み

0

「
ワ
ー
ク
・
シ
ー
ト
」
①
ー

一
記
述

④

〈
表
現
〉
④
自
分
を
花
に
た
と
え
る
と
、
ど
ん
な
花
に
な
り
ま
す
か
。
＠

そ
の
理
由
を
書
き
な
さ
い
。

〈
第
三
時
〉

第

一
段
落
の
読
解

の
高
村
光
太
郎

「
レ
モ
ン
哀
歌
」
紹
介

の
壇
ふ
み

「春
の
匂
い
」
指
名
読
み

0

「
ワ
ー
ク
・
シ
ー
ト
」

①
、
二
、
三
、
四
記
述

〈
第
四
時
〉

第
ニ

・
三
段
落
の
読
解

の

星
野
富
弘
紹
介

の
壇
ふ
み
「
春
の
匂
い
」
指
名
読
み

③

筆
者
は
、
何
に
「
春
の
匂
い
」
を
感
じ
て
い
る
か
を
、
第
二
段
落
中
で
読

み
取
る
。

④

第

三
段
落
の
「
母
」
の
心
情
を
読
み
取
る
。

⑤

「

二
番
目
の
兄
」
の
様
子
を
読
み
取
る
。

〈
第
五
時
〉

第
三
段
落
の
読
解

①

中
原
中
也

「月
夜
の
浜
辺
」
紹
介

の

壇
ふ
み

「春
の
匂
い
」
指
名
読
み

e
「
兄
」
の
岡
か
れ
て
い
る
状
況
・
様

f
が
わ
か
る
表
現
に
線
を
引
く
。
板

書
で
ま
と
め
る
。

④

「母」

の
心
情
の
推
移
を
読
み
取
る
。

⑤

〈
表
現
〉
「
次
郎
」
に
と

っ
て
学
校
と
は
ど
ん
な
存
在
か
。

〈
第
六
時
〉

第
四
段
落
の
読
解

い
金
子
み
す
ゞ
「
星
と
タ
ン
ポ
ポ
」

rl
J

の

壇
ふ
み

「春
の
匂
い
」
指
名
読
み

e
筆
者
に
と

っ
て
の

「春
の
匂
い
」

・
「行
き
場
所
」
を
読
み
取
る
。

④

「

つ、

大
き
な
違
い
」
と
は
、
何
か
。
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⑤

「

一
過
性
向
学
心
」
を
説
明
す
る
。

⑥

〈
表
現
〉
こ
の
春
、
何
を
始
め
ま
す
か
。

I
先
生
の
は
じ
め
て
の
単
元
は
、
右
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

は
、
さ
き
の

「心
が
け
た
点
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
三
つ
の
柱
が
、
「
何
と
か

し
て
」
の
思
い
で
、
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
私
た
ち
「
国
語
科
教

育
」
の
学
習
者
は
、
ま
ず
は
、
こ
の

I
先
生
の
新
鮮
な
単
元
指
導
体
系
に
目
を

開
か
れ
な
が
ら
、
中
心
教
材
、
壇
ふ
み
の
「
春
の
匂
い
」
を
通
し
て
、

I
先
生

が
、
何
へ
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
学
習
者
を
導
こ
う
と
す
る
の
か
に
、
学
ぶ
。

さ
て
、

I
先
生
の
は
じ
め
て
の
単
元
学
習
指
導
に
学
ぶ
私
た
ち
は
、

I
先
生

が
そ
の
単
元
で
の
中
心
教
材
に
据
え
た
壇
ふ
み
の
「
春
の
匂
い
」
に
、
ど
の
よ

う
な
王
題
意
識
り
を
持
っ
て
、
臨
む
か
。
I
先
生
の
主
題
意
識
と
の
接
点
の

あ
り
よ
う
こ
そ
が
、
学
ぶ
私
た
ち
に
具
体
的
な
問
題
意
識
を
持
た
せ
る
要
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

I
先
生
が
、
そ
の
主
題
意
識
に
即
し
て
開
発
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
理
解
の
基
盤
を
培
う
は
ず
だ
と
考

え
る
。

ち
な
み
に
、
私
た
ち
の
「
国
語
科
教
育
法
」
第
五
回
「
主
題
意
識
を
、
ど
う

深
化
・
拡
大
さ
せ
る
か
。」

1
1
4
に
お
け
る

〈
表
現
〉
活
動
の

一
っ
は
、
次
の

四
項
目
か
ら
成
る
。

e
「
春
の
匂
い
」
中
、
最
も
注
目
し
た

一
文
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。

の
の
の
理
由
を
、
説
明
し
な
さ
い
。

の

I
先
生
が
、
金
子
み
す
ゞ
の
「
わ
た
し
と
小
鳥
と
す
ず
と
」
を
最
初
に
紹

介
し
た
の
は
、
な
ぜ
か
。

④

I
先
生
の
教
材
開
発
に
つ
い
て
、
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
な
さ
い
。

な
お
、
中
心
教
材
、
壇
ふ
み
の
「
春
の
匂
い
」
は
、
筆
者
が
、
春
が
来
る
と

頭
を
も
た
げ
る
「

一
過
性
向
学
心
」
を
、
障
害
の
た
め
小
学
校
に
行
け
な
か
っ

た
長
兄
と
、
向
学
心
溢
れ
る
老
婦
人
と
に
対
比
し
な
が
ら
、
率
直
に
表
現
し
た

作
品
で
あ
る
。
こ
の
教
材
に
、

I
先
生
が
、
山
口
県
出
身
の
詩
人
・
金
子
み
す
ゞ

と
、
同
じ
く
中
原
中
也
の
作
品
を
重
ね
た
こ
と
を
も
含
め
て
、
私
の

「国
語
科

教
育
法
」
に
お
け
る
学
習
者
は
、
そ
の
受
け
止
め
た
も
の
を
、
次
の
よ
う
に
記

述
し
な
が
ら
、

I
先
牛
の
指
導
に
学
ぶ
基
盤
を
、
確
認
す
る
c

〈
A
さ
ん
の
表
現
〉

の
胸
は
、
何
か
に
せ
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ワ
ソ
ワ
ド
キ
ド
キ
と
波
打

ち、

「学
ば
な
け
れ
ば
、
始
め
な
け
れ
ば
。」

と
、
居
て
も
立

っ
て
も
い
ら

れ
な
い
よ
う
な
気
分
に
な
る
の
で
す
。

の
私
も
高
校
ま
で
は
春
に
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
抱
い
て
い
た
け
れ
ど
、
大

学
に
入
っ
て
、
特
に
今
年
の
春
は
、
少
し
も
ソ
ワ
ソ
ワ
ド
キ
ド
キ
し
た
気
分

に
は
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

の
鳥
は
飛
べ
る
け
ど
、
私
の
よ
う
に
走
れ
な
い
。
鈴
は
き
れ
い
に
鳴
る
け
ど
、

私
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
歌
え
な
い
。
そ
の
微
妙
な
せ
つ
な
い
気
持
ち
が
、
壇

ふ
み
さ
ん
が
春
に
抱
く
思
い
と
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

④
中
原
中
也
は
、
ボ
タ
ン
を
何
か
に
役
立
て
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
も
な
い

の
に
、
ど
う
し
て
も
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
中
也
は
、
月
の
光
を
浴
び

た
ボ
タ
ン
に
愛
着
で
も
な
い
け
れ
ど
、
説
明
し
難
い
あ
る
感
情
を
も
っ
た
の

だ
と
思
う
。
壇
ふ
み
さ
ん
は
、
春
に
な
る
と
、
途
中
で
何
度
挫
折
し
よ
う
と

新
し
い
こ
と
を
始
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
き
っ
と
、
内
か
ら
湧
き
上
が

っ

て
く
る
思
い
に
は
、
と
く
に
理
由
は
な
く
て
も
、
逆
ら
え
な
い
も
の
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
。
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A
さ
ん
は
、
こ
の
教
材
を
、
籠
者
の
「

一
過
性
向
学
心
」
の
、
「
向
学
心
」

の
側
面
か
ら
、
自
ら
の
内
実
に
引
き
付
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、

I
先
生
に
よ
っ

て
開
発
さ
れ
た
二
つ
の
教
材
に
も
、
「
せ
つ
な
い
気
持
ち
」
の
も
つ
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
、
把
え
さ
せ
て
い
る
。

〈

B
さ
ん
の
表
現
〉

の

私

は

、
自
分
の
春
か
ら
、
大
切
な
匂
い
が
失
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
感
じ

て
い
ま
し
た
。

の

こ

の

一
文
で
、
作
者
は
、
初
め
て
自
ら
の
想
い
を
「
匂
い
」
と
い
う
言
葉

に
集
約
さ
せ
て
い
る
か
ら
。
こ
の

i

文
よ
り
前
で
は
、
ま
だ
「
自
ら
の
想
い

を
表
現
す
る
も
の
が
何
か
。」

と
、
色
々
探
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
「
真
新

し
い
イ
ン
ク
の
匂
い
」
と
い
う

一
文
を
書
い
た
時
点
で
、
明
確
な
主
題
が
、

「匂
い
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し

マ
マ

．

て
一
大
切
な
匂
い
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
。

マ
マ

③
個
々
の
物

（モ
ノ
）
の
持
つ
、
他
で
は
か
え
難
い
価
値
を
、

「
わ
た
し
と

小
鳥
と
す
ず
と
」
の
詩
で
う
た
い
、
そ
の
「
個
有
の
価
値
」
と
い
う
点
に
、

I
先
生
は
、
教
育
の
現
場
に
お
け
る
生
徒
一

人

一
人
の
も
つ
価
値
を
同
化
さ

せ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。

④

「
春
の
匂
い
」

が、

「
匂
い
」

と
い
う
感
覚
的
な
言
葉
に
自
ら
の
想
い
を

託
し
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
中
也
の
「
月
の
浜
辺
」
で
は
、

「
し
み
る
」
と

い
う
感
覚
的
な
言
葉
に
、
自
ら
の
想
い
を
託
し
て
い
る
点
で
、
共
通
し
て
い

る
。
こ
の
、
あ
る

一
語

・
一
文
に
託
さ
れ
た
作
者
の
思
い
を
読
み
と
る
為
に
、

教
材
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

B
さ
ん
は
、

A
さ
ん
と
は
違
っ
て
「

一
過
性
」
の
側
面
か
ら
、
引
き
付
け
て

い
る
。
し
か
し
、

B
さ
ん
は
、
焦
点
を
絞

っ
た

「匂
い
」
や
「
し
み
る
」
に
、

中
心
教
材
を
核
と
し
て

I
先
生
が
学
習
者
に
見
据
え
て
い
る
「
個
有
の
価
値
」

を
、
鋭
く
見
抜
い
て
い
る
。
I
先
生
の
指
導
に
学
ぶ
基
盤
が
、
豊
か
に
存
在
す

〈

C
さ
ん
の
表
現
〉

マ
マ

の
「
次
郎
さ
ん
は
、
学
校
に
何
を
持
っ
て
行
く
の
？
ラ
ン
ド
セ
ル
に
、
お

ム
ツ
を
入
れ
て
行
く
？
」

の
春
は
、
何
も
か
も
新
し
く
始
ま
る
季
節
で
あ
り
、
そ
の
新
鮮
さ
で
あ
ふ
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
は
、
次
郎
さ
ん
の
よ
う
に
、
新
し
く
何
も
始

め
ら
れ
な
い
人
間
の
存
在
が
あ
り
、
か
え

っ
て
春
の
何
も
か
も
が
い
っ
せ
い

に
始
ま
る
季
節
が
、
さ
び
し
く
、
や
り
切
れ
な
い
と
い
う
影
の
部
分
を
感
じ

こ
。

t
 

③

金

子
み
す
ゞ
の
詩
の
「
小
鳥
と
す
ず
と
そ
れ
か
ら
わ
た
し
み
ん
な
違
っ
て

み
ん
な
い
い
」
と
い
う
部
分
と
、
み
ん
な
と
同
じ
よ
う
に
始
め
る
こ
と
の
で

き
な
い
次
郎
さ
ん
と
を
結
び
つ
け
て
、
全
て
の
人
が
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
同
じ
に
で
き
な
い
も
の
は
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
こ
と
を
、

い
い
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。

④
月
夜
の
晩
に
波
打
ち
ぎ
わ
に
す
て
ら
れ
て
い
た
ボ
タ
ン
は
、
孤
独
で
他
の

も
の
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
も
の
で
、
「
春
の
匂
い
」
の
次
郎
さ
ん
で
あ
る
と

思
う
。
新
し
く

一
年
生
に
な
れ
ず
、
み
ん
な
の
輪
の
中
か
ら
外
さ
れ
、
そ
の

ボ
タ
ン
の
よ
う
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
状
態
な
の
だ
と
思
う
。

cさ
ん
は
、
壇
ふ
み
が
、
自
ら
「

一
過
性
向
学
心
」
を
相
対
化
す
る
に
つ
き

紹
介
し
た
、

「
次
郎
」
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
の
上
で
、
I
先
生
の
教
材
化
に
、

「
劣
っ
」
た
り
「
外
さ
れ
」
た
り
す
る
者
へ
の
目
な
ざ
し
を
、
重
ね
て
鋭
く
読

み
取
っ
て
い
る
。

〈

D
さ
ん
の
表
現
〉．

マ
マ

の

「な
ぜ
な
ら
、
春
は
、
た
く
さ
ん
の
学
校
や
講
座
が
始
ま
る
季
節
で
す
か

ら
。
」

の

春
が
好
き
だ
と
言
う
人
は
多
い
が
、
新
し
い
勉
強
を
始
め
る
と
い
う
喜
び

る
。
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と
結
び
つ
け
て
語
る
人
は
少
な
い
。
し
か
し
、
私
達
が
小
学
校
中
学
校
時
代
、

四
月
を
待
ち
望
ん
だ
あ
の
緊
張
を
含
ん
だ
感
党
は
、
指
摘
さ
れ
て
み
る
と
、

大
き
な
存
在
と
し
て
、
共
有
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。
兄
は
、
学
校
を
期
待

し
な
が
ら
、
行
け
な
か
っ
た
。
本
当
は
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
素
晴
ら
し
く
、

楽
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
、
籠
者
は
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
認
識
を
、

筆
者
に
も、

読
者
に
も
、
つ
き
つ
け
た
言
葉
。

⑤

筆
者
、
兄
、
婦
人
を
は
じ
め
、
春
に
学
ぽ
う
と
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
背
景
を
、
歴
史
を
も
っ
て
＃
在
す
る
。
六
年
大
学
に
通
う
の
は
、
劣
筈
生

か
？
お
む
つ
を
持
っ
て
、
入
学
す
る
の
は
、
い
け
な
い
か
？
老
眼
鏡
を

か
け
て
学
ぶ
の
は
、
異
様
か
？
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
数
だ
け

の
多
様
性
を
持
つ
。
そ
れ
を
認
め
あ
い
、
皆
、
仲
間
と
な
る
。

「
春
の
匂
い
」

と
重
ね
な
が
ら
も
、
同
時
に
、

1
先
生
の
生
徒
に
対
す
る
宣
言
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
？

④

筆
者
自
身
も
、
そ
の
兄
も
、
年
配
の
婦
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
独
自
の
立
場

や
困
難
を
持
ち
な
が
ら
、
春
に
な

っ
て
学
び
は
じ
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

共
通
し
て
い
る
。
あ
の
ボ
タ
ン
は
、
人
間
な
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
持
っ

て
、
存
在
し
て
い
る
も
の
で
、
役
立
つ
と
か
、
美
し
い
と
い
う
こ
と
に
関
係

せ
ず
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
だ
け
で
、
決
定
的
な
重
み
を
持
っ
て
い
る
。
そ

う
い
う
す
べ
て
を
い
と
お
し
く
見
つ
め
る

H
こ
そ
、
人
間
が
、
こ
の
世
で
牛

き
て
い
く
中
で
、
つ
か
ん
で
い
く
も
の
だ
ろ
う
。

D
さ
ん
は
、
ま
ず
、
私
た
ち
が
「
春
」
に
「
共
有
」
し
て
い
る
も
の
を
把
え

る
。
そ
の
上
で
、
そ
こ
か
ら

一
見
疎
外
さ
れ
て
い
る
存
在
に
も
、
「
多
様
性
」

と
し
て
の
価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、

「す
べ
て
を
い
と
お
し
く
見

つ
め
る
目
」
と
し
て
、

I
先
生
の
「
宣
言
」
の
核
心
に
つ
な
が
る
も
の
と
見
な

す
。以

上
、
私
た
ち
「
国
語
科
教
育
法
」
の
学
習
者
た
ち
は
、

I
先
生
の
単
元
学

習
指
導
に
学
ぶ
第
歩
と
し
て
、
I
先
生
が
据
え
た
中
心
教
材
に
つ
い
て
の
、

私
た
ち
自
身
の
主
題
意
識
を
、
右
の
よ
う
に
確
か
め
る
。
さ
ら
に
は
、

I
先
生

が
、
そ
の
中
心
教
材
を
核
と
し
て
、
そ
の
主
題
意
識
の
も
と
に
教
材
開
発
芽
に

努
め
た
作
品
を
も
読
み
抜
き
、
そ
こ
に
、
脈
々
と
連
な
る
価
値
の
世
界
を
、
確

認
す
る
。
そ
れ
は
、
壇
ふ
み
の
言
う
「

一
過
性
向
上
心
」
へ
の
思
い
を
、
す
べ

て
出
発
点
と
し
て
、
主
題
意
識
の
も
と
に
連
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、

I
先
生
が
、
学
習
者
の
置
か
れ
た
状
況
を
鋭
く

見
え
据
え
る
中
か
ら
、
中
心
教
材
の
学
習
目
標
へ
の
道
を
伐
り
拓
く
こ
と
の
で

き
る
教
材
を
、
自
在
に
開
発
し
え
て
い
る
指
導
力
に
学
ぶ
。

「
国
語
科
教
育
」

の
今
日
に
求
め
ら
れ
て
い
る
大
き
な
課
題
の

―
つ
に
は
、
教
材
透
視
力
吐。
の

上
に
成
り
立
つ
授
業
構
想
力
i
J
5
が
あ
る
、

I
先
生
の
教
材
開
発
の
必
然
性
の

中
に
は
、
こ
の
二
つ
の
力
が
、
両
々
相
侯
っ
て
、
指
導
力
を
力
強
く
支
え
て
い

る
。
私
た
ち
は
、

I
先
生
の
こ
の
教
材
観
の
あ
り
よ
う
に
、
学
ぶ
。

し
か
し
、
こ
こ
で
、

I
先
生
の
二
つ
の
力
の
深
さ
に
関
る
の
は
、
「

一
過
性

向
学
心
」
な
る
中
心
語
へ
の
洞
察
力
如
何
で
あ
る
。

「
向
学
心
」
は
、
誰
し
も

持
ち
た
い
も
の
と
し
て
、
折
々
時
々
に
自
覚
は
さ
れ
る
。
そ
れ
を
蒻
い
も
の
と

言
う
の
は
、
易
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
、
春
ご
と
の
「

一
過
性
」

で
あ
る
こ
と
へ
の
切
な
い
自
覚
と
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
も

っ
と
葬

い
。
I
先
生
は
、
こ
の
こ
と
と
し

っ
か
り
と
握
り
し
め
て
、
詩
人

・
金
子
み
す
ゞ

や
中
原
中
也
や
の
世
界
を
、
こ
こ
に
重
ね
て
い
る
。

私
た
ち
は
、

「国
語
科
教
育
」
の
実
の
場
に
お
け
る
指
導
者
と
し
て
、
I
先

生
に
見
て
と
れ
る
こ
の
洞
察
力
と
求
心
力
と
の
実
際
に
、
学
ぶ
。
教
科
書
に
た

ま
た
ま
順
序
立
て
ら
れ
て
い
る
教
材
を
、
指
導
害
や
研
究
書
の
言
う
「
主
題
」

ザ
に
の
み
依
っ
て
、
予
定
調
和
的
な
学
習
を
展
開
し
が
ち
な
私
た
ち
の

「教
室
」

へ
の
警
錐
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
私
た
ち
は
、
自
ら
の
主
題
意
識
を
、

自
ら
の
学
習
者
に
想
定
さ
れ
る
状
況
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
I
先
生
の
二
つ
の
カ
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で
は
、

I
先
生
の
指
導
の
も
と
に
、

三
0
名
の
学
習
者
た
ち
は
、
そ
の
主
題

意
識
を
、
ま
ず
は
ど
う
確
か
め
て
出
発
す
る
か
。
I
先
生
は
、
そ
れ
を
誘
う
べ

く
、
次
の
よ
う
な
項
目
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
試
み
る
。

〇

「

春
の
匂
い
」
（
壇
ふ
み
）
の
学
習
に
際
し
て
、
有
意
義
な
授
業
に
す
る

た
め
、
以
下
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。

〈
第

一
時
〉

の

「春
の
匂
い
」
と
い
う
と
、
あ
な
た
は
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。

の

一
読
し
て
、
印
象
に
残
っ
た
と
こ
ろ
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。
ま
た
、
そ
こ

か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
る
か
、
書
き
な
さ
い
。

の
本
文
中
で
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、

書
き
な
さ
い
。

④

こ

れ

か
ら
の
授
業
に
た
い
し
て
、
何
か
希
望
が
あ
れ
ば
書
き
な
さ
い
。

こ
れ
は
、

I
先
生
と
三
0
人
の
学
習
者
と
の
最
初
の
出
会
い
を
決
定
的
に
も

す
る
、
緊
張
と
希
望
と
の
学
習
で
あ
る
。
学
習
者
た
ち
は
、
誠
実
に
応
え
る
。

〈
A
さ
ん
の
表
現
〉

マ
マ

の

一
年
の
ス
タ
ー
ト
、
新
し
い
生
活

（学
校
）

の

春
に
な
る
と
、
私
の
中
で
、
眠
っ
て
い
た
向
学
心
の
花
が
、

一
斉
に
咲
き

始
め
る
よ
な
気
が
し
ま
す
。
春
に
な
る
と

「今
年
も
が
ん
ば
る
ぞ
！
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
私
も
思
う
か
ら
。

マ
マ

0

二
足
の
わ
ら
じ
を
履
く
の
は
意
味
は
？

一
過
性
向
学
心
の
意
味
は
？
勘

マ

マ

マ

マ

定
の
意
味
は
？
褒
め
る
・

詐
欺
の
よ
み

向
国
語
の
授
業
で

一
番
好
き
な
の
は
、
随
想
と
か
小
説
と
か
詩
な
の
で
、
い

ろ
ん
な
本
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
。
楽
し
い
授
業
に
な
る
と
よ
い
で
す
。

A
さ
ん
は
、
壇
ふ
み
の
言
う

「
一
過
性
向
学
心
」
の

「向
学
心
」
に
、
自
ら

の
経
験
を
具
体
的
に
重
ね
て
、
深
く
共
鳴
し
て
い
る
。
こ
の
教
材
が
、

学
習
者

の
成
果
を
、
批
判
的
に
越
え
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。

た
ち
と
積
極
的
な
面
で
、
共
通
の
基
盤
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
よ
く
わ

か
る
。
一

方
、
③
か
ら
は
、

「
一
過
性
」
に
対
す
る
価
値
学
習
の
必
要
性
が
、

う
か
が
え
る
。
④
の
穏
や
か
な
表
現
に
込
め
ら
れ
た
A
さ
ん
の
豊
か
な
内
実
か

ら
の
期
待
が
、
ゆ
か
し
い
。

〈
B
さ
ん
の
表
現
〉

マ
マ

の
れ
ん
げ
や
ス
イ
セ
ン
な
ど
花
の
匂
い
が
田
畑
な
ど

一
面
に
咲
い
て
い
る
と

き
を
思
い
浮
か
べ
る
。

の
鉛
筆
を
削
り
そ
ろ
え
る
と
、
辺
り
の
木
の
香
が
漂
い
ま
す
。
そ
の
、
木
の

香
を
か
ぐ
と
、
明
日
か
ら
C
期
待
と
不
安
で
、
胸
が
キ
ュ
ン
と
引
き
締
ま
る

よ
う
な
気
が
し
た
も
の
で
す
。
自
分
も
そ
う
い
っ
た
経
験
が
あ

っ
た
。
例
え

ば
、
新
学
期
に
入

っ
た
頃
だ
け
ど
。
だ
か
ら
、
作
者
の
気
持
ち
が
分
か
る
の

で
、
そ
の
場
面
が
心
に
残
っ
た
。

マ
マ

e
”
一
過
性
向
学
心
の
持
ち
主
の
私
は
“
と
い
う
文
の

一
過
性
向
学
心
と
は

ど
う
い
う
意
味
か
が
分
か
ら
な
い
。

④
別
に
こ
れ
と
い

っ
て
希
望
が
な
い
け
ど
、
で
き
れ
ば
、
楽
し
く
授
業
が
で

き
れ
ば
い
い
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
、

当
て
る
時
に
突
然
あ
て
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

B
さ
ん
は
、
感
覚
の
世
界
で
、
壇
ふ
み
の
世
界
を
、
独
自
の
具
体
に
引
き
っ

け
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
の
に
見
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
確
認
に
は
、

B
さ
ん

の
生
活
環
境
が
、
色
濃
く
匂
っ
て
も
い
る
。
私
た
ち
は
、
教
材
に
対
す
る
自
ら

の
主
題
意
識
を
、
こ
の
よ
う
な
生
活
の
次
元
で
の
具
体
で
、
ど
の
よ
う
に
実
感

す
る
か
を
、
ま
ず
は
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
教
え
ら
れ
る
。

そ
の

B
さ
ん
が
、
の
で

「香
」
の
世
界
を
入
り
口
に
し
て
、

「
一
過
性
向
学
心」

の
価
値
の
核
心
に
す
で
に
迫

っ
て
い
る
こ
と
は
、
蒻
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

0
に
よ
る
と
、

B
さ
ん
に
は
、
壇
ふ
み
の
表
現
「

一
過
性

向
学
心
」
を
理
解
す
る
力
は
、
つ
い
て
は
い
な
い
。
と
は
言
え、

壇
ふ
み
の
表
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現
「
胸
が
キ
ュ
ン
」
を
、
自
ら
の
経
験
に
重
ね
て
、
深
い
と
こ
ろ
で
理
解
し
て

い
る
。
価
値
が
、
新
し
い
表
現
語
袋
を
獲
得
す
る

沖
6

に
は
、

B
さ
ん
に
は
、

さ
は
ど
の
道
の
り
は
必
要
で
は
な
い
。
技
能
学
習
iJ
4

を
も
工
夫
し
て
、
こ
こ

を
ど
う
つ
な
ぐ
か
が
、
課
題
と
な
る
。

ま
た
、
④
に
は
、

B
さ
ん
の
今
ま
で
に
経
て
来
た

「
国
語
教
室
」

へ
の
残
念

な
思
い
が
、
匂
っ
て
い
る
。
「
楽
し
い
」
授
業
と
は
、
何
か
。
発
問
は
、
学
習

者
の
価
値
理
解
汁
4

や
表
現
力
を
育
む
も
の
で
あ
り
え
て
い
る
か
。
B
さ
ん
の

表
現
は
、
指
導
者
を
つ
き
動
か
す
。

〈

C
さ
ん
の
表
現
〉

の

真
新
し
い
服
の
匂
い
私
の
家
の
前
は
マ
マ
桜
並
木
が
た
く
さ
ん
あ
る
。

マ
マ11

桜
の
匂
い

真
新
し
い
教
科
書
の
匂
い
空
気
の
匂
い
春
は
、
は

っ
き

り
し
な
い
季
節
で
、
雲
も
、
う
す
雲
で
す
。
セ
カ
ン
ド
バ
ッ
ク
体
操
服

靴
お
花
の
匂
い

の

「
次
郎
さ
ん
は
、
学
校
に
何
を
持

っ
て
行
く
の
？
ラ
ン
ド
セ
ル
に
、
お
ム

ツ
を
入
れ
て
行
く
？
」
筆
者
の
お
兄
さ
ん
は
、
日
本
脳
炎
と
い
う
こ
と
で
、

学
校
に
は
、
た
ぶ
ん
行
か
れ
な
い
の
に
、

素
直
に

”
行
き
た
い
“
と
い
う
気

持
ち
を
だ
し
て
い
る
所
に
心
を
う
た
れ
ま
し
た
。
筆
者
は
、
「
女
優
」
な
の

に
、
ま
だ
「
学
生
」
だ
な
ん
て
、
う
そ
を
つ
い
て
言
う
な
ん
て
、
こ
の
人
の

あ
ま
え
が
で
て
い
る
と
思
う
。
ま
ち
が
え
や
、

失
敗
は
、
だ
れ
に
で
も
あ
る

の
で
、
失
敗
を
こ
わ
が
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と

が
み
ん
な
に
わ
か
っ
た
と
き
、
つ
め
た
い
目
で
見
ら
れ
る
の
は
、
と
う
ぜ
ん

だ
と
思
う
。

③
な
ぜ
、

筆
者
は
、
自
分
の
春
か
ら
、
大
切
な
匂
い
が
失
せ
て
し
ま

っ
た
と

感
じ
て
い
る
の
で
す
か
？

④
希
望
は
、
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
国
語
が
あ
ま
り
他
の
教
科
と
比
べ
て
得

意
で
な
い
の
で
す
が
、

一
生
懸
命
頑
張
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

cさ
ん
も
、
ま
た
、
豊
か
な
感
覚
の
世
界
を
、
日
常
生
活
の
基
盤
と
し
て
持

ち
得
て
い
る
。
中
で
も
、
「
空
気
の
匂
い
」
と
い
う
表
現
に
は
、

C
さ
ん
が
、

誰
よ
り
も
鋭
く
、
壌
ふ
み
の

「春
の
匂
い
」
に
触
発
さ
れ
て
、
自
ら
の
内
実
を

掻
き
立
て
ら
れ
て
、
日
頃
の
微
妙
な
感
受
性
の
自
覚
を
対
象
化
し
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
B
さ
ん
の
①
と
の
比
較
も
、
興
味
深
い
。

一
方、

C
さ
ん
は
、
壇
ふ
み
の
「

一
過
性
向
学
心
」
を
相
対
化
さ
せ
る
「
次

郎
さ
ん
」
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
関
心
は
、
「
次
郎
さ
ん
」
の
「
素

直
」
な
気
持
ち
を
感
じ
取
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
、
壇
ふ

み
の
「
学
生
」
意
識
を
も
誤
解
し
、
そ
こ
か
ら
、
論
は
末
広
が
り
に
「
あ
ま
え
」

を
批
判
す
る
方
向
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

0
は
、
そ
の
結
果
、
こ
の
教
材
と
の

接
点
を
曖
味
に
し
て
い
る
。

〈

D
さ
ん
の
表
現
〉

の
桜
が
満
開
に
咲
き
、
土
か
ら
っ
く
し
が
芽
を
出
し
、
気
温
も
暖
く
な

っ
て

い
く
匂
い
と
、
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
な
が
ら
入
学
、
入
社
し
て
い
く
姿
。

の
何
を
始
め
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
筆
者
は
、
自
分
が
春
に
な
っ
た
ら
何
を
す

る
か
を
考
え
て
い
る
の
と
、
読
む
人
に
も
何
を
始
め
た
ら
よ
い
の
か
考
え
て

ほ
し
い

一
文
と
私
は
感
じ
た
。

の

「学
ば
ね
ば
、
始
め
な
け
れ
ば
」
は
ど
う
感
じ
な
の
で
す
か
？

「二
足
の

わ
ら
じ
を
履
く
」
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
？

④
模
試
を
な
る
べ
く
簡
単
に
し
て
ほ
し
い
・
・
・
・
と
思
う
の
で
す
が
。
ま
あ
、

無
理
と
思
う
け
ど
。
あ
ま
り
、
席
順
で
あ
て
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

D
さ
ん
も
、
ま
た
、
豊
か
な
感
受
性
の
持
ち
主
で
あ
る
。
「
入
学
」
の
思
い

出
が
、
具
体
的
な
自
然
の
景
物
と
重
な
っ
て
、
教
材
と
の
接
点
を
得
て
も
い
る
。

そ
の
じ
で
、
結
び
の

一
文
を
鋭
く
と
ら
え
て
、
壇
ふ
み
自
身
の
執
籠
意
図
に
ま

で
分
け
入
っ
て
い
る
。
④
は
、
さ
ら
に
、
状
況
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
私
の

「国
語
科
教
育
法
」
の
聴
講
生
で
あ
り
、
現
職
の
高
等
学
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校
「
国
語
教
室」

の
指
導
者
と
し
て

―一
年
の
経
験
を
積
ん
で
き
た
H
さ
ん
は
、

そ
の
教
材
観
を
、
次
の
よ
う
に
鋭
く
述
べ
て
い
る
。

0

学
校
教
育
で
国
語
の
授
業
を
な
す
意
味
は
、

言
語
に
よ
る
伝
達
能
力
を
育

て
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
優
れ
た
内
容
の
教
材
を
、
教
師
が
生
徒
と
共
に
深
め

る
こ
と
で
、

生
き
る
意
味
を
感
得
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
生
徒

が
教
師
の
手
助
け
に
よ
り
、
教
材
の
学
習
を
通
じ
て
、
生
き
る
意
味
や
価
値
を

つ
か
む
た
め
に
は
、
教
師
自
身
が
、
あ
る
教
材
を
解
釈
す
る
技
術
的
な
作
業
で

終
わ
る
こ
と
な
く
、

自
己
の
設
定
し
た
教
育
目
標
と
、

生
徒
の
実
態
と
を
二
つ

な
が
ら
十
分
に
見
す
え
て
‘

―
つ
の
主
題
に
適
切
な
教
材
を
選
定
し
て
ゆ
く
必

要
が
あ
る
。
し
か
し
、
．
―
つ
の
教
材
が
、

全
て
の
条
件
を
包
括
し
て
い
る
場
合

は
稀
で
、
中
心
教
材
に
至
る
た
め
の
導
入
や
、
中
心
教
材
を
発
展
さ
せ
る
も
の

や、

時
に
は
中
心
教
材
と
異
な
る
視
点
の
資
料
も
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に

教
師
が
主
体
的
に
、

重
層
的
な
教
材
の
配
置
を
行
う
こ
と
で
、
生
徒
も
又
、

主

体
的
に
そ
の
主
題
を
広
が
り
と
深
ま
り
を
も

っ
て
と
ら
え
、
初
め
て
自
己
の
固

定
観
念
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
付
、
実
際
に
は
、
検
定
に
よ
り
特
徴
を

ママ

失
っ

た
教
科
書
と、

受
験
態
勢
下
で
の
国
語
教
育
の
硬
直
化
の
状
況
に
あ
っ
て、

教
師
が
主
体
を
持
ち、

し
か
も
国
語
教
育
の
立
場
を
失
わ
な
い
で
教
え
る
た
め

に
は
、
補
助
教
材
の
投
げ
入
れ
は
、
残
さ
れ
た
数
少
い
道
の

一
っ
と
思
わ
れ
ま

す
。H

さ
ん
の
こ
の
鋭
い
状
況
認
識
と
深
く
見
据
え
ら
れ
た
展
望
と
は
、
は
じ
め

て
の
単
元
学
習
指
導
を
出
発
さ
せ
た
ば
か
り
の
I
先
生
の
試
み
と
、
通
底
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、

H
さ
ん
が
、

長
年
の
「
国
語
教
室
」
営
為
の
中
で
切
実
に

求
め
得
た

「
重
層
的
な
教
材
の
配
置」

を
中
心
と
し
た

「教
材
」
観
は
、

I
先

生
が、

出
発
に
お
い
て
謙
虚
に
学
習
者
た
ち
に
向
き
合
っ

た
中
で
、
や
む
に
や

ま
れ
ず
に

「配
置
」
し
た
金
子
み
す
ゞ
や
中
原
中
也
の
価
値
の
世
界
に
、
自
ら

立
ち
現
わ
れ
て
い
る
。
真
摯
な
実
践
の
、
通
底
で
あ
る
。

「餓
死
於
首
陽
I
」

ち
な
み
に
、

H
さ
ん
は
、
夏
休
み
課
題

「後
期
模
擬
授
業
に
そ
な
え
て
」
で、

自
ら
の
実
践
単
元
「
餓
死
於
首
陽
山
」
の
骨
子
を
、
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

O
〈
中
心
教
材
〉

史
記

「伯
夷
列
伝
」

〇
〈
焦
点
の

一
文
〉

此
義
人
也
。

O
〈
中
心
教
材
を
と
り
あ
げ
た
理
由
〉

伯
夷
・
叔
斉
は
、
親
か
ら
譲
ら
れ
た
王
の
位
を
つ
が
ず
、
身
を
よ
せ
た
文

王

・
武
王
の
も
と
で
、
暴
君
紺
王
を
討
伐
す
る
こ
と
に
命
を
か
け
て
反
対
す

る
。
こ
れ
も
か
な
え
ら
れ
な
い
時
、
首
隔
山
に
隠
れ
棲
み
、
つ
い
に
餓
死
し

て
し
ま
う
。
こ
の
生
き
方
は
、
現
代
で
は
明
ら
か
に

f

下
手
な
“
生
き
方
で

あ
る
。
そ
れ
が
、
な
ぜ
司
馬
遷
に
よ

っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、

「太
公
望
」
の

「義
人
」
と
い
う
評
価
を
得
て
い
る
か
を
考
え
、
生
徒
の
価
値
観
を
ゆ
す
ぶ

り
た
い
。

O
〈
あ
る

一
時
間
の
指
導
の
内
容
の
想
定
〉

の
は
じ
め
前
時
間
ま
で
の
読
解
を
想
起
さ
せ
、
あ
ら
す
じ
を
確
認
す
る
。

そ
の
上
で
、
伯
夷
と
叔
斉
が
、
”
何
を
し
た
の
か
“
を
発
表
さ
せ
、
板
書
す

る
。

の

な

か

①
王
位
つ
か
ず
、
従

っ
て
善
政
を
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
武
王
を

諌
め
よ
う
と
し
て
果
た
せ
ず
、
要
す
る
に
伯
夷
と
叔
斉
は
「
何
も
し
て
い
な

い
。」

こ
と
を
確
認
す
る
。
②
伯
夷
と
叔
斉
の
行
為
が
ど
う
い
う
気
持
ち
で

な
さ
れ
た
か
を
考
え
る
。
③

「太
公
曰
、

「此
義
人
也
。
」
」

と
書
か
れ
た

マ
マ

意
味
に
つ
い
て
考
え
る
。
注
こ
こ
で
「
義
」
の
意
味
と
、
そ
の
重
み
に
つ

マ
マ

い
て
確
認
す
る
。
◎

恐
ら
く
、

生
徒
の
口
か
ら
は
、
自
分
の
利
益
を
追
求

し
な
か

っ
た
こ
と
は
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
立
派
な
こ

と
と
考
え
る
生
徒
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
へ
の
議
論
に
で
き
る

だ
け
も

っ
て
い
き
、
深
め
さ
せ
る
。

の

む

す

び

北

杜

夫

「
な
ま
け
も
の
再
論
」
を
読
ん
で
、
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と
共
通
の
精
神
、

自
己
の
利
害
を
中
心
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
も

愚
か
し
そ
う
に
見
え
て
も
、
何
か
に
こ
だ
わ

っ
て
生
き
る
こ
と
が
、
「
人
類

の
栄
光
を
支
え
る
」
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
を
感
得
さ
せ
る
。
北
杜
夫
の
言

う

「良
質
の
バ
カ
た
ち
」
が、

「餓
死
於
首
陽
山
」
で
は
誰
に
あ
た
る
か
と

い
う
こ
と
を
深
め
さ
せ
て
い
く
。

私
の
「
国
語
科
教
育
法
」
に
お
け
る
学
習
者
は
、
そ
の
第
五
回
「
主
題
意
識

を
ど
う
深
化
・
拡
大
さ
せ
る
か
。
ー

価

値

学
習
の
実
際
|
」
枡
に
お
い
て
、

I
先
生
の
出
発
の
あ
り
よ
う
を
対
象
に
学
習
を
深
め
つ
つ
、

一
方
、
自
ら
の
「
授

業
構
想
」
を
、
そ
の
教
材
開
発
か
を
中
心
に
、
探
究
し
は
じ
め
る
。
右
の

H
さ

ん
の
「
構
想
」
は
、
そ
の
延
長
線
上
に
成

っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
I

先
生
•
H

さ
ん
の
実
践
を
重
ね
て
み
る
と
き
、
私
た
ち
に
は
、
学
習

者
の
す
で
に
豊
か
に
持
ち
得
て
い
る
主
題
意
識
の
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
な
「
教

材
開
発
」
の
成
果
を
重
ね
て
、

主
体
的
な
学
習
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
く
か

が
、
見
据
え
ら
れ
る
。
I
先
生
に
お
け
る
中
心
教
材
の
焦
点
「

一
過
性
向
学
心
」

は、

H
さ
ん
に
お
け
る
「
義
」
へ
の
学
習
者
の
主
題
意
識
の
把
握
と
そ
の
学
習

法
に
、
何
を
学
ん
で
深
化
さ
れ
な
ば
な
ら
な
い
か
が
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

で
は
、

I
先
生
は
、
さ
き
の
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
学
習

指
導
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
。

「
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
」
〈
第

一
段
落
の
読

解
〉
と
「
板
書
」

（第
五
時

•

第
六
時
分
1
1
E
さ
ん
の
ノ
ー
ト
か
ら

）
に
、
そ

の
具
体
を
見
て
い
き
た
い
。

〈
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
〉
（
第

一
段
落
の
読
解
）

の

普
通、

「花
の
よ
う
な
人
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
か
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
使
わ
れ
す
か
。

の
こ
の
イ
タ
リ
ア
の
男
性
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
っ
た
の
で
す
か
。

e
「
向
学
心
の
花
が
、

一
斉
に
咲
き
始
め
る
。
」
と
は
、

具
体
的
に
は
、
ど

の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
わ
か
り
や
す
い
表
現
に
改
め
な
さ
い
。

④
「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
」
は、

「桜
の
花
の
色
も
、

私
の
容
色
も
あ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
、

弓
む
な
し
く
も
、
降
り
続
く
長
雨

を
見
つ
め
て
、
ぽ
ん
や
り
と
も
の
思
い
に
沈
ん
で
い
る
間
に
。
」
と
い
う
意

味
で
す
。
こ
こ
で
は
、
何
の
た
と
え
と
し
て
、
使
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

I
先
生
が
、
対
象
に
し
た
壇
ふ
み
「
春
の
匂
い
」
の
第

一
段
落
の
骨
子
は
、

次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

④
‘
\
/

＼
~
 

0

「
あ
な
た
は
、
花
の
よ
う
な
人
で
す
ね
。
」
と
、
あ
る
イ
タ
リ
ア
の
男
性

に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「
さ
す
が
イ
タ
リ
ア
人
、
口
が
う
ま
い
。」

な
ん
て
、
そ
ん
な
に
関
心
し

な
い
で
く
だ
さ
い
。
私
は
、
褒
め
ら
れ
た
わ
け
で
も
、
口
説
か
れ
た
わ
け
で

も
な
い
の
で
す
。

そ
の
イ
タ
リ
ア
人
と
い
う
の
は
、
私
が
通

っ
て
い
る

（通
っ
て
い
た
？
）

英
会
話
学
校
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
で
し
て
、
毎
年
、
春
に
な
る
と
、
「
今
年
こ

そ
頑
張
り
ま
す
！
」
な
ん
て
意
気
込
ん
で
や

っ
て
は
来
る
け
れ
ど
、
夏
の
陽

が
照
り
始
め
る
こ
と
に
は
バ
ッ
タ
リ
姿
を
現
さ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
ん

1e

Y\~ 

な
気
ま
ぐ
れ
な
生
徒
の
私
を
、
花
に
な
ぞ
ら
え
て
力
ら
か

っ
た
の
で
し
た
。

確
か
に
、
そ
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
言
う
と
お
り
、
春
に
な
る
と
、
私
の
中

で
、
眠
っ
て
い
た
向
学
心
の
花
が

一
斉
に
咲
き
始
め
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

胸
は
、
何
か
に
せ
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
、
ソ
ワ
ソ
ワ
ド
キ
ド
キ
波
打
ち
、

eー

1

「学
ば
な
け
れ
ば
、
始
め
な
け
れ
ば
。
」
と
居
て
も
立
っ

て
も
い
ら
れ
な
い

扮
が
パ
か
ぶ
幻
と
な
る
の
で
す
。

©
~
)
ーし

か
し
、

「花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
」
、

美
し
い
向
学
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心
の
花
も
、
じ
き
に
色
あ
せ
、
し
お
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
（
以

略

）

I
先
生
は
、

〈
第

一
段
落
の
読
解
〉
に
お
い
て
、
さ
き
の
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」

に
お
け
る
学
習
者
の
実
能
茅

j

し
っ
か
り
と
見
定
め
て
、
そ
の
焦
点
と
す
べ
き
R
.

e
.
0の
三
箇
所
を
押
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

〈
第

一
段
落
の
読
解
〉
で
、
具
体
的
な
対
象
に
す
べ
き
箇
所
と
し
て
は
、

一
般

的
に
も
妥
当
な
指
摘
の
内
容
で
あ
る
。
四
つ
の
発
問
は
、
そ
れ
に
即
し
て
い
る
。

一
方
、
た
と
え
ば
、
R
に
は
R
.11Rが、

⑤
に
は

C
が
と
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応

し
て
い
る
こ
と
へ
の
、
ま
た
‘
Rを
伏
線
と
し
て
、
R
に
は

0
以
下
が
そ
の
落

ち
着
き
所
を
得
て
い
る
こ
と
へ
の
、
構
造
的
な
配
慮
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
、

特
に
④
で
惜
し
ま
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

I
先
生
の
以
下
の
学
習
展
開
の
大
筋
に
も
見
て
と
れ
る
。
た

と
え
ば
、

〈
第
五
時
•
第
六
時

〉

に
お
け
る
板
書
は
、
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。

0
(第
三
段
落
）

そ
よ
こ
夫
人
の
心
情

-
「
ラ
ン
ド
セ
ル
に
、
お
ム
ツ
を
入
れ
て
行
く
の
？
」

一

二
番
目
の
兄

（次
郎
さ
ん
）

＼
病
院
で
寝
た
き
り

日
本
脳
炎

カ
の
な
い
赤
ん
坊

的
汎
双
糾
吟
言
っ
て
喜
び
ま
し
た

（
他
に
感
情
を
表
す
手
段
が
な
い
）

＼、ー／し、ー／＼、
V

i

言
葉
も
奪
わ
れ
、
わ
ず
か
に
、
泣
き
、

夏
に
発
病
↓
秋
↓
冬
＠

春
の
匂
い
を
知
ら
ず
に
亡
く
な
る

死
ぬ
直
前

笑
い
、
驚
く
。

（存
在
）
か
。

「
学
校
に
行
き
ま
し
ょ
う
ね
。
」

（喜
ば
せ
よ
う
と
す
る
）

／
「
で
も
」

…
悲
し
み

一
杯

□
 

0
(第
四
段
落
）

「
春
の
匂
い
」

…
新
し
い
教
科
柑
の
イ
ン
ク
、
鉛
箪
、
ラ
ン
ド
セ
ル
な
ど

「
行
き
場
所
」

・・・学
校
、
学
生
で
あ
る
こ
と

（女
優
で
は
な
い
）

ロ
パ
〗
臼
人
が二つ
の
職
業
、
立
場
を
持
つ
こ
と
。

「フ
ラ
ン
ス
語
の
学
校

年
配
の
ご
婦
人

（同
じ
点
）
「
春
の
匂
い
」
が
大
好
き

（
違
う
点
）
早
々
に
落
ち
こ
ぽ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
フ
」
の
字
も
知
ら

\
‘
ー
／
＼
ー
／
＼
~

ず
に
終
わ
っ
た
。

――
 

フ
ラ
ン
ス
語
の
基
本
的
な
知
識
も
身
に
つ
か
な
か

っ
た
。

0
ー
過
性
…
症
状
が
短
い
間
に
お
こ
り
、
弓
ま
た
消
え
て
、
繰
り
返
さ
れ

な
い
こ
と
。

0
一
過
性
向
学
心
…
向
学
心
が
長
統
き
し
な
い
こ
と
。

さ
ら
に
、
I
先
生
は
、
こ
の
二
時
間
の
学
習
の
結
び
と
し
て
、
〈
表
現
〉
を、

次
の
よ
う
に
求
め
る
。

の
次
郎
さ
ん
に
と

っ
て
、

「学
校
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

②

こ

の

春
、
何
を
始
め
ま
す
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
学
習
者
は
、
こ
う
記
述
を
す
る
。
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〈
A
さ
ん
の
表
現
〉
の
楽
し
い
も
の
う
れ
し
い
も
の

―
つ
の
楽
し
み

大
切
な
場
所
入
院
し
て
い
る
時
の
”
夢
“
の
勉
強
（
新
し
い
気
持
ち
で
）

〈
B
さ
ん
の
表
現
〉

①
楽
し
い
も
の
愉
快
な
も
の
あ
こ
が
れ
て
い
る
所

⑲

強

恋

〈
C
さ
ん
の
表
現
〉

と

っ
て
も
愉
快
な
所
だ
と
思

っ
て
い
た
。
み
ん
な
と

一
緒
に
、
集
団
で
勉
強
し
た
り
、
運
動
し
た
り
す
る
所
。
楽
し
い
行
事
が
た

く
さ
ん
あ
る
所

（遠
足
や
運
動
会
な
ど
）

の
中
学
生
と
は
ち
が
っ
て
高
校

生
に
な

っ
た
の
だ
か
ら
、
勉
強
す
る
時
は
、
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
規
律
正

し
く
生
活
す
る
。
テ
ニ
ス
を
頑
張
る
。

〈
D
さ
ん
の
表
現
〉
の
自
分
も
み
ん
な
と
い

っ
し
ょ
に
行
っ
て
、
勉
強
、
ス
ポ

ー
ツ
な
ど
を
し
て
遊
び
た
い
存
在
。
は
や
く
ベ
ッ
ド
の
上
か
ら
、

弓
は
や
く

の
が
れ
て
、
学
校
に
い
く
存
在
。ママ
で
、
愉
快
な
言
葉
。
の
勉
強

料
理

〈
E
さ
ん
の
表
現
〉
①
楽
し
い
所
。
で
も
、
そ
よ
こ
夫
人
が
笑
顔
だ

っ
た
か

ら
よ
ろ
こ
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。
記
憶
し
て
な
く
て
も
笑
え
る
か
ら
。
さ

み
し
い
事
だ
け
ど
、
次
郎
さ
ん
に
な
っ
て
み
な
く
ち
ゃ
、
気
持
ち
な
ん
て
わ

か
ら
な
い
。
ふ
ざ
け
て
書
い
て
る
み
た
い
だ
け
ど
‘
”
学
校
“
と
い
う
も
の

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
は
、

ママ
よ
そ
う
な
ら
出
来
け
ど
、
「
ど
ん
な

も
の
か
」
と
書
か
れ
る
と
わ
か
ら
な
い
。
の
ス
ポ
ー
ツ
す
る
、

ママ

い
ろ
い
ろ

な
ス
ポ
ー
ツ
。
あ
と
、
じ
ょ
う
だ
ん
ぬ
き
で
勉
強
か
な
。
ス
ポ
ー
ツ
で
も

昔
や
っ
て
た
ス
ポ
ー
ツ
と
か
弓
や
し
た
い
。

こ
こ
で
、
I

先
生
は
、
第
五
時

•

第
六
時
に
、
各
第

三
段
落

•

第
四
段
落
を

当
て
、
そ
の
具
体
的
な
学
習
目
標
を
、
さ
き
の
「
流
れ
」
に
示
さ
れ
た
計
画
に

従
っ
て
、
展
開
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
五
時
で
は
、
「
そ
よ
こ
夫
人
の
心

情
」
を
確
か
め
る
た
め
に
、
そ
の
会
話
文
に
焦
点
を
当
て
て
、
読
解
作
業
が
深

め
ら
れ
て
い
く
。
ま
た
、
第
六
時
で
は
、
学
習
者
の
理
解
力
に
十
分
配
慮
を
し

た
説
明
を
加
え
な
が
ら
、
「
年
配
の
ご
婦
人
」
と
の
対
比
の
中
で
、
筆
者
の
「

一

過
性
向
学
心
」
の
あ
り
よ
う
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
た
と
え
ば

〈
表
現
〉
①
の
要
求
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

「そ
よ

こ
夫
人
の
心
情
」
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

「次
郎
」
へ
の
仕
字
息
化
が
、
ひ

と
り
歩
き
を
し
て
、
学
習
の
目
標
を
見
失
っ
た
感
が
あ
り
、
惜
し
ま
れ
る
。
学

習
者
の

E
さ
ん
の

〈
表
現
〉
は
、
そ
の
こ
と
を
鋭
く
と
ら
え
て
い
る
。
中
心
教

材
の
学
習
価
値
目
標
は
、
筆
者
の

「
一
過
性
」
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
た
「
向

学
心
」
の
理
解
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
次
郎
」
や
「
老
婦
人
」
の
そ
れ
と

の
相
対
化
が
、
こ
こ
で
も
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
、

I
先
生
自
身
は
、
ど
の
よ
う
に
自
己
評
価
し
て
い
っ
た
か
。
の

ち、

I
先
生
は
、
そ
の
上
に
立
っ
て
、
二
つ
目
の
単
元
学
習
計
画

（第

一
学
期

後
半
の
出
発

・
同
ク
ラ
ス
）
を
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

0

単
元
中
心
教
材
谷
川
俊
太
郎

「ネ
ロ
一
愛
さ
れ
た
小
さ
な
犬
に
」

0

単
元
目
標

の

一
語

一
語
の
も
つ
意
味

・
イ
メ
ー
ジ
・
音
韻
効
果
を
含
め
た
語
感
を
大

切
に
読
み
進
む
。

の
作
品
の
構
成
か
ら
主
題
を
把
握
す
る
。

の
自
己
の
考
え
方
や
感
情
を
的
確
に
表
現
す
る
能
力
を
養
う
。

④
友
の
考
え
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
の
考
え
を
深
め
る
。

〇

指
導
計
画
お
よ
び
配
時

（全
四
時
間
）

〈
第

一
時
〉

り

全
文
を
音
読
さ
せ
る
。

の
初
発
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
さ
せ
る
。

〈
第
二
時〉

の
全
文
を
音
読
さ
せ
、
初
発
の
感
想
を
比
較
さ
せ
る
。

の
作
品
の
内
容
を
整
理
さ
せ
る
。

◎
〈
第
三
時
〉
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い

全
文
を
音
読
さ
せ
、
作
品
の
内
容
を
整
理
さ
せ
る
。

の

一
連
と
五
連
の
ネ
ロ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
そ
の
違
い
を
読
み
取
ら
せ
、

僕
の
ネ
ロ

に
対
す
る
思
い
を
考
え
さ
せ
る
。

〈
第
四
時
〉

の

全
文
を
音
読
さ
せ
、
夏
と
ネ
ロ
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
。

の
新
し
い
夏
へ
向
か
う
僕
の
期
待
と
決
意
の
気
持
ち
を
読
み
取
ら
せ
、
学

習
が
終
わ

っ
て
の
感
想
を
書
か
せ
る
。

〈
第
三
時
〉
の
学
習
活
動
計
画

（導
入
）

①
釜
子
み
す
ゞ

「大
漁
芍3
」
の
範
読
を
聞
き
、
い
わ
し
に
よ
せ

る
作
者
の
優
し
い
ま
な
ざ
し
を
理
解
す
る
。
の
前
時
の
学
習
を
ふ
り
か
え
り
、

本
時
の
学
習
の
目
標
を
知
る
。

（展
開
）

0
語
感
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

音
読
す
る
。
の
一
連
か
ら
六
連
の

内
容
を
読
み
取
り
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
各
々
の
設
問
に
答
え
る
。

0

一
連
…

「ネ
ロ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
書
き
抜
く
。

0

二
連
…
「
い
ろ
い
ろ
の
夏
」
を
書
き
抜
く
。

こ
れ
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
体
験
に
よ
る
も
の
か
考
え
る
。

0

四
連
：

「新
し
い
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
」
を
書
き
抜
く
。

「僕
」
は
、
何

に
質
問
し
て
い
る
か
考
え
る
。

0

五
連
：
「
ネ
ロ
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
書
き
抜
く
。

0
「
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
」

③

①

一
連
と
五
連
の
ネ
ロ
の
イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ
う
に
違
う
か
、
考
え
て
み

よ
う
。

の
「
大
漁
」
と

「ネ
ロ
」
の
二
つ
の
詩
に
共
通
し
た
作
者
の
気
持
ち
を
考

え
て
み
よ
う
。

（展
開
）

の
自
分
の
書
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
い
て
、
発
表
す
る
。
⑭
ネ

ロ
の
イ
メ
ー
ジ

（
一
連
と
五
連
）
の
違
い
を
読
み
取
る
。
一

連
…
舌
、
目
、

「
ネ
ロ
」
の
一

昼
寝
姿
。
五
連
…
声
、
感
触
、
気
持
ち
。
⑤

「大
漁
」
、

の
詩
に
共
通
し
た
作
者
の
気
持
ち
を
読
み
取
る
。

（
ま
と
め
）

作
品
の
内
容
を
確
認
し
、
次
時
の
予
告
を
聞
く
。

こ
の
よ
う
な

I
先
生
の
厳
し
い
反
省
の
も
と
に
成

っ
た
新
し
い
単
元
を
、
は

じ
め
て
の
単
元
と
比
較
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。

の
教
材
で
、
何
を
教
え
る
の
か
。
大
前
提
と
し
て
、
教
材
透
視
力
想
を
磨

き、

自
ら
の
主
題
意
識
注
4
を
深
め
る
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。

の
複
数
の
教
材
に
は
、
必
然
的
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
新
し
い
単
元
で
は
、

金
子
み
す
ゞ
の

一
編
の
詩
に
焦
点
を
合
わ
し
、
関
係
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

の
指
導
者
自
身

・
表
現
活
動
に
ど
う
参
与
す
る
か
。
注
7

ア
ン
ケ
ー
ト
を
集
約

し
、
整
理
し
、
そ
の
結
果
そ
の
も
の
の
教
材
化
が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。

④
分
析
に
徹
す
る
「
読
解
」
の
目
標
を
、
ど
こ
に
置
く
の
か
。
新
た
に
、
作

品
の
構
成
に
注
目
し
、
分
析
を
「
総
合
」
に
活
か
す
努
力
が
さ
れ
て
い
る
。

⑤
個
と
集
団
と
の
間
を
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
ぐ
の
か
。

「表
現
」
そ
の
も
の

を
教
材
化
し
、
相
互
批
評
炉
の
場
に
据
え
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑥
学
習
者
の
聞
き
耳
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
投
げ
か
け
る
か
。

「
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
」
の
発
問
を
本
文
に
即
し
て
、

具
体
化
、
焦
点
化
し
て
い
る
。

m
学
習
者
の
現
実
生
活
と
「
教
室
」
と
は
、
ど
こ
で
つ
な
が
る
の
か
。
ク
ラ

ス
の
特
色
で
あ
る
明
る
さ
と
活
発
さ
と
を
、
相
互
批
評
の
場
で
活
か
す
試
み

が
、
具
体
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
前
進
に
、

I
先
生
は
、
さ

ら
に
、

⑧
指
導
者
と
し
て
の
研
究
は
、
ど
こ
で
教
育
に
つ
な
が
る
の
か
。

⑨
国
語
の
学
力
と
は
、
何
か
。

の
二
つ
の
大
き
な
課
題
に
つ
い
て
も
、
答
え
を
求
め
て
、
追
究
を
つ
づ
け
つ

つ
、
実
践
に
入

っ
て
い
く
。

私
た
ち
は
、
右
の
よ
う
な

I
先
生
の
実
践
そ
の
も
の
の
中
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ つ
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四

て
い
く
単
元
学
習
指
禅
の
理
論
づ
け
の
努
力
に
、
学
ぶ
。
中
で
も
、
右
の

の
I

mで
I
先
生
が
自
ら
の
実
践
の
場
で
把
え
る
こ
と
が
で
き
た
貴
重
な
工
夫
こ
そ

が
、
あ
と
の
⑧
や
⑨
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
へ
の
道
で
あ
る
こ
と
を
学

ぶ
。

〈
表
現
〉
を、

次
の
よ
う
に
記
す
。

不
安
な
も
の
も
必
ず
あ
る
け
れ
ど
、
自
分
を

「一

「落
ち
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
」
と
客
観
的
に
決
め
つ

さ
て
、
右
の
よ
う
に
、
I
先
生
の
は
じ
め
て
の
単
元
学
習
指
導
に
学
ぶ
私
た

ち

「国
語
科
教
育
法
」
の
学
習
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

た
か
。
そ
の
第
五
回
「
主
題
意
識
を
、
ど
う
深
化

・
拡
大
さ
せ
る
か
°
|
I
先

生
の
実
践
に
学
ぶ
ー
」
の

一
コ
マ
で
の
学
習
体
系
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
め
に

I
先
生
の
出
発

の
私
達
の
主
題
意
識
を
、
ど
う
確
か
め
る
か
。

の
学
習
者
の
主
題
意
識
を
、
ど
う
か
き
立
て
る
か
。

の

学
習
者
の
主
題
意
識
を
、
ど
う
深
化
さ
せ
る
か
。

④

学
習
者
の
主
題
意
識
を
、
ど
う
拡
大
さ
せ
る
か
。

お
わ
り
に

〈
表
現
〉

〈表
現
〉

の
壇
ふ
み
さ
ん
の
「
さ
て
、
こ
の
春
。
何
を
始
め
ま
し
ょ
う
か
。」

に
、
ど
、

2
加
え
る
か
。
の
真
壁
仁
の
「
峠
」

中
の
「
あ
か
る
い
憂
愁
」
と
い

う
表
現
は
、
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
の
改
め
て
、
壇
ふ
み
さ
ん
に
呼
び

か
け
な
さ
い
。

さ
き
の
四
人
の
学
習
者
は
、

〈
A
さ
ん
の
表
現
〉

の

春
に
感
じ
る
思
い
に
は
、

過
性
向
学
心
の
持
ち
主
」

け
る
こ
と
で
不
安
か
ら
目
を
そ
ら
す
の
を
や
め
る
こ
と
か
ら
始
め
て
は
ど
う

で
す
か
。

の

「訣
別
」
に
は
、
誰
に
言
わ
れ
る
で
も
な
い
、
自
分
の
意
志
で
何
か
を
切

り
捨
て
る
、
と
い
っ
た
含
み
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ま
で
自
分
を
囲
ん

で
い
た
も
の
を
「
切
り
捨
て
る
」
と
い
う
行
為
は
、
確
か
に
憂
愁
に
滴
ち
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
ら
選
ん
だ
道
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
先
に

は
必
ず
希
望
と
も
期
待
と
も
い
え
る
よ
う
な
あ
か
る
さ
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

「
訣
別
」
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
「
暗
い
憂
愁
」
な
ど
あ
り
得
な
い
と
思
う
。

e
ぁ
か
る
い
も
の
と
く
ら
い
も
の
、
期
待
と
不
安
と
い

っ
た
も
の
は
、
相
反

す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
極
め
て
近
く
存
在
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。
く
ら
い
も
の
の
存
在
は
大
き
い
け
れ
ど
、
そ
れ
に
負
け
な
い
何
事

に
も
前
向
き
の
姿
勢
で
取
組
ん
で
い
き
た
い
で
す
。

A
さ
ん
は
、
こ
の
段
階
で
、

I
先
生
の
中
心
教
材
の
焦
点
で
あ
る

「
一
過
性

向
学
心
」
の

「一

過
性
」
と
「
向
学
心
」
と
を
切
り
離
し
、

二
者
択

一
的
に
考

え
て
い
る
。
筆
者
が
、
二
つ
の
切
り
離
せ
な
い
窮
藤
の
中
で
こ
そ
、
生
き
抜
こ

う
と
す
る
人
間
の
真
実
を
描
き
出
し
て
く
れ
て
い
る
世
界
に
、
接
点
を
ま
た
持

ち
得
て
は
い
な
い
。
の
は
、
そ
の
姿
勢
を
う
か
が
わ
せ
る
。

そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、

A
さ
ん
は
、

真
壁
仁
の
「
峠
」
の
理
解
に
お
い
て
も
、

「訣
別
」
を
分
析
し
た
上
で
析
出
さ
れ
た
二
つ
の
要
素
を
、
同
じ
よ
う
な
姿
勢

で
、
「
あ
り
得
な
い
」
と
、
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
の
に
よ
る
と
、

A
さ
ん
は
、
「
期
待
」
と
「
不
安
」
と
が
、

「
極
め
て
近
く
存
在
し
て
い
る
」
と
も
見
て
い
る
。
I
先
生
の
中
心
教
材
「
春

の
匂
い
」
を
通
し
て
の
単
元
学
習
に
学
ん
で
、
私
た
ち
が
、

自
ら
の
主
題
意
識

を
確
か
め
磨
き
合
う
た
め
に
は
、
未
来
の
指
導
者
と
し
て
は
、
こ
の
「
近
く
」

の
一
点
を
、
さ
ら
に
究
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

〈
B
さ
ん
の
表
現
〉
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の
落
ち
こ
ぼ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
語
学
な
ら
語
学
を
始
め
る
と
良
い
と
思

マ
マ

う
。
作
者
の
出
会
っ
た
老
婦
人
は
、
も
し
か
す
る
と
作
者
の
将
来
の
姿

（そ

れ
が
近
い
将
来
か
遠
い
将
来
か
は
分
か
ら
な
い
が
）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
峠
を
越
え
た
先
は
、
ま
だ
知
ら
な
い
土
地
（
世
界
）
で
あ
る
。
そ
の
見
知

ら
ぬ
土
地
を
行
く
の
は
不
安
も
多
い
と
思
う
が
、
反
面
希
望
も
あ
る
。
そ
れ

マ
マ

が
「
明
る
い
憂
愁
」
と
い
う
言
葉
に
表
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

③
周
囲
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
が
持
つ
可
能
性
（
輝
き
）
を
見
失
わ

ず
に
新
し
い
こ
と
、

弓
今
ま
で
に
過
ご
し
て
き
た
こ
と
を
大
切
に
し
て
行
っ

て
欲
し
い
。
女
優
と
い
う
仕
事
柄
、
毎
H
が
非
常
に
忙
し
い
と
は
思
う
が
、

自
ら
の
本
性
だ
け
は
失
わ
な
い
で
欲
し
い
。

B
さ
ん
も
、
基
本
的
に
は
、

A
さ
ん
と
同
じ
姿
続
で
、

〈
表
現
〉
を
記
し
て

い
る
。
筆
者
が
「
落
ち
こ
ぼ
れ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
ぎ
り

ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
の
自
己
省
察
の
結
果
に
あ
る
。
そ
れ
を
、

B
さ
ん
は
、

「恐

れ
ず
」
の
一
言
で
、
克
服
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
延
長

線
上
、
「
老
婦
人
」
の
姿
を
そ
こ
に
重
ね
る
こ
と
を
も
求
め
て
い
る
。
B
さ
ん

に
は
、

「老
婦
人
」
も
が
、
箪
者
と
同
じ
道
を
、
苦
悩
の
末
通
り
抜
け
て
き
た

に
ち
が
い
な
い
と
い
う
理
解
が
、
ま
だ
で
き
て
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

B
さ
ん
は
、
そ
の
重
ね
の
中
で
、

（
）

付
き
と
は
い
え
、

「近
い
」
か

「遠
い
」
か
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
い
る
。
B
さ
ん
が

さ
ら
に
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
こ
の
思
い
を
、
つ
き
つ
め
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
教
材
を
透
視
し
、
授
業
を
構
想
し
、
実
践
に
分
け
入
ろ
う
と
す

る
と
き
、

自
ら
の
営
為
に
自
信
が
持
て
な
い
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
の

大
き
な
原
因
の

―
つ
に
は
、
教
材
の
焦
点
に
対
す
る
分
析
が
、
分
析
止
ま
り
で

つ
き
離
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
指
導
者
と
し
て
の

置
か
れ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
教
材
と
自
ら
の
主
題
意
識
と
の
接
点
を
、
厳
し

く
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

〈
C
さ
ん
の
表
現
〉

マ
マ

の

一
過
性
の
好
奇
心
で
あ
っ
て
も
よ
い
か
ら
、
何
か
を
始
め
よ
う
と
い
う
前

向
き
に
生
き
て
い
く
姿
勢
を
持
ち
続
け
、
そ
の
好
奇
心
を
持
つ
と
い
う
意
味

を
自
分
の
中
で
確
か
め
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
。

の
峠
、
つ
ま
り
人
生
の
分
か
れ
目
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
新
し
く
ま
た
人
生
を

歩
ん
で
い
く
の
に
、
そ
こ
に
は
、
希
望
と
不
安
が
あ
り
、

二
面
性
が
あ
る
の

で
あ
る
。
暗
い
憂
愁
に
お
お
わ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
新
し
く
何
も
始
め
ら
れ

な
い
。
過
去
に
し
ば
り
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
未
来
へ
と
絶
え
ず
向
か
っ

て
い
る
人
生
に
は
、
希
望
と
い
う
明
る
さ
が
必
要
な
の
だ
と
思
う
。

の
過
去
が
こ
う
だ
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
か
ら
も
過
去
の
通
り
に
な
る
だ
ろ
う

と
最
初
か
ら
き
め
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
人
生
を
歩
ん
で
い
く

と
き
に
、
絶
え
ず
自
分
を
開
発
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。
自
分
を

限
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
ま
だ
自
分
の
中
や
周
囲
に
眠
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
何
か
に
気
づ
い
て
い
く
こ
と
が
、
人
生
な
の
で
は
な
い
か
と
思

、つcさ
ん
は
、
「
好
学
心
」
を
「
好
奇
心
」
と
、
う
か
つ
に
も
言
い
換
え
て
し

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
「
前
向
き
」
と
い
う
平
凡
な
視
点
で
表
面
的
な

整
理
を
つ
け
す
ぎ
て
し
ま

っ
て
い
は
し
な
い
か
。

そ
の
こ
と
は
、
詩
「
峠
」
に
、

「二
面
性
」
を
鋭
く
と
ら
え
な
が
ら
も
、
そ

の
一
面
で
あ
る

「希
望
と
い
う
明
る
さ
」
の
面
の
み
を
、

二
者
択

一
的
に

「必

要
」
と
主
張
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

「
好
奇
心
」
を
「
大
事
」
と
し
た
観
点
に
、

通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
C
さ
ん
は
、

eに
至

っ
て
、
壇
ふ
み
の
「
春
の
匂
い
」
に
お
け
る

「
一
過
性
向
学
心
」
を
、

「自
分
を
限
定
し
て
し
ま
う
」
と
、
批
判
し
て
い
る
。

壇
ふ
み
が
、
粘
藤
の
中
で
、
た
叫
春
、
自
ら
の

つ

過
性
」
を
直
視
し
な
が
ら
も
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「向
学
心
」
を
模
索
し
て
い
る
そ
の
渾
沌
に
こ
そ
、
生
き
抜
こ
う
と
す
る
人
の

価
値
が
存
在
す
る
こ
と
に
、
気
づ
い
て
は
い
な
い
。
壇
ふ
み
は
、
こ
の
窮
藤
の

中
で
、
「
何
か
に
気
づ
い
て
」
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
を
把
み
取
っ
て
い
る
か
。

〈
D
さ
ん
の
表
現
〉

の

何

度
落
ち
こ
ぼ
れ
て
も
、
そ
れ
で
も
あ
な
た
は
、
そ
の
た
び
ご
と
に
自
分

を
豊
か
に
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。

②

こ

の

場
合
の
訣
別
は
、
自
分
の
過
去
と
別
れ
て
、
新
し
い
未
来
へ
と
向
か

う
こ
と
で
す
。
自
分
の
な
れ
親
し
ん
だ
世
界
と
別
れ
る
こ
と
は
さ
み
し
い
け

れ
ど
、
新
し
い
未
来
へ
踏
み
出
す
の
で
す
か
ら
、
明
る
い
の
で
す
。
弓
暗
い

は
、
使
え
ま
せ
ん
。

e
ふ
み
さ
ん
は
、

言
い
訳
の
た
め
で
は
な
く
、
本
当
に

「春
の
匂
い
」
が
好

き
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
何
度
で
も
続
き
も
し
な
い
学
校
へ
通
う
の
で

す
。
で
も
、
そ
れ
が
”
ふ
み
さ
ん
“
で
す
。
私
は
、
何
も
得
て
い
な
い
よ
う

な
「
落
ち
こ
ぽ
れ
」
の
繰
り
返
し
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
、
こ
の
繰

り
返
し
の
中
で
、
い
つ
の
ま
に
か
、
他
の
人
に
は
な
い
人
生
に
対
す
る
感
覚

を
守
り
育
て
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

一
過
性
向
学
心
の
ビ
ー
ル
ス
を
潜
在
的

に
持
っ
て
い
る
人
は
世
間
に
は
多
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
人
が
つ
な
が
り

あ
っ
て
、
仲
間
に
な
れ
た
ら
、
ふ
み
さ
ん
も
、
お
ば
あ
さ
ん
に
な
る
ま
で
「
春

の
匂
い
」
を
嗅
げ
ま
す
よ
。

D
さ
ん
が
、
さ
き
の
三
人
と
は
違
う
の
は
、
ま
ず
①
に
お
い
て
、

「落
ち
こ

ぽ
れ
」
そ
の
こ
と
の
中
で
、
「
豊
か
」
さ
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
と
い
う
視
点
を

確
認
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
一
過
性
」
で
あ
る
こ
と
の
中
に
、
自
ら
の
内
実

を
「
盟
か
に
」
す
る
こ
と
の
意
義
を
、

D
さ
ん
は
、
鋭
く
も
読
み
抜
い
て
い
る
。

こ
の
観
点
は
、

eに
お
い
て
、
最
も
は
っ
き
り
と
説
か
れ
て
い
る
。
D
さ
ん

は
「
「
落
ち
こ
ぽ
れ
」
の
繰
り
返
し
」
の
中
で
育
ま
れ
る
価
値
の
存
在
を
、
鋭

く
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「

一
過
性
向
学
心
」
は
、
「
潜
在
的
」
に
、

私
た
ち
全
て
の
人
間
の
生
き
抜
こ
う
と
す
る
内
実
に
と
っ
て
、
普
遍
性
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、

I
先
生
に
、
そ
し
て
、

D
さ
ん
に
導
か
れ
て
、

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
接
点
や
共
鳴
、
さ
ら
に
は
連
帯
感
を
、
筆
者
の
壇
ふ
み

の
こ
と
ば
の
世
界
に
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。

「
国
語
科
教
育
法
」
の
学
習
者
が
、
I
先
生
の
中
心
教
材
か
ら
学
び
と
る
価

値
は
、
右
の
通
り
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
学
ん
で
、
私
の
「
国
語
科
教
育
法
」
の
学
習
者
が
、

ニ

回
に
わ
た
る

〈
表
現
〉
活
動
閑
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
何
で
あ
っ
た
か
。

そ
の

一
っ
は
、
教
材
に
対
す
る
指
導
者
と
し
て
の
主
題
意
識
の
確
立
の
問
題
で

あ
り
、

二
つ
は
、
そ
の
意
識
を
核
と
す
る
教
材
透
視
力
想
が
、
必
然
的
に
開
発

す
る
こ
と
の
で
き
る
教
材
開
発
力
り
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
私
た
ち

が
学
ん
だ
当
の

I
先
生
の
授
業
構
想
力
岱
あ
る
い
は
単
元
指
迫
力
そ
の
も
の
の

二
つ
の
大
き
な
柱
を
な
し
て
い
て
、
自
覚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
指
導
者
と
し
て
の
主
題
意
識
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
次
の

練
磨
が
求
め
ら
れ
よ
う
か
。

①

学
習
者
が
、
状
況
の
中
で
切
な
く
も
求
め
て
い
る
は
ず
の
課
題
（
主
題
意

識
）
を
、
学
習
者
自
身
が
対
象
化
す
る
道
す
じ
を
、
自
ら
求
め
つ
づ
け
る
。

②

学
習
者
が
①
の
認
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
を
、
豊
か
な
こ
と
ば
の
力
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
よ
う
、
自
ら
の
主
題
認
識
の
核
と
な
る
こ
と
ば
を
鋭
く

掘
り
起
こ
す
力
を
、
磨
き
つ
づ
け
る
。

③

①

・
②
を
、
学
習
者
に
、
学
習
内
容
・
学
習
方
法
と
し
て
提
示
す
る
こ
と

が
、
学
習
者
の
自
己
学
習
力
を
育
み
、
共
に
主
題
意
識
の
核
心
を
共
有
す
る

は
ず
だ
と
の
確
信
を
、
持
ち
つ
づ
け
る
。

次
に
、
教
材
開
発
力
枡
を
練
磨
す
る
た
め
に
も
、
次
の
三
つ
の
練
磨
が
、
併

せ
て
求
め
ら
れ
よ
う
か
。

①

年
間
学
習
計
画
や
三
年
間
を
通
し
た
学
習
の
見
通
し
の
中
で
、
ど
の
よ
う
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さ
て
、

I
先
生
の

「は
じ
め
て
の
単
元
学
習
指
導
」
に
学
び
つ
つ
、
私
た
ち

「国
語
科
教
育
法
」
の
学
習
者
は
、
以
下
の
よ
う
な
「
国
語
教
育
に
お
け
る
諸

問
題
」
を
、
具
体
的
な
教
材
に
即
し
て
追
究
し
続
け
る
。

①

は
じ
め
に
き
く
こ
と
の
美
し
さ
を
求
め
て

②

「

国

語
」
の
学
力
と
は
、
何
か
。

③

「

国
語
」
の
学
力
は
、
ど
の
よ
う
に
つ
い
て
い
く
の
か
。

④

「

表
現
」
と
「
理
解
」
と
を
統
合
す
る
。

⑤

主

題
意
識
を
、
ど
う
深
化

・
拡
大
さ
せ
る
か
。

⑥

教
材
を
開
発
す
る
。

⑦

発
問
を
輝
か
す
。

⑧

相
互
批
評
は
、
ど
ん
な
価
値
を
生
む
か
。

⑨

「

評
価
」
と
は
、
何
か
。

⑩

授

業

を
構
想
す
る
。

お
わ
り
に

な
主
題
や
課
題
や
を
学
習
の
目
標
に
す
る
か
を
、
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
。

②

と
り
わ
け
、
指
導
者
と
し
て
の
日
常
の
言
語
生
活
の
中
で
、
①
を
軸
と
し

た
ア
ン
テ
ナ
を
鋭
く
豊
か
に
張
り
巡
ら
せ
、
求
心
力
を
維
持
す
る
。

③

学

習
の
過
程
で
、
学
習
者
自
身
が
、
自
ら
の
主
題
意
識
の
変
革
に
即
し
て
、

の
び
や
か
に
教
材
開
発
を
思
い
立
つ
余
地
を
、

①

・
②
の
中
に
込
め
る
。

思
え
ば
、

I
先
生
が
、
そ
の
は
じ
め
て
の
単
元
学
習
指
導
に
お
い
て
、
工
夫

を
凝
ら
し
た
こ
と
の
中
核
に
は
、
こ
の
二
つ
の
柱
が
、
や
む
に
や
ま
な
い
も
の

と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
「
国
語
科
教
育
法
」
の
学
習
者
は
、

「
国
語
教
育
に
お
け
る
諸
問
題
」
の

一
っ
を
、
こ
こ
に
学
ぶ
幸
い
を
得
た
。

⑪
今
、
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
。

⑫
模
擬
授
業
に
そ
な
え
て
、
課
題
に
答
え
る
。

⑬
「
構
想
」
の
記
述
を
し
、
問
題
点
を
整
理
す
る
。

⑭

お
わ
り
に
問
題
点
を
ま
と
め
て
記
述
す
る
。

こ
の
上
に
立
っ
て
、
私
た
ち
は
、
具
体
的
に
、

I
先
生
に
学
ん
だ
こ
と
を
念

頭
に
、
「
模
擬
授
業
」
の
実
践
に
入
っ
て
い
く
。

「
模
擬
授
業
」
は
、
学
習
者

を
、
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、

「授
業
者
」
・

「学
習
者
」
・
「
記
録
者
」
．

「批
評
者
」
の
四
つ
の
役
割
り
を
、
二
巡
す
る
体
系
の
も
の
で
あ
る
。
中
で
、

教
材
は
、
各
自
が
、
前
期
の
学
習
⑫
ー
⑭
で
確
か
め
深
め
た
構
想
を
持
ち
寄
り
、

グ
ル
ー
プ
の
中
で
再
検
討
し
、
代
表

一
名
な
い
し
二
名
が
、
五
0
分
の

「授
業
」

を
担
当
す
る
。
教
材
は
、
中
で
の
開
発
に
よ
る
。

た
と
え
ば
、

D
班
の

「模
擬
授
業
」
の

一
こ
ま
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
と
展

開
を
見
せ
、
深
ま

っ
て
い
く
。

0

教
材
石
垣
り
ん
の
随
想
「
花
嫁
」

こ
の
教
材
は
、
「
私
」
が
い
つ
も
ゆ
く
公
衆
浴
場
で
、
「
衿
を
剃
っ
て
く
だ

さ
い
。
」
と
頼
ま
れ
た
女
性
か
ら
、
「
明
日
、
オ
ヨ
メ
に
行
く
」
と
聞
く
。
「
私」

は

‘

R
「
ゆ
た
か
で
な
い
人
間
の
喜
び
の
ゆ
た
か
さ
が
湯
気
の
中
で
、
む
こ
う

向
き
に
う
な
じ
を
た
れ
て
い
る
、

」
と
思
う
。

ー
ー
と
、
淡
々
と
運
ば
れ
る
。

D
班
の
「
指
導
者
」

A
君
は
、
右
の
R
を
中
心
に
し
た
第
三
段
落
に
焦
点
を

当
て
、
こ
う
展
開
す
る
。

T

S
さ
ん
、

読
ん
で
く
だ
さ
い
。

P
l
（
読
む
。
）

T

オ
ヨ
メ
。
片
仮
名
で
書
く
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま
す
ね
。
K
さ
ん
、

は
こ
れ
を
き
い
て
ど
う
い
う
気
持
ち
で
す
か
。

p
2

（沈
黙
）

「
で
も
」
—
|ーこ
こ
か
ら
あ
と
、
ど
う
な

っ
て
い
ま
す
か
。

T
 

「
少
し
も
図
々

「私
」
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し
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
し
お
ら
し
さ
」
か
ら
、
「
私
」
は
彼
女
に
対
し
て
は

じ
め
ど
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
の
で
す
か
。

p
2
失
礼
。

T

失
礼
で
す
ね
。

「
し
お
ら
し
い
」
だ
け
で
は
、
わ
か
ら
な
い
。

「図
々
し

さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
」
が
あ
る
か
ら
、
結
果
的
に
は
、
剃
っ
て
あ
げ
る
の
で

す
ね
。
で
は
、
最
後
の
文

（点
3)
は
、
ど
う
い
う
人
間
だ
と
言
っ

て
い
る

の
で
す
か
。

p
3
経
済
的
に
は
豊
か
で
な
い
が
、
人
間
と
し
て
は
、
本
当
の
豊
か
さ
を
知
っ

て
い
る
。

T

そ
れ
は
、
ど
こ
か
ら
わ
か

っ
た
の
で
す
か
。

p
3
「
ゆ
た
か
で
な
い
人
間
の
喜
び
の
ゆ
た
か
さ
」

T

N

さ
ん
。

p
3
精

一
杯
の
誠
意
か
ら
、
人
間
の
豊
か
さ
が
生
ま
れ
る
。

T

本
当
の
喜
び
と
い
う
の
は
。
S
さ
ん
。

p
ー

物
質
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
。

ー

T

物
に
な
ら
な
い
も
の
で
し
ょ
う
ね
。
さ
さ
や
か
な
も
の
。
で
は
、
第
四

段
落
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。

翌
週
、
私
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、

二
0
分
で
、
こ
の

「模
擬
授
業
」
か
ら

学
ん
だ
こ
と
を
ま
と
め
る
。

0

は
じ
め
に
ノ
バ
ー
リ
ス
の
こ
と
ば
か
ら
注

「模
擬
授
業
」
の
⑪
に

関
り
、
「
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
の
蔵
言
を
紹
介
す
る
。

①

板
昔
で
の
対
比
を
端
的
に
し
よ
う
。

②

構
造
の
中
で
、
焦
点
語
を
位
置
付
け
よ
う
。

③

本
文
に
立
ち
返

っ
て
吟
味
し
よ
う
。

④

結
び
の

一
文

（石
垣
り
ん
は
、
こ
の
文
章
を、

せ
か
し
ら
ん
？
」
と
結
ん
で
い
る
。
）

「嬰
は
い
ま
、
し
あ
わ

〇

お
わ
り
に
石
垣
り
ん
の
詩
「
銭
湯
で
」
応
9

を
紹
介
す
る
。

一
方
、
学
習
者
た
ち
は
、
D
班
の
「
模
擬
授
業
」
の
直
後
、
私
か
ら
投
げ
か

け
ら
れ
た
次
の
発
問
lf
10

に、

〈
表
現
〉
を
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
記
述
す

る
。

0

「し
お
ら
し
さ
」
か
ら
く
る

「豊
か
さ
」
は
、
な
ぜ

「む
こ
う
向
き
」
で

あ
る
の
か
。

〈
S
さ
ん
の
表
現
〉
「
し
お
ら
し
さ
」
か
ら

「私
」
の
感
じ
と
っ
た
「
ゆ
た
か

さ
」
は
、
そ
の
女
性
の
I
l

だ
と
思
う
。

⑫
っ
《
訳
〗
〇
生
き
て
い

く
中
で
の
喜
び
、
そ
れ
を
真
の

「
ゆ
た
か
さ
」
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
カ

ミ
ソ
リ
を
あ
て
ら
れ
る
た
め
に
、
む
こ
、

2
を
向
い
て
待
っ
て
い
る
彼
女
か
ら
、

彼
女
の
心
の
ゆ
た
か
さ
、
彼
女
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
。

〈
私
の
ひ
と
言〉

①
．
＠
に
、
こ
の
女
主
人
公
の
「
豊
か
さ
」
の
特
質
が
鋭

く
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

一
方、

⑦
だ
け
だ
と
、
み
ん
な
か
ら
公
に
祝
福

さ
れ
て
も
よ
い
「
豊
か
さ
」
で
す
よ
ね
。
彼
女
の
場
合
は
、
そ
う
で
な
い
と

こ
ろ
に
、
か
え

っ
て
、
作
者
の
心
を
つ
き
動
か
す
価
値
が
あ
っ
た
の
で
す
よ

ね
。

〈
N
さ
ん
の
表
現
〉
「
し
お
ら
し
さ
」
は
、
決
し
て
強
く
は
な
い
け
れ
ど
、
し

つ

か
り
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
や
さ
し
さ
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、

人
を
押
し
の
け
て
も
幸
せ
を
つ
か
ん
で
や
ろ
う
と
か
、
貧
し
く
て
ど
う
せ
私

＼
／I
＼ー／し、ー／
＼、ー／

な
ん
か
、
と
ひ
が
ん
だ
り
は
決
し
て
し
な
い
①
芯
の
通
っ
た
女
性
の
イ
メ
ー

\~ 

ジ
が
し
て
、
「
む
こ
う
向
き
」
に
積
極
的
で
は
な
く
＠

一
歩
ひ
い
た
よ
う
に

豊
か
さ
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
小
さ
な
喜
び
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
人
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

〈
私
の
ひ
と
言〉

④
・
⑫
二
つ
の
要
素
が
、

つ
い
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
女
主
人
公
は
、

こ
の
詩
の
す
ば
ら
し
さ
を
鋭
く

「
一
歩
ひ
か
」
ざ
る
を
え
な
い
状
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注
ー

（思
潮
社
刊
「
現
代
詩
文
庫
」
46
)
所
収

況
の
中
で
生
き
抜
い
て
き
た
の
で
す
ね
。
そ
の
中
で
の
イ
こ
そ
が
、
一
見
「
う

し
ろ
向
き
」
で
あ
っ
て
も
「
む
こ
う
向
き
」
で
あ
っ
て
も
、
強
さ
を
兼
ね
備

え
た
豊
か
さ
を
生
み
出
す
の
で
す
よ
ね
。

私
た
ち
は
、
「
諸
問
題
」
の
学
習
に
重
ね
て
、

I
先
生
の
「
は
じ
め
て
の
単

元
学
習
指
導
」
に
学
び
得
た
か
。
省
み
つ
つ
、
実
の
場
に
こ
そ
学
び
統
け
た
い
。

「
倉
澤
栄
吉
国
語
教
育
全
集
」
「
国
語
単
元
学
習
の
開
拓
」
（
角
川
書

店
刊
）
他
、
今
日
の

「国
語
科
教
育
」
の
課
題
と
し
て
説
か
れ
る
。

2

拙
論
「
主
題
に
よ

っ
て
単
元
を
統
合
す
る
学
習
ー
「
ち
ょ
っ
と
立

ち
止
ま
っ

て
み
よ
う
。

」
を
中
心
に
ー
」
（
あ
ゆ
み
出
版
刊

•

田
辺
洵

一
・

浜
本
純
逸

・
大
槻
和
夫
編

「た
の
し
＜
ゆ
か
る
高
校
国
語
I
.
II
の
授
業
」

2

「
説
明
論
説
・
作
文
」
編
所
収
）
参
照
。

3

「
金
子
み
す
ゞ
全
集
」

(
J
U
L
A
出
版
局
刊
）
所
収

4

拙
著
「
高
等
学
校
私
の
国
語
教
室
」

（右
文
書
院
刊
「
教
え
方
叢
書
」

別
六
巻
）
参
照

5

野
地
潤
家
著
「
国
語
教
材
の
探
究
」

（共
文
社
刊
）

6

拙
論
「
語
袋
を
ゆ
た
か
に
す
る
主
題
単
元
学
習
の
構
築
」

（山
口
大
学

教
育
学
部
附
属
教
育
実
践
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
「
研
究
紀
要
」
第
二
号
所

収
）
参
照

7

拙
著

「高
校
文
章
表
現
指
導
の
探
究
」

（渓
水
社
刊
）
参
照

8

大
学
生
を
学
習
者
と
し
た
「
国
語
科
教
育
」
の
実
際
に
つ
い
て
は
、
拙

論
「
教
員
養
成
課
程
に
お
け
る
国
文
学
講
読
の
方
法
ー

『紫
式
部
日

記
」
の
場
合
ー
」
（
「
国
語
教
育
孜
」
第
七
号
所
収
）
に
、
そ
の
具
体

例
を
示
し
た
。

9

「石
垣
り
ん
詩
集
」

ニ
八
記
）

JO

拙
論
「
高
等
学
校
に
お
け
る
語
彙
学
習
の

一
方
法
」

（
全
国
大
学
国
語

教
育
学
会
編
「
国
語
科
教
育
」
第
三
八
集
所
収
）
参
照

（
一九
九

一
•

一
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