
言
わ
れ
た
以
上
の
事
柄
に
主
体
的
・
能
動
的
に
取
り
組

む
意
欲
や
、
自
ら
の
意
志
を
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
表
現

す
る
爆
発
力
に
は
若
干
欠
け
る
。

　

そ
こ
で
年
度
当
初
か
ら
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ

の
手
法
（
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
ペ
ア
ワ
ー
ク
）
を
取
り

入
れ
つ
つ
、
様
々
な
形
で
思
考
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て

い
る
。
後
期
に
入
り
、『
こ
こ
ろ
』
を
読
解
・
研
究
す

る
中
で
は
、
随
所
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
討

議
や
発
表
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
取
る
こ
と
の
で
き
る
生

徒
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
ら
の
生
徒
を
モ
デ
ル
と
し

て
、
学
び
の
姿
勢
を
い
か
に
持
つ
べ
き
か
を
見
習
う
空

気
が
醸
成
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

指
導
観

　

全
編
を
踏
ま
え
る
観
点
を
常
に
持
ち
合
わ
せ
な
が
ら
、

教
科
書
採
録
部
分
で
の
「
先
生
」
の
心
理
的
な
動
き
を

丁
寧
に
追
い
、
グ
ル
ー
プ
で
の
研
究
も
取
り
入
れ
て
、

多
様
な
解
釈
の
可
能
性
を
追
究
す
る
。
本
作
品
に
投
影

さ
れ
た
近
代
的
知
識
人
の
葛
藤
と
心
の
揺
れ
を
、
個

人
・
グ
ル
ー
プ
で
研
究
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
解
釈
の

可
能
性
を
も
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

生
徒
同
士
、
教
師
と
生
徒
に
お
け
る
双
方
向
的
な
や

り
取
り
を
通
し
て
、
講
座
全
体
と
し
て
の
理
解
が
深
ま

る
こ
と
と
、
各
個
人
が
自
ら
の
理
解
や
考
え
を
言
語

化
・
文
章
化
で
き
る
と
こ
ろ
に
ま
で
導
く
こ
と
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
と
す
る
。
特
に
、
グ
ル
ー
プ
で
共
有
し
た
事
柄

に
つ
い
て
他
者
へ
説
明
す
る
機
会
を
設
け
、
自
ら
の
理

解
や
考
え
を
言
語
化
・
文
章
化
し
て
周
囲
の
仲
間
に
還

は
じ
め
に

　

二
〇
一
五
年
一
一
月
二
〇
日
、
堀
川
高
校
（
筆
者
の

二
〇
一
五
年
度
ま
で
の
勤
務
校
）
教
育
研
究
大
会
に
お

い
て
、
人
間
探
究
科（
注
１

）の
二
年
生
二
〇
名
を
対
象
に
、

夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
を
題
材
と
し
た
公
開
研
究
授
業

を
行
っ
た
。
教
科
書
採
録
部
分（
注
２

）の
教
材
に
加
え
、

事
前
（
秋
期
休
業
時
）
に
各
自
が
読
ん
だ
『
こ
こ
ろ
』

全
編
を
対
象
と
し
、
レ
ジ
ュ
メ
や
板
書
を
用
い
た
発
表

と
、
質
疑
応
答
を
交
え
た
授
業
で
あ
る
。

教
材
観

　
『
こ
こ
ろ
』
は
、
日
本
近
代
文
学
の
中
で
、
最
も
広
く

読
ま
れ
て
い
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
友
情
と
恋
愛
の
せ

め
ぎ
合
い
の
中
で
、
背
徳
と
罪
障
の
物
語
が
展
開
さ
れ
、

読
む
者
に
人
間
の
倫
理
の
極
限
状
態
を
連
想
さ
せ
る
。

人
間
に
つ
い
て
深
く
洞
察
し
得
る
作
品
に
正
面
か
ら
向

か
い
合
い
、
生
徒
た
ち
が
自
身
を
省
み
る
契
機
と
す
る
。

生
徒
観

　

人
間
探
究
科
に
所
属
す
る
生
徒
ゆ
え
、
一
般
的
な
意

味
で
「
国
語
」
に
対
す
る
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
低
く

な
い
。
与
え
ら
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
真
摯

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
真
面
目
さ
や

素
直
さ
が
最
大
の
特
質
で
あ
る
反
面
、
与
え
ら
れ
た
・

アクティブラーニング型授業　実践例

『こころ』の解釈を通して、
 近代文学を「おもしろがる」

京都市立京都工学院高等学校教諭

船越 康平

※タイトル部分の夏目漱石の肖像は、国立国会図書館蔵。（編集部）

（
注
１

）　
堀
川
高
校
に
は
、
普
通
科
・
探
究
科
の
二
つ
の
科
が
あ
る
。
探
究

科
は
二
年
次
よ
り
、
人
間
探
究
科
・
自
然
探
究
科
に
分
か
れ
る
。

人
間
探
究
科
は
、
人
文
系
統
の
学
習
を
深
め
、
人
間
の
文
化
・
社

会
・
行
動
な
ど
に
つ
い
て
探
究
す
る
専
門
学
科
で
あ
る
。

（
注
２

）　「
下
　
先
生
と
遺
書
」
の
一
部
。

※京都市立京都工学院高校は、2016年４月開校の新設校。
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内
容
、
研
究
ス
タ
イ
ル
、
議
論
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、

生
徒
自
身
に
考
え
さ
せ
た
。
こ
こ
で
は
、
本
校
独
自
の

専
門
科
目
「
探
究
基
礎
」（注
３

）で
学
ん
だ
手
法
が
活
か

さ
れ
る
よ
う
、
授
業
者
と
し
て
働
き
か
け
て
い
る
。

　

前
述
の
「『
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿

だ
。』
と
言
い
放
ち
ま
し
た
。」
を
研
究
対
象
と
し
た
グ

ル
ー
プ
は
、
以
下
の
①
〜
⑤
の
よ
う
に
、
細
か
な
分
析

を
経
て
結
論
を
出
し
た
。（
生
徒
レ
ジ
ュ
メ
１

参
照
）

①
「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿
だ
。」

は
「
先
生
」
か
ら
Ｋ
へ
の
言
葉
だ
が
、
以
前
、
逆

に
Ｋ
か
ら
「
先
生
」
へ
同
じ
言
葉
が
投
げ
か
け
ら

れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
の
Ｋ
の
言
葉
を
分

析
す
る
。

②
「
精
神
的
に
」
と
い
う
言
葉
を
理
解
す
る
た
め
、

『
こ
こ
ろ
』
が
著
さ
れ
た
当
時
に
お
け
る
「
個
人

主
義
」
の
観
念
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

③
「
向
上
心
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
に
描
か
れ
て

き
た
Ｋ
の
信
条
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
解
釈
す
る
。

④
「
馬
鹿
」
に
つ
い
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や

「
馬
鹿
」
と
い
う
言
葉
の
変
遷
に
迫
り
、
あ
る
い

は
地
政
学
的
な
面
か
ら
考
察
し
て
、
そ
の
意
味
を

吟
味
す
る
。

⑤
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、「
精
神
的
に
向
上
心

を
掌
握
し
な
が
ら
双
方
向
的
に
や
り
取
り
す
る
こ
と
を

意
識
す
る
。
や
り
取
り
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
の
解
釈

の
妥
当
性
を
確
認
し
、
新
た
な
鑑
賞
の
可
能
性
を
追
究

す
る
。
聴
き
手
は
、
適
宜
メ
モ
を
取
り
な
が
ら
発
表
に

耳
を
傾
け
る
。「
質
問
は
創
る
も
の
」
で
あ
る
と
い
う

姿
勢
を
堅
持
し
な
が
ら
、
自
ら
の
理
解
が
至
ら
な
い
点

を
補
い
、
納
得
の
い
か
な
い
点
に
つ
い
て
は
考
え
を
相

手
に
正
確
に
伝
え
る
こ
と
を
心
掛
け
る
。

　

事
前
に
各
グ
ル
ー
プ
に
与
え
て
い
た
研
究
テ
ー
マ
は
、

た
と
え
ば
、「『
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿

だ
。』
と
言
い
放
ち
ま
し
た
。」
や
「
彼
の
超
然
と
し
た

態
度
は
た
と
い
外
観
だ
け
に
も
せ
よ
、
敬
服
に
値
す
べ

き
だ
と
私
は
考
え
ま
し
た
。」
と
い
っ
た
文
に
つ
い
て
、

①
何
を
意
味
す
る
の
か
を
調
査
・
検
討
し
、
②
自
分

（
た
ち
）
の
読
み
と
考
察
を
行
い
、
③
研
究
成
果
を
レ

ジ
ュ
メ
に
ま
と
め
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
他
の

グ
ル
ー
プ
も
同
様
で
、
研
究
対
象
は
、
あ
る
一
文
（
あ

る
い
は
一
節
）
と
い
う
、
分
量
と
し
て
は
短
い
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
短
い
が
様
々
な
解
釈
と
鑑
賞
の

可
能
性
を
持
つ
部
分
に
つ
い
て
、
多
様
な
角
度
か
ら
検

討
す
る
。
発
表
は
、
一
グ
ル
ー
プ
一
五
分
以
内
、
グ
ル

ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
全
員
が
前
に
出
る
ス
タ
イ
ル
で
行
う
。

発
表
前
に
板
書
を
行
い
、
レ
ジ
ュ
メ
を
効
果
的
に
用
い

な
が
ら
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
。
レ
ジ
ュ
メ
の

末
尾
に
は
、
参
考
文
献
も
示
さ
せ
る
。

各
グ
ル
ー
プ
の
発
表

　

各
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
の
役
割
分
担
、
レ
ジ
ュ
メ
の

元
す
る
。
そ
こ
か
ら
、「
国
語
」
を
講
座
全
員
で
「
お

も
し
ろ
が
」
り
、
さ
ら
な
る
学
び
の
意
欲
を
発
動
さ
せ

る
サ
イ
ク
ル
を
確
立
し
た
い
。

本
時
ま
で
の
取
り
組
み

第
一
次

物
語
全
体
の
骨
子
を
把
握
す
る
。
そ
の
上
で
、
愛
・

エ
ゴ
イ
ズ
ム
・
倫
理
的
葛
藤
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に

触
れ
な
が
ら
、
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

ま
た
、
夏
目
漱
石
に
つ
い
て
の
研
究
で
は
、
ど
の
よ

う
な
観
点
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
。

第
二
次

全
編
の
内
容
理
解
に
基
づ
い
て
、
教
科
書
採
録
部
分

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
。
四
人
×
五
グ
ル
ー
プ

に
分
け
、
各
グ
ル
ー
プ
に
研
究
テ
ー
マ
を
割
り
振
り
、

資
料
を
作
成
さ
せ
る
。

本
時
の
展
開

　

第
一
・
二
次
の
取
り
組
み
を
経
て
、
第
三
次
と
し
て
、

①
グ
ル
ー
プ
で
の
担
当
テ
ー
マ
に
関
す
る
発
表

②
質
疑
応
答

③
授
業
者
の
コ
メ
ン
ト

④
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
へ
の
ま
と
め

と
い
う
授
業
を
行
っ
た
。
そ
の
二
時
間
目
が
、
本
研
究

授
業
で
あ
る
。

　

発
表
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
割
り
当
て
ら
れ
た
テ
ー
マ

に
沿
っ
て
資
料
（
レ
ジ
ュ
メ
）
を
作
成
し
、
自
分
た
ち

の
解
釈
と
鑑
賞
に
つ
い
て
発
表
す
る
。
聴
き
手
の
様
子

（
注
３

）　
堀
川
高
校
に
お
け
る
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
教
科
「
情

報
」
の
授
業
を
合
わ
せ
た
校
内
的
な
呼
称
。
未
知
の
も
の
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
際
に
必
要
と
な
る
知
識
・
技
術
・
技
能
を
身

に
つ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
課
題
発
見
、
解
決
型
の
授
業
を
展

開
す
る
。
少
人
数
講
座
（
ゼ
ミ
）
に
お
い
て
研
究
を
進
め
、
一
年

半
の
期
間
を
経
て
、
最
終
的
に
は
個
人
論
文
を
完
成
さ
せ
る
。
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せ
る
こ
と
な
く
、
メ
ン
バ
ー
同
士
に
よ
る
読
み
の
深
ま

り
に
繫
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
ら
が
リ
サ
ー
チ
し
た

研
究
成
果
や
、
探
し
当
て
た
参
考
文
献
を
メ
ン
バ
ー
と

共
有
す
る
光
景
も
垣
間
見
ら
れ
た
。

議
論
が
展
開
さ
れ
る
と
同
時
に
、
予
期
せ
ぬ
方
向
へ
議

論
が
進
展
す
る
ケ
ー
ス
も
ま
ま
あ
り
、
講
座
全
体
で

「
お
も
し
ろ
が
る
」
こ
と
に
大
き
く
成
功
し
た
。
グ
ル

ー
プ
で
研
究
す
る
こ
と
で
、
個
人
の
気
付
き
に
終
始
さ

の
な
い
も
の
は
馬
鹿
だ
。」
の
解
釈
を
ま
と
め
る
。

　
「
全
員
が
プ
レ
ゼ
ン
を
行
う
こ
と
」
を
条
件
と
し
た

た
め
、
概
ね
自
分
の
担
当
箇
所
を
発
表
時
に
話
す
ケ
ー

ス
が
多
か
っ
た
。
発
表
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
活
発
な

生
徒
レ
ジ
ュ
メ
１
（
部
分
）

生
徒
レ
ジ
ュ
メ
２
（
部
分
）
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語
科
教
師
の
実
情
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
実
践
的
手
法
に
お
い
て

は
、
集
団
討
議
や
グ
ル
ー
プ
学
習
に
よ
り
「
拡
散
・
分

解
」
し
た
概
念
を
、
論
理
的
に
「
収
束
・
統
合
」
し
得

る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。『
こ
こ
ろ
』
の
解
釈
を
通

し
て
近
代
文
学
を
「
お
も
し
ろ
が
る
」
こ
と
を
企
図
し

た
本
授
業
に
お
い
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
「
拡
散
・
分

解
」
さ
せ
る
こ
と
に
大
き
な
成
果
を
得
た
。
質
疑
応
答

を
受
け
、
提
出
さ
れ
た
個
人
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
授
業
者

が
ま
と
め
る
形
で
定
期
テ
ス
ト
に
向
か
い
、「
収
束
・

統
合
」
の
面
で
も
着
実
に
成
果
を
残
す
こ
と
が
で
き
た
。

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
実
践
に
際
し
、「
拡
散
」

に
終
わ
ら
ず
、「
収
束
」
し
切
る
こ
と
が
一
つ
の
目
標

と
な
る
。
一
方
で
、
狙
い
を
持
っ
て
拡
散
の
ま
ま
に
留

め
る
ケ
ー
ス
も
あ
ろ
う
。
狙
い
な
く
拡
散
し
た
ま
ま
の

状
態
に
終
わ
る
こ
と
が
、
最
も
生
徒
を
戸
惑
わ
せ
、
手

法
に
溺
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

今
後
、「
拡
散
―
拡
散
」「
拡
散
―
収
束
―
拡
散
」

「
拡
散
―
収
束
―
拡
散
―
収
束
」
な
ど
、
様
々
な
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
授
業
展
開
を
実
践
し
て
い
き
た
い
。

合
う
点
が
多
い
と
考
え
た
。

　

あ
る
グ
ル
ー
プ
は
、
研
究
の
果
て
に
「
明
治
の
精
神
」

を
「
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
（
＝
多
声
音
楽
）」
か
ら
「
モ
ノ
フ

ォ
ニ
ー
（
単
声
音
楽
）」
に
移
行
し
た
（
世
間
体
を
前

提
と
す
る
価
値
観
か
ら
個
人
主
義
的
価
値
観
へ
移
行
し

た
）
と
い
う
興
味
深
い
結
論
を
導
き
出
し
た
。
ま
た

別
々
の
グ
ル
ー
プ
の
生
徒
同
士
が
、
授
業
内
の
質
疑
応

答
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
休
み
時
間
に
「
日
本
の
近

代
化
」
に
つ
い
て
議
論
し
合
う
姿
も
散
見
さ
れ
た
。
ま

さ
に
、
近
代
文
学
の
代
表
的
作
品
を
余
す
と
こ
ろ
な
く

「
お
も
し
ろ
が
る
」
様
子
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
見
受
け

ら
れ
た
。
そ
の
仕
掛
け
と
し
て
、
夏
目
漱
石
『
こ
こ

ろ
』
は
最
も
相
応
し
い
教
材
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
か

と
捉
え
て
い
る
。

授
業
を
終
え
て

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
は
、「
思
考
を
活
性
化

す
る
授
業
形
態
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
近
年
、
こ

の
手
法
の
導
入
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
教
育
界
で
あ
る
が
、

個
人
的
に
は
、
新
し
い
呼
称
に
よ
る
新
し
い
ス
キ
ル
が

存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
国
語
に
関

し
て
言
え
ば
、
教
科
特
性
上
、
多
く
の
先
学
・
碩
学
に

よ
り
、「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
的
手
法
」
が
既
に

実
践
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

中
央
教
育
審
議
会
が
検
討
す
る
学
習
指
導
要
領
の
全

面
改
訂
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」「
能
動
的
学
修
」
に
つ
い

て
再
考
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
得
て
い
る
の
が
、
私
た
ち
国

各
グ
ル
ー
プ
の
発
表
を
受
け
て
の
ま
と
め

　

発
表
を
受
け
て
、
各
グ
ル
ー
プ
内
で
五
分
間
、
意
見

交
換
を
し
た
。「
お
も
し
ろ
が
る
」
気
持
ち
の
発
動
を

感
じ
な
が
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
学
び
の
内
容
（
発
表

を
聴
い
て
、
分
か
っ
た
こ
と
／
発
表
を
聴
い
て
、
グ
ル

ー
プ
で
討
議
し
た
内
容
／
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
考

え
）
を
整
理
し
た
。
授
業
や
発
表
を
通
じ
て
得
た
知
識

や
理
解
を
、
他
者
に
も
分
か
り
や
す
い
形
で
言
語
化
で

き
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
さ
せ
な
が
ら
の
進
行
で
あ

る
。
そ
の
後
に
講
座
全
体
で
の
質
疑
応
答
も
行
っ
た
。

そ
の
内
容
も
メ
モ
を
取
り
続
け
、「
お
も
し
ろ
が
る
」

気
持
ち
を
刹
那
的
な
気
分
に
終
わ
ら
せ
ず
、
書
く
と
い

う
営
為
を
通
し
て
形
と
し
て
残
さ
せ
る
こ
と
に
留
意
し

た
。

　

本
教
材
の
展
開
に
お
け
る
、
授
業
者
と
し
て
の
最
大

の
狙
い
は
、「『
近
代
と
前
近
代
の
相
克
』
を
意
識
さ
せ

る
こ
と
」
に
あ
っ
た
。
夏
目
漱
石
の
文
学
作
品
は
、
明

治
の
知
識
人
の
生
き
様
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
作

中
の
登
場
人
物
た
ち
を
通
し
て
人
間
の
自
己
に
対
す
る

欲
望
と
執
着
、
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
じ
る
葛

藤
・
苦
悩
・
呻
吟
を
照
射
し
、
近
代
日
本
社
会
に
お
け

る
日
本
人
の
あ
り
よ
う
を
主
題
化
し
た
も
の
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
ゆ
え
で
あ
る
。

　

各
グ
ル
ー
プ
に
テ
ー
マ
と
し
て
指
定
し
た
箇
所
は
、

相
互
に
関
連
し
、
か
つ
「
近
代
と
前
近
代
」
の
せ
め
ぎ

合
い
に
つ
い
て
分
析
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
時
代
に
生
き
た
人
間
の
内
部
に
生
じ
た
葛
藤
や
懊

悩
を
強
く
感
得
さ
せ
る
場
面
や
一
節
で
あ
り
、
補
完
し
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