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に
考
え
さ
せ
る
の
か
」
と
い
う
言
語
活
動
の
形
態
を
規

定
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
」
の
よ
う
に
活
動
そ
の
も
の
を
目
的
と
す
る

場
合
も
あ
る
が
、「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
言
語
活
動

そ
の
も
の
は
目
的
で
は
な
く
、
高
次
の
読
み
に
到
達
す

る
た
め
の
、
そ
し
て
発
問
を
よ
り
有
効
に
機
能
さ
せ
、

生
徒
の
思
考
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
手
立
て
の
一
つ

で
あ
る
。

三　
『
土
佐
日
記
』
で
の
実
践

 

︵
１
︶
授
業
構
想

　

前
節
で
述
べ
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
勤
務
校
（
七
ク

ラ
ス
二
八
〇
名
の
普
通
科
進
学
校
）
の
一
年
生
を
対
象

に
、『
土
佐
日
記
』
の
授
業
を
全
八
時
間
で
行
っ
た
。

　

単
元
目
標
と
し
て
、「
文
章
の
構
成
や
展
開
を
確
か

め
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
、
書

き
手
の
意
図
を
と
ら
え
た
り
す
る
」（
高
校
国
語
学
習

指
導
要
領
―
「
国
語
総
合
」
内
容
―
Ｃ
「
読
む
こ
と
」

―
指
導
事
項
エ
）
を
設
定
し
た
。
し
か
し
、「
な
ぜ
貫

之
は
『
土
佐
日
記
』
を
女
性
に
仮
託
し
て
書
い
た
の
か
」

を
理
解
で
き
る
だ
け
で
は
、
単
元
目
標
と
し
て
は
不
十

分
で
あ
る
。
生
徒
の
実
の
場
へ
と
つ
な
げ
、
オ
ー
セ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
学
び
を
引
き
出
し
て
い
く
た
め
に
は
、
抽

象
度
を
さ
ら
に
一
段
階
上
げ
、「
な
ぜ
人
は
日
記
を
書

き
、
和
歌
を
詠
む
の
か
」
と
い
う
「
開
か
れ
た
発
問
」

が
提
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
生
徒
に
と
っ

て
「
和
歌
」
は
遠
い
存
在
で
あ
り
、
も
は
や
「
日
記
」

で
す
ら
身
近
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、「
和

一　

は
じ
め
に

　

次
期
学
習
指
導
要
領
で
は
「
主
体
的
・
対
話
的
な
深

い
学
び
の
実
現
」
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
特
に
高
等
学

校
で
は
、
講
義
型
の
一
斉
授
業
か
ら
協
働
的
な
学
習
を

目
指
し
た
授
業
へ
の
転
換
が
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
端
的
に
表
す
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン

グ
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
こ
数
年
で
流
行
語
の
よ
う
に

現
場
を
席
巻
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
傾
向
に
は
、
ま
た
危
う
さ
も
潜

ん
で
い
る
。
一
つ
は
活
動
主
義
に
陥
り
「
活
動
あ
っ
て

学
習
な
し
」
と
い
う
状
況
を
生
む
危
険
性
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
例
示
さ
れ
た
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
絶

対
的
な
も
の
と
す
る
極
端
な
傾
向
が
生
じ
る
危
険
性
で

あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
授
業
の
ね
ら
い
は
何
な

の
か
、
そ
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な

言
語
活
動
が
有
効
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
留
意
し
な

が
ら
授
業
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
訓
詁
注
釈
の
講
義
型
一
斉
授
業
で
終
わ

っ
て
し
ま
い
が
ち
な
古
典
分
野
に
お
い
て
、
言
語
活
動

を
取
り
入
れ
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
可
能
性
を

考
え
て
み
た
い
。
そ
の
上
で
、
本
校
一
年
生
を
対
象
と

し
て
行
っ
た
『
土
佐
日
記
』
で
の
実
践
を
紹
介
し
つ
つ
、

そ
の
成
果
と
課
題
を
検
証
す
る
。

二　
発
問
を
機
能
さ
せ
る
手
段
と
し
て
の
言
語
活
動

　

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
考
え
る
際
に
最
も
重
要

な
の
は
、
言
語
活
動
を
推
進
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す

「
発
問
」
で
あ
る
。「
何
を
問
う
の
か
」
が
「
ど
の
よ
う

大分県立別府鶴見丘高等学校
山本悟史

アクティブラーニング実践例

『土佐日記』における「読むこと」の指導
 ―貫之はなぜ書き、なぜ詠むのか―

6



国語通信31号　三校　K　ｐ .7

こ
こ
で
は
「
右
手
の
人
が
左
手
の
人
に
（
ａ
）
を
、
左

手
の
人
が
右
手
の
人
に
（
ｂ
）
の
文
法
的
説
明
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
根
拠
も

提
示
す
る
こ
と
。
相
手
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
教
え
て

あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
指
示
し
た
。
こ
の
発
問
も
既
習

事
項
の
確
認
で
は
あ
る
が
、
助
動
詞
の
識
別
で
あ
り
、

難
易
度
は
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
発
問
に
対
し
て
一
度

全
員
に
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒

に
理
解
度
を
メ
タ
認
知
さ
せ
る
と
共
に
、
生
徒
同
士
の

「
教
え
合
う
雰
囲
気
」
を
作
り
出
し
て
い
く
。
こ
こ
で

は
理
解
で
き
て
い
る
ペ
ア
に
説
明
さ
せ
、
教
師
が
ま
と

め
て
先
を
急
ぐ
。
短
時
間
で
あ
っ
て
も
、「
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
↓
生
徒
同
士
の
教
え
合
い
↓
指
名
さ
れ
た
生
徒
に

よ
る
説
明
↓
教
師
の
補
足
」
の
サ
イ
ク
ル
を
入
れ
る
と
、

生
徒
の
思
考
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
な
り
、
指
名
さ
れ
た
生

徒
に
対
す
る
他
の
生
徒
の
注
目
度
、
傾
聴
度
も
変
わ
っ

て
く
る
。

　

③　

簡
易
ジ
グ
ソ
ー
法

　

冒
頭
の
一
文
を
確
認
し
終
え
た
後
で
、「
な
ぜ
貫
之

は
女
性
の
立
場
で
こ
の
日
記
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
」
と

い
う
、
本
時
の
柱
の
一
つ
と
な
る
発
問
へ
と
移
る
。
本

来
、
こ
の
発
問
は
「
開
か
れ
た
発
問
」
と
す
べ
き
だ
が
、

今
回
は
簡
易
的
な
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
、
そ
れ
を
も
と

に
「
閉
じ
た
発
問
」
と
し
て
考
え
さ
せ
た
。

　

ま
ず
、
両
面
に
印
刷
さ
れ
た
資
料
１

（
紀
貫
之
の
説

明
と
当
時
の
和
歌
の
状
況
が
書
か
れ
て
い
る
）
と
資
料

２

（
当
時
の
日
記
は
男
性
が
公
的
に
漢
文
で
書
く
も
の

既
に
授
業
で
は
「
帰
京
」
ま
で
終
え
て
お
り
、
そ
の
過

程
で
「
望
郷
の
念
」「
亡
き
娘
に
対
す
る
悲
し
み
」「
人

間
の
情
」
と
い
う
『
土
佐
日
記
』
の
主
題
は
押
さ
え
て

い
る
。
本
時
で
は
多
様
な
言
語
活
動
を
盛
り
込
ん
で
み

た
。
こ
れ
は
、
授
業
進
度
を
落
と
す
こ
と
な
く
深
い
学

び
に
到
達
す
る
た
め
に
、
言
語
活
動
を
ど
の
よ
う
に
活

用
し
て
い
く
か
と
い
う
実
験
的
な
試
み
で
も
あ
る
。
本

稿
で
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
発
問
と
言
語
活
動
の
ね
ら
い

を
、
実
際
の
授
業
の
展
開
を
追
い
な
が
ら
提
示
し
て
み

た
い
。

　

①　

一
斉
に
よ
る
問
答
法

　

ま
ず
、
授
業
の
導
入
で
本
時
の
目
標
を
提
示
し
た
後
、

「
閉
じ
た
発
問
」
に
よ
っ
て
振
り
返
り
を
行
っ
た
。
最

初
の
「『
土
佐
日
記
』
の
作
者
は
誰
か
」
と
い
う
発
問

に
対
し
て
は
、「
せ
ー
の
」
と
い
う
教
師
の
掛
け
声
と

共
に
一
斉
に
答
え
さ
せ
る
。
こ
れ
は
声
を
出
さ
せ
る
た

め
の
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
で
あ
る
と
同
時
に
、
知
識

問
題
の
定
着
度
を
即
座
に
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
。
さ
す
が
に
易
し
い
問
い
で
あ
っ
た
た
め
、
生
徒
は

全
員
声
を
揃
え
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、

『
土
佐
日
記
』
が
日
本
最
古
の
日
記
文
学
で
あ
る
こ
と

を
補
足
し
た
。

　

②　

ペ
ア
に
よ
る
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト

　

次
に
、『
土
佐
日
記
』
冒
頭
の
「
男
も
す
な
る
…
…
」

の
部
分
を
取
り
上
げ
、
伝
聞
の
助
動
詞
「
な
り
」（
ａ
）

と
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」（
ｂ
）
の
確
認
を
行
っ
た
。

歌
」
を
「M

usic

（
音
楽
）」
に
、「
日
記
」
を
「
ブ
ロ

グ
」
に
置
き
換
え
て
考
え
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
自
己
の
感
情
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

はM
usic

で
あ
り
、
私
的
な
感
情
を
時
に
誇
張
や
虚

構
を
交
え
な
が
ら
（
こ
れ
を
生
徒
は
「
盛
る
」
と
呼

ぶ
）
自
由
に
表
現
で
き
る
「
場
」
は
、
ネ
ッ
ト
と
い
う

仮
想
空
間
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
生
徒
た
ち
が
気
付
い

た
時
、
千
年
の
時
空
を
超
え
て
「
書
く
こ
と
、
歌
う

（
詠
う
）
こ
と
」
の
意
味
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
書
き
手
の
意
図
に
迫
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

教
材
に
つ
い
て
も
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
「
門

出
」
と
「
帰
京
」
の
二
場
面
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
亡
き
娘
に
対
す
る
悲
し
み
が
表
出
さ
れ
て
い

る
十
二
月
二
十
七
日
の
場
面
（「
廿
七
日
。
大
津
よ
り

浦
戸
を
さ
し
て
こ
ぎ
出
づ
。
…
…
」）
と
二
月
四
日
の

場
面
（
通
称
「
忘
れ
貝
」）
も
授
業
で
考
え
さ
せ
る
こ

と
に
し
た
。

 

︵
２
︶
単
元
構
成
︵
全
八
時
間
︶

　

第
一
〜
二
時 

「
門
出
」

　

第
三
時 

「
大
津
よ
り
浦
戸
を
さ
し
て
」

　

第
四
時 

「
忘
れ
貝
」

　

第
五
〜
七
時 

「
帰
京
」

　

第
八
時 

「
貫
之
は
な
ぜ
書
き
、
詠
む
の
か
」

 

︵
３
︶
多
様
な
言
語
活
動
を
用
い
た
授
業
の
実
際

　

本
稿
で
は
、
第
八
時
の
授
業
に
焦
点
を
当
て
て
、
ア

ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

7
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出
さ
れ
た
。「
そ
れ
で
は
、
貫
之
に
と
っ
て
和
歌
は
？
」

と
重
ね
て
訊
く
と
、
別
の
生
徒
か
ら
「
自
分
の
こ
と
を

語
れ
る
も
の
」、「
自
分
の
気
持
ち
を
よ
り
多
く
の
人
に

伝
え
る
た
め
の
手
段
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
教

師
は
そ
れ
ら
の
意
見
を
受
け
て
、「『
力
を
も
入
れ
ず
し

て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と

思
は
せ
、
男
女
の
中
を
も
和
ら
げ
、
猛
き
武
士
の
心
を

も
慰
む
る
は
歌
な
り
』
と
貫
之
は
述
べ
て
い
ま
す
。
心

の
細
や
か
な
感
情
を
伝
え
、
癒
し
を
も
た
ら
す
和
歌
の

力
を
、
貫
之
は
信
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
」
と
ま
と
め

た
。

　
「
読
む
こ
と
」
を
目
標
と
す
る
場
合
、「
わ
か
ら
な

い
」
と
い
う
次
元
か
ら
「
わ
か
ら
な
い
が
理
解
し
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
く
き
っ
か
け

と
な
る
の
は
、
周
囲
に
い
る
級
友
の
態
度
や
意
見
で
あ

る
。
そ
し
て
「
わ
か
ら
な
い
が
理
解
し
た
い
」
と
い
う

雰
囲
気
が
高
ま
り
、
か
つ
生
徒
が
発
言
し
や
す
い
環
境

が
整
っ
た
時
、
教
師
の
投
げ
か
け
に
対
し
て
、
レ
ス
ポ

ン
ス
を
投
げ
返
す
生
徒
や
鋭
い
つ
ぶ
や
き
を
発
す
る
生

徒
の
率
は
増
え
る
。
そ
れ
を
教
師
が
素
早
く
拾
い
、
つ

ぶ
や
き
が
消
え
て
し
ま
わ
な
い
う
ち
に
教
室
全
体
に
投

げ
返
す
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
教
師
が
介
入
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
で
あ
る
が
、
小
中
学
生
と
は
違

っ
て
「
気
付
い
て
い
な
が
ら
反
応
し
な
い
生
徒
た
ち
」

の
意
見
を
拾
っ
て
い
く
た
め
に
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は

効
果
的
で
あ
る
。

れ
は
、
本
時
に
至
る
ま
で
の
授
業
展
開
に
課
題
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
時
に
お
い
て
こ
の
発
問
を
既

習
事
項
の
整
理
と
し
て
位
置
付
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
ま
で
の
各
授
業
時
に
お
い
て
、
随
時
、
丁
寧
に
主
題

を
ま
と
め
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
ノ
ー

ト
や
思
考
が
整
理
で
き
て
お
ら
ず
、
多
岐
に
わ
た
る
場

面
を
素
早
く
概
観
で
き
な
い
生
徒
も
い
た
。
原
文
に
立

ち
返
ら
せ
な
が
ら
丁
寧
に
確
認
し
て
い
く
た
め
に
は
、

ワ
ー
ク
プ
リ
ン
ト
を
準
備
し
た
上
で
、
こ
こ
で
十
分
に

時
間
を
と
っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
す
が
に
「
亡

き
娘
に
対
す
る
悲
し
み
」
は
す
ぐ
に
出
て
き
た
が
、

「
人
間
の
情
」
に
つ
い
て
は
教
師
の
助
言
に
よ
っ
て
、

「
望
郷
の
念
」
に
つ
い
て
は
教
師
か
ら
の
提
示
と
い
う

形
と
な
っ
た
。

　

⑤　

教
師
が
介
入
し
た
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

　

続
け
て
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
仮
名
序
」
を
配
布
し
、

原
文
を
範
読
し
た
上
で
、「
貫
之
が
こ
の
日
記
の
中
に

多
く
の
和
歌
を
詠
み
込
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
発

問
を
投
げ
か
け
た
。
そ
し
て
し
ば
ら
く
生
徒
の
討
論
の

様
子
を
見
な
が
ら
、
途
中
で
「
君
た
ち
も
悲
し
い
時
に

自
分
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
例
え

ば
、
君
た
ち
は
音
楽
を
聴
い
た
り
し
ま
せ
ん
か
。
和
歌

も
歌
で
す
よ
ね
。
歌
は
君
た
ち
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な

も
の
で
す
か
」
と
新
た
な
発
問
を
投
げ
か
け
、
生
徒
の

実
体
験
と
和
歌
を
つ
な
げ
て
い
く
よ
う
に
促
し
た
。
生

徒
か
ら
は
「
自
分
に
と
っ
て
歌
は
癒
し
。
リ
ズ
ム
に
の

っ
て
自
分
の
心
に
突
き
刺
さ
る
も
の
」
と
い
う
意
見
が

で
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
）
を
配
布
し
、「
右

手
の
人
は
資
料
１

を
、
左
手
の
人
は
資
料
２

を
見
て
く

だ
さ
い
。
裏
面
の
資
料
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の

資
料
を
も
と
に
、
貫
之
が
な
ぜ
女
性
の
立
場
で
書
い
た

の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
指
示
す
る
。
個
人
で

考
え
さ
せ
た
後
、
同
一
資
料
で
考
え
た
同
列
席
の
二
〜

三
人
の
メ
ン
バ
ー
で
立
っ
た
ま
ま
協
議
を
行
わ
せ
、
さ

ら
に
元
の
席
に
戻
ら
せ
、
別
々
の
資
料
を
読
ん
だ
隣
席

の
ペ
ア
同
士
で
話
し
合
わ
せ
た
。
設
定
し
た
時
間
は
短

か
っ
た
が
、
生
徒
に
指
名
し
た
と
こ
ろ
、「
昔
、
男
性

が
書
い
た
日
記
で
は
、
政
治
や
儀
式
な
ど
を
記
録
と
し

て
書
い
て
い
て
、
女
性
は
平
仮
名
を
使
っ
て
い
た
か
ら
、

自
分
の
こ
と
を
書
き
た
か
っ
た
貫
之
は
あ
え
て
女
性
に

な
っ
て
そ
の
日
の
こ
と
を
書
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
」

と
い
う
、
ほ
ぼ
ね
ら
い
通
り
の
解
答
を
導
く
こ
と
が
で

き
た
。

　

④　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

　

次
に
「
で
は
貫
之
は
、
政
治
的
な
立
場
か
ら
解
放
さ

れ
た
自
由
な
立
場
で
、
何
を
書
き
た
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
今
ま
で
の
授
業
を
も
と
に
考
え
て
み
よ
う
」
と

い
う
発
問
を
行
い
、
四
人
〜
五
人
の
グ
ル
ー
プ
で
考
え

さ
せ
た
。
グ
ル
ー
プ
に
し
た
の
は
、
人
数
を
多
く
す
る

こ
と
で
気
付
き
が
生
じ
る
可
能
性
を
高
め
、
忘
れ
か
け

て
い
る
授
業
内
容
を
相
互
に
補
い
な
が
ら
確
認
さ
せ
よ

う
と
い
う
ね
ら
い
に
よ
る
。
既
習
事
項
で
あ
る
た
め
、

さ
ほ
ど
困
難
も
な
く
意
見
が
出
る
も
の
と
予
測
し
て
い

た
が
、
こ
こ
は
ね
ら
い
通
り
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
こ

8
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り
す
る
機
会
も
十
分
に
保
証
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
言
語
活
動
に
よ
っ
て
生
徒
の
思
考
が
活
性

化
し
、
他
の
生
徒
の
意
見
や
教
師
の
意
見
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
レ
デ
ィ
ネ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、

授
業
を
行
い
な
が
ら
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、

講
義
型
の
一
斉
授
業
で
は
眠
そ
う
に
し
て
い
る
一
部
の

生
徒
が
、
本
時
で
は
生
き
生
き
と
活
動
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
生
徒
の
意
見
を
も
と
に
新
た
な
気
付
き
や
読
み

を
促
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
一
つ
の
成
果
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。

　

授
業
後
の
感
想
文
で
は
、「
単
に
土
佐
か
ら
都
へ
帰

る
ま
で
の
道
中
を
書
き
記
し
た
の
で
は
な
く
、
愛
す
る

娘
を
失
っ
た
悲
し
み
や
、
都
に
帰
り
た
い
切
な
る
願
い
、

人
間
の
良
い
所
悪
い
所
な
ど
が
対
比
表
現
を
用
い
て
強

調
さ
れ
て
い
て
、
き
っ
と
紀
貫
之
さ
ん
は
こ
れ
ら
の
こ

と
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」、「
日
記
を
書
く
の
は

小
学
校
と
か
中
学
校
で
毎
日
書
く
欄
が
あ
っ
て
正
直
め

ん
ど
く
さ
い
な
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
ふ
と
し
た
日
に

前
の
日
記
を
読
み
返
す
と
面
白
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い

た
り
悩
み
が
書
か
れ
て
い
て
、
こ
の
時
自
分
は
こ
う
思

っ
て
い
た
ん
だ
と
今
の
自
分
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
」
な
ど
、
多
く
の
生
徒
が
「
書
き
手
の
意
図
」
や

「
日
記
の
効
用
」
に
言
及
し
て
お
り
、
言
語
活
動
を
手

立
て
と
し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
お
い
て
、

「
読
む
こ
と
」
の
指
導
目
標
お
よ
び
古
典
教
材
と
生
徒

の
実
生
活
を
つ
な
げ
る
と
い
う
目
標
は
概
ね
達
成
で
き

た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

で
き
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
で
は
、
知
ら
な
い
人
の
日
記

を
読
み
た
い
と
思
う
時
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
時

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
作
者
の
思
い
に
対
し
て
共
感

で
き
た
り
、
境
遇
が
重
な
っ
た
り
す
る
時
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
個
人
的
な
感
慨
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、

人
間
と
し
て
の
何
か
、
普
遍
的
な
何
か
が
あ
る
時
に
、

言
葉
は
千
年
と
い
う
時
を
超
え
て
残
っ
て
い
き
ま
す
。

『
土
佐
日
記
』
は
『
日
本
最
古
の
日
記
文
学
』
で
す
が
、

単
な
る
日
記
で
は
な
く
、『
文
学
』
に
ま
で
高
め
ら
れ

て
い
ま
す
。『
わ
か
る
、
共
感
で
き
る
』
と
い
う
部
分

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
今
ま
で
残
っ
て
き
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」。
こ
の
よ
う
に
授
業
者
の
一
つ
の
読
み

を
提
示
し
、
今
回
の
授
業
を
終
え
た
。

四　

本
実
践
の
成
果
と
課
題

　

本
実
践
は
、「
読
む
こ
と
」
を
目
標
と
し
て
お
り
、

教
師
に
よ
っ
て
展
開
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
言
語
活
動
は
、
発
問
に
対
し
て
生
徒
の
思
考
を
活
性

化
さ
せ
る
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
ま
た
、
生
徒
の
意

見
や
教
師
の
解
説
を
「
腑
に
落
ち
る
も
の
」
と
し
て
受

け
入
れ
る
た
め
の
、
い
わ
ゆ
る
レ
デ
ィ
ネ
ス
を
形
成
さ

せ
る
手
立
て
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に

本
実
践
で
は
、
多
様
な
言
語
活
動
を
盛
り
込
み
な
が
ら

授
業
進
度
を
落
と
さ
ず
に
深
い
学
び
に
到
達
で
き
る
か

と
い
う
実
験
的
な
試
み
も
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
一
つ

ひ
と
つ
の
活
動
に
お
い
て
思
考
す
る
時
間
は
十
分
で
は

な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
生
徒
の
意
見
に
対

し
て
他
の
生
徒
が
意
見
を
付
け
加
え
た
り
、
反
論
し
た

　

⑥　
「
開
か
れ
た
問
い
」
で
の
バ
ズ
セ
ッ
シ
ョ
ン

　

今
回
の
授
業
の
も
う
一
つ
の
柱
は
、「
人
は
な
ぜ
日

記
を
書
く
の
か
」
と
い
う
「
開
か
れ
た
発
問
」
で
あ
る
。

こ
の
発
問
は
、
生
徒
が
自
分
の
体
験
や
見
聞
と
古
典
の

世
界
を
つ
な
ぐ
上
で
最
も
重
要
な
問
い
か
け
と
な
る
。

　

本
時
で
は
「
答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
断
っ
た
上
で
、

「
人
は
な
ぜ
日
記
を
書
く
の
か
」
に
つ
い
て
バ
ズ
セ
ッ

シ
ョ
ン
を
行
わ
せ
た
。
生
徒
か
ら
は
「
一
日
一
日
は
書

い
て
い
て
何
の
変
化
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、

過
去
と
未
来
と
で
は
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
も
の
だ

か
ら
、
貫
之
の
場
合
、
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
と
変
化

し
て
い
か
な
い
も
の
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
書
い
た
の

だ
と
思
う
」
と
い
う
意
見
や
、「
日
々
あ
っ
た
こ
と
と

か
を
文
字
と
か
に
ま
と
め
て
反
省
す
る
と
、
も
や
も
や

し
た
も
の
が
ま
と
ま
る
」
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
意
見
を
起
点
と
し
な
が
ら
、
最
後
に
教
師
が

次
の
よ
う
な
主
旨
で
ま
と
め
た
。「
貫
之
は
女
性
に
仮

託
す
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
立
場
か
ら
解
放
さ
れ
て
客

観
的
に
自
分
を
見
つ
め
直
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。『
土
佐
日
記
』
の
『
帰
京
』
の
場
面
で
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
月
は
、
私
た
ち
の
心
の
見
え
な

い
部
分
ま
で
照
ら
し
出
し
て
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で

す
。
そ
こ
に
あ
る
想
い
を
、
歌
に
し
た
い
、
リ
ズ
ム
に

乗
せ
て
詠
い
た
い
と
い
う
思
い
が
貫
之
に
は
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
現
代
社
会
に
も
い
ろ
い
ろ
な
悲
し
み
が
溢

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
多
く
の
人
が
様
々
な
場
面
で

想
い
を
言
葉
に
し
て
語
っ
て
い
ま
す
。
言
葉
に
書
き
つ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
心
を
整
理
す
る
こ
と
が
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