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「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
明
確
に
し
た

　
小
学
校
高
学
年
の
古
典
学
習
―
『
枕
草
子
』
―　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小　

水　

亮　

子

　
　
　
　

　
は
じ
め
に

　

小
学
校
の
古
典
学
習
で
は
「
美
し
さ
や
楽
し
さ
を
、
感
覚
的
に
味
わ
う
」
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
状
で
は
古
典
学
習
と
い
う
だ
け
で
つ
ま

ず
い
て
し
ま
う
、
筆
者
の
よ
う
な
小
学
校
教
員
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

を
乗
り
越
え
、
古
典
学
習
の
魅
力
や
楽
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
実
践
を
行
い
た

い
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

　

そ
の
一
歩
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
学
習
指
導
要
領
や
教
科
書
か
ら
古
典
学
習

で
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
探
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
は
、
「
身
に
付
け

さ
せ
た
い
力
」
を
明
確
に
し
て
教
育
活
動
を
行
う
こ
と
が
、
今
、
学
校
教
育
に

お
い
て
大
切
に
さ
れ
て
い
る
一
つ
だ
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
小
学
校
国
語
科

の
指
導
要
領

（
１
）

や
、
平
成
20
年
度
の
指
導
要
領
改
訂
に
向
け
た
中
央
審
議
会
で
出

さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
資
料

（
２
）

か
ら
も
分
か
る
。

　
　

現
行
学
習
指
導
要
領
で
は
、
「
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
」
を
徹

　
　

底
す
る
と
と
も
に
、
「
自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
力
」、
「
豊
か
な
心
」、

　
　
「
健
や
か
な
体
」
な
ど
の
「
生
き
る
力
」
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て

　
　

い
る
。
現
行
学
習
指
導
要
領
の
理
念
や
目
標
を
具
体
化
す
る
た
め
に
は
、

　
　

そ
の
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
教
科
横
断
的
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
と

　
　

主
な
教
育
活
動
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
「
美
し
さ
や
楽
し
さ
を

感
覚
的
に
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
『
枕
草
子
』
の
授
業
」
に
つ
い
て
考
え
た

い
。
そ
の
際
に
は
神
奈
川
県
内
の
多
く
の
学
校
が
採
択
し
て
い
る

（
３
）

光
村
図
書
出

版
（
以
下
、
「
光
村
」
と
略
す
。）
を
扱
い
、
教
科
書
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

　
一
　
学
習
指
導
要
領
に
見
る
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」

　

学
習
指
導
要
領
か
ら
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
探
る
た
め
、
国
語
科
高

学
年
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
及
び
解
説
に
つ
い
て
確
認
す

る
。
ま
ず
、
指
導
事
項
（
ア
）
の
内
容
は
、

　
　

親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
に
つ
い
て
、

　
　

内
容
の
大
体
を
知
り
、
音
読
す
る
こ
と
。

（
４
）

で
あ
る
。
言
語
活
動
は
、
「
音
読
」
中
心
で
、
教
材
に
合
わ
せ
て
暗
唱
や
群
読

な
ど
、
読
み
方
の
工
夫
を
行
う
こ
と
だ
と
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
解

説
か
ら
捉
え
ら
れ
る
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
①

古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
の
、
独
特
の
リ
ズ
ム
、
長
い
年
月

を
経
て
培
わ
れ
て
き
た
美
し
い
語
調
を
知
る
。
②
美
し
さ
や
楽
し
さ
を
感
覚
的

に
味
わ
う
。
③
読
ん
で
楽
し
い
も
の
自
分
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

実
感
す
る
。
と
い
う
三
点
が
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
指
導
事
項
（
イ
）
の
内
容
は
、

　
　

古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読
み
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ

　
　

方
を
知
る
こ
と
。

（
５
）

で
あ
る
。
言
語
活
動
は
、
「
古
典
を
解
説
し
た
文
章
を
読
む
こ
と
」
や
「
鑑
賞
」

と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
解
説
か
ら
捉
え
ら
れ
る
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」

に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
①
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
り
、
現
代

人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
と
比
べ
る
。
②
古
典
（
言
語
文
化
）
へ
の
興
味
・
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関
心
を
深
め
る
。
と
い
う
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
学
習
指
導
要
領

に
は
言
語
活
動
は
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
は
曖

昧
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
、
語
調
の
美
し
さ
や
楽

し
さ
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
を
感
じ
取
る
等
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
児
童
の

言
語
感
覚
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

二
　
光
村
の
教
科
書
に
お
け
る
『
枕
草
子
』

　
「『
枕
草
子
』
で
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」」
を
探
る
た
め
に
、
光
村
の
教

科
書
で
の
取
り
上
げ
方
を
確
認
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
平
成
27
年
度
に
教
科
書

の
改
訂
が
行
わ
れ
る
の
で
、
『
枕
草
子
』
の
本
文
、
現
代
語
訳
、
単
元
の
扱
い

方
を
視
点
に
、
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

最
初
に
本
文
で
あ
る
。
（
平
成
23
年
度
版
で
は
「
春
」
と
「
夏
」、
平
成
27
年
度
版

は
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
比
較
す
る
た
め
「
春
」
と
「
夏
」
の
み
を
取
り
上
げ
る

こ
と
と
す
る
。）

〇
平
成
23
年
度
（
底
本　

日
本
古
典
文
学
大
系
19
岩
波
書
店 
一
九
五
八
年
）

　
　

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
あ
か
り
て
、

　
　

紫
む
ら
さ
きだ

ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。

　
　

夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
、
や
み
も
な
ほ
、
蛍

ほ
た
る

の
多
く
飛
び
ち
が　

　
　

ひ
た
る
。
ま
た
、
た
だ
一
つ
二
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
く
も　

　
　

を
か
し
。
雨
な
ど
降ふ

る
も
を
か
し
。
（
※
傍
線
は
筆
者
）

〇
平
成
27
年
度
版
（
底
本
不
明
）

　
　

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
あ
か
り
て
、

　
　

紫
む
ら
さ
きだ

ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。

　
　

夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
、
闇や

み

も
な
ほ
、
蛍

ほ
た
る

の
多
く
飛
び
ち
が
ひ

　
　

た
る
。
ま
た
、
た
だ
一
つ
二
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
く
も
を

　
　

か
し
。
雨
な
ど
降ふ

る
も
を
か
し
。
（
※
傍
線
は
筆
者
）

本
文
の
変
更
点
は
「
闇
」
が
漢
字
表
記
か
ひ
ら
が
な
表
記
か
程
度
で
あ
る
。
配

当
漢
字
で
な
い
も
の
に
は
ル
ビ
を
ふ
っ
て
お
り
、
底
本
に
近
づ
け
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
次
に
、
現
代
語
訳
で
あ
る
。

〇
平
成
23
年
度　
　

　
　

春
は
明
け
方
。
だ
ん
だ
ん
白
く
な
っ
て
い
く
山
ぎ
わ
の
空
が
、
少
し
明
る

　
　

く
な
っ
て
、
紫
が
か
っ
た
雲
が
細
く
た
な
び
い
て
い
る
の
が
よ
い
。

　
　

夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
月
の
な
い
や
み
夜
で
も
、

　
　

蛍
が
た
く
さ
ん
飛
び
か
っ
て
い
る
の
は
よ
い
。
た
だ
一
ぴ
き
二
ひ
き
と
、

　
　

か
す
か
に
光
り
な
が
ら
飛
ん
で
い
く
の
も
お
も
む
き
が
あ
る
。
雨
な
ど
が　
　

　
　

降
る
の
も
よ
い
も
の
だ
。
（
※
傍
線
は
筆
者
）

〇
平
成
27
年
度
版

　
　

春
は
明
け
方
が
よ
い
。
だ
ん
だ
ん
白
く
な
っ
て
い
く
山
ぎ
わ
の
空
が
、

　
　

少
し
明
る
く
な
っ
て
、
紫
が
か
っ
た
雲
が
細
く
た
な
び
い
て
い
る
の
が

　
　

よ
い
。

　
　

夏
は
夜
が
よ
い
。
月
の
こ
ろ
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
月
の
な
い
闇
夜
で　

　
　

も
や
は
り
、
蛍
が
た
く
さ
ん
飛
び
か
っ
て
い
る
の
は
よ
い
。
た
だ
一
ぴ
き　

　
　

二
ひ
き
と
、
か
す
か
に
光
り
な
が
ら
飛
ん
で
い
く
の
も
、
し
み
じ
み
と
し

　
　

て
よ
い
。
雨
な
ど
が
降
る
の
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
（
※
傍
線
は
筆
者
）

　

平
成
23
年
度
は
一
文
目
を
「
春
は
明
け
方
」、
平
成
27
年
度
版
は
「
春
は
明

け
方
が
よ
い
」
と
訳
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
23
度
版
は
「
を
か
し
」
を
「
お

も
む
き
が
あ
る
」、
平
成
27
年
度
は
「
し
み
じ
み
と
し
て
よ
い
」
と
訳
し
て
い
る
。

訳
が
変
わ
る
こ
と
で
受
け
る
印
象
は
多
少
変
化
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
児
童

に
言
葉
の
意
味
を
覚
え
さ
せ
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
言
葉
や
内
容
に
対
す
る
理

解
は
、
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
考
え
る
。
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最
後
に
、
単
元
の
扱
い
方
を
表
に
ま
と
め
て
比
較
す
る
。

　　　 

　

平
成
27
年
度
版
の
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
第
一
段
全
て
を
、
季
節
ご
と
に
掲

載
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
併
せ
て
、
写
真
と
「
季
節
の
こ
と
ば
」
を
掲
載
し
た
こ

と
か
ら
、
新
し
い
語
彙
を
獲
得
さ
せ
た
り
、
言
葉
へ
の
意
識
を
高
め
た
り
す
る

こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　

　
　
三
　
各
社
指
導
書
に
見
る
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」

　

引
き
続
き
、
「『
枕
草
子
』
で
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」」
を
探
る
た
め
に

平
成
23
年
度
版
の
各
社
指
導
書
を
確
認
す
る
。
指
導
書
の
内
容
は
、
本
稿
文
末

尾
［
資
料
①
］
に
ま
と
め
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
探
る
。

　

指
導
書
か
ら
考
え
る
と
、
『
枕
草
子
』
を
取
り
上
げ
る
よ
さ
は
、

　
　

①
日
本
の
「
四
季
」
に
改
め
て
目
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
。

　
　

②
清
少
納
言
の
独
特
な
感
性
や
感
じ
方
を
捉
え
ら
れ
る
こ
と
。

　
　

③
美
し
い
語
調
や
、
歯
切
れ
の
よ
い
文
章
で
あ
る
こ
と
。

の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
四
季
が
題
材
の
た
め
、
児
童
に
と
っ
て
身
近
に
感

じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
光
村
の
平
成
23
年
度
版
は
「
春
」
と
「
夏
」
の

み
の
掲
載
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
四
季
に
目
を
向
け
た
り
作
者
の
感
性
を
捉

え
た
り
で
き
る
と
は
言
い
難
く
、
全
文
掲
載
に
な
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
、

同
一
ペ
ー
ジ
で
は
な
く
季
節
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季

節
の
関
連
は
捉
え
に
く
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
学
習
活
動
（
言
語
活
動
）
は
、

　
　

①
内
容
の
大
体
を
知
る
た
め
に
「
音
読
」
す
る
。

　
　

②
古
典
を
解
説
し
た
文
章
を
読
む
。

の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
指
導
要
領
（
ア
）
で
も
（
イ
）
で
も
扱
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、

解説文
学習活動

（言語活動） 本文の掲載 指導時期 小単元
指導

時間 学年
年

度
「
枕
草
子
」
は
物
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

作
者
の
清
少
納
言
が
、
心
に
感
じ
た
こ

と
を
、
自
由
に
書
き
記
し
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
も
、
夏
の
夜
を
飛
び
か
う

蛍
の
光
に
、
美
し
さ
を
感
じ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

「
声
に
出
し
て
楽
し
も
う
」

　

古
典
や
文
語
文
と
出
会
い
、
そ
れ
ら

を
音
読
し
た
り
暗
唱
し
た
り
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
日
本
の
伝
統
文
化
に
さ
ら

に
親
し
み
、
知
識
や
愛
着
を
深
め
て
い

く
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る

「
春
は
あ
け
ぼ
の
・
・
・
」

「
夏
は
夜
・
・
・
」

の
み
掲
載

５
月
中
旬　

声
に
出
し
て
楽
し
も
う

「
今
も
昔
も--

竹
取
物
語
・
枕
草
子
・

平
家
物
語
」

２
時
間
扱
い

５
年
生

平
成
23
年
度

「
枕
草
子
」
は
、
作
者
の
清
少
納
言
が
心
に
感
じ
た

こ
と
を
自
由
に
書
き
記
し
た
作
品
で
す
。
清
少
納
言

は
こ
の
作
品
の
初
め
に
、
四
つ
の
季
節
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
自
分
の
思
い
を
つ
づ
っ
て
い
ま
す
。

（
仮
）「
昔
の
人
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
り
、
自
分
が

感
じ
た
こ
と
を
書
こ
う
」

　
「
枕
草
子
」
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
春
の
風
景
を
参

考
に
、
あ
な
た
の
感
じ
る
春
ら
し
い
も
の
や
様
子
を
、

文
章
に
書
き
表
し
て
み
ま
し
ょ
う
と
あ
る
た
め
、
読

ん
で
感
じ
た
こ
と
を
「
書
く
」
活
動
で
あ
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

「
春
は
あ
け
ぼ
の
・
・
・
」

「
夏
は
夜
・
・
・
」

「
秋
は
夕
暮
れ
・
・
・
」

「
冬
は
朝
・
・
・
」
全
文
掲
載

「
春
の
空
」
４
月
下
旬

「
夏
の
夜
」
７
月
下
旬

「
秋
の
夕
暮
れ
」
11
月
上
旬

「
冬
の
朝
」
２
月
中
旬

季
節
の
言
葉
１
～
４　

「
春
の
空
」「
夏
の
夜
」

「
秋
の
夕
暮
れ
」「
冬
の
朝
」

各
１
時
間
扱
い

５
年
生

平
成
27
年
度
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①
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
や
美
し
い
語
調
を
味
わ
い
内
容
の
大
体
を
知
る
。

　
　

②
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
と
、
現
代
を
比
べ
る
こ
と
に
よ
る
新　
　

　
　

し
い
発
見
す
る
。

の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
教
科
書
及
び
指
導
書
も
、
指
導
要
領
と
変

わ
ら
ず
、
言
語
感
覚
を
高
め
る
と
い
う
点
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
分
か
る
。　

　
　
　
　
　

四
　
先
行
研
究
に
見
る
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」

　

指
導
要
領
、
教
科
書
及
び
指
導
書
か
ら
、「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
探
っ

て
き
た
が
、
明
確
な
も
の
を
見
つ
け
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
先
行

研
究
か
ら
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
い
く
。

　

立
命
館
小
学
校
の
加
藤
郁
夫
教
諭
は
、
古
典
が
、
態
度
主
義
・
道
徳
主
義
で

あ
る
危
う
さ
を
指
摘
し
、
自
校
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
な
が
ら
、
「
古
典
学
習

で
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
６
）

　
　
　

私
た
ち
は
「
古
典
」
を
日
本
語
教
育
（
国
語
教
育
）
と
い
う
大
き
な
枠

　
　

組
み
の
中
で
と
ら
え
て
い
る
。
現
代
語
と
無
関
係
に
古
典
に
触
れ
さ
せ
て

　
　

い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
。
『
文
学
』
『
リ
テ
ラ
シ
ー
』
と
い
っ
た
他
の
国

　
　

語
と
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
生
徒
の
日
本
語
（
母
語
）
の
知
識
・

　
　

能
力
を
高
め
、
論
理
的
思
考
力
・
認
識
力
を
発
達
さ
せ
て
い
く
、
そ
の
よ

　
　

う
な
関
係
性
の
中
で
「
古
典
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
（
中
略
）
現
代
日
本　

　
　

語
の
力
は
古
典
を
通
し
て
も
鍛
え
ら
れ
る
。
文
語
と
口
語
は
、
切
り
離
さ　

　
　

れ
た
ま
っ
た
く
別
の
言
葉
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
古
典
も
子
ど
も
た

　
　

ち
の
日
本
語
の
力
を
鍛
え
育
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
（
以
下
略
）

　

加
藤
は
「「
古
典
」
を
日
本
語
教
育
（
国
語
教
育
）
と
い
う
大
き
な
枠
組
み

の
中
で
と
ら
え
て
い
る
。」
と
し
、
「
日
本
語
の
知
識
・
能
力
を
高
め
る
こ
と
」

や
「
古
典
も
子
ど
も
た
ち
の
日
本
語
の
力
を
鍛
え
育
ん
で
い
く
」
も
の
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
典
教
育
は
、
児
童
の
日
本
語
の
認
識
や
言

語
感
覚
を
高
め
、
日
本
語
の
力
を
付
け
る
学
習
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、
指
導
要
領
、
教
科
書
、
指
導
書
、
先
行
研
究
か
ら
古
典
学
習
で
「
身

に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
探
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
古
典
学
習
で
「
身

に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
、
「
古
典
を
通
し
て
、
児
童
の
言
葉
に
対
す
る
認
識

や
言
語
感
覚
を
高
め
、
日
本
語
の
力
を
付
け
て
い
く
こ
と
」
と
定
義
で
き
る
だ

ろ
う
。　
　

　
　
　

五
　
言
葉
の
認
識
や
言
語
感
覚
を
高
め
る
『
枕
草
子
』
の
授
業
実
践

　

こ
こ
か
ら
は
、
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
、
「
古
典
を
通
し
て
、
児
童
の

言
葉
に
対
す
る
認
識
や
言
語
感
覚
を
高
め
、
日
本
語
の
力
を
付
け
て
い
く
こ

と
」
と
定
義
し
た
上
で
、
授
業
実
践
を
行
う
。
そ
し
て
、
実
践
や
児
童
の
反
応

か
ら
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」、
「
美
し
さ
や
楽
し
さ
を
感
覚
的
に
味
わ
う
こ

と
の
で
き
る
『
枕
草
子
』
の
授
業
」、
平
成
27
年
度
版
教
科
書
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。
実
践
の
概
要
及
び
展
開
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

［
実
践
の
概
要
］

・
日
時
：
平
成
27
年
２
月
５
日
、
２
月
20
日

・
対
象
：
横
浜
市
立
小
学
校
５
年
２
組
（
28
人
）

・
単
元
：
『
枕
草
子
』
（「
春
」
と
「
夏
」
は
平
成
23
年
度
版
に
て
既
習
）

・
配
当
：
全
二
時
間
（
１
時
間
目
「
冬
」、
２
時
間
目
「
夏
」）

・
使
用
し
た
教
材
：
平
成
27
年
度
版
の
光
村
教
科
書
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
［
図
①
］

　

※
一
枚
の
用
紙
に
『
枕
草
子
』
を
全
文
掲
載
し
て
あ
る
。
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［
一
時
間
目
の
展
開
］

　
「
春
」
と
「
夏
」
は
既
習
内
容
で
あ
る
こ
と
と
、
学
習
を
行
う
季
節
に
合
わ

せ
る
こ
と
を
考
え
、
「
冬
」
を
扱
っ
て
授
業
を
行
っ
た
。

〈
学
習
活
動
①
〉
『
枕
草
子
』
の
学
習
に
つ
い
て
の
確
認
（
５
分
）

　
『
枕
草
子
』
の
学
習
経
験
を
確
認
し
た
。
児
童
か
ら
は
「
学
習
を
覚
え
て
な

い
。」
「
教
科
書
に
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。」
と
い
う
曖
昧
な
反
応
が
返
っ

て
き
た
。

〈
学
習
活
動
②
〉
全
文
の
音
読
（
５
分
）

　
「
や
う
や
う
」
「
な
ほ
」
「
を
か
し
」
等
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
正
し
く
読
め

な
い
児
童
が
多
数
い
た
。
読
み
方
の
確
認
を
し
な
が
ら
音
読
し
た
。

〈
学
習
活
動
③
〉
本
時
の
め
あ
て
の
確
認
（
１
分
）

　
「
冬
」
を
音
読
し
、
「
清
少
納
言
は
冬
の
部
分
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た

の
か
」
と
い
う
学
習
課
題
を
提
示
し
た
。

〈
学
習
活
動
④
〉
書
い
て
あ
る
こ
と
を
予
想
す
る
（
10
分
）

　
「
冬
」
に
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
を
想
像
し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
考
え
を
書

い
た
。
児
童
は
、「
難
し
い
。」「
つ
と
め
て
っ
て
何
？
」
と
戸
惑
っ
て
い
た
の
で
、

友
達
と
一
緒
に
考
え
て
よ
い
こ
と
を
指
示
し
た
。
ま
た
、
自
ら
国
語
辞
典
を
ひ

く
児
童
も
い
た
。

〈
学
習
活
動
⑤
〉
考
え
た
こ
と
の
発
表
（
15
分
）

　

児
童
の
考
え
を
板
書
で
ま
と
め
た
。
絵
を
描
い
た
児
童
に
つ
い
て
は
、
テ
レ

ビ
に
投
影
し
て
共
有
し
た
。
次
の
よ
う
な
考
え
が
挙
が
っ
た
。

　

Ａ
児
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

 

☆
何
が
書
い
て
あ
る
か
考
え
て
み
よ
う
。

　

冬
は
や
っ
ぱ
り
雪
が
降
っ
て
い
る
こ
と
は
言
わ
な
く
て
も
わ
か
る
だ
ろ
う

　

霜
の
白
さ
も
ま
た
も
の
す
ご
い
寒
さ
に
、
火
な
ど
を
お
こ
し
て
、
炭
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

手
わ
た
る
も
意
味
は
な
い　

昼
に
な
っ
て
火
が
消
え
て
い
け
ば
、
ひ
お
け

　

の
火
も
白
い
灰
に
な
っ
て
し
ま
う
。

〈
学
習
活
動
⑥
〉
現
代
語
訳
（
５
分
）

　

現
代
語
訳
提
示
は
せ
ず
、
話
し
て
伝
え
る
だ
け
に
と
ど
め
た
。
（
最
終
的
に

は
、
「
分
か
ら
な
い
言
葉
が
多
か
っ
た
」
と
い
う
振
り
返
り
が
あ
っ
た
た
め
、

次
時
に
掲
示
し
た
。）
そ
の
中
で
、
「
な
ぜ
炭
を
も
っ
て
『
渡
る
』
な
の
か
」
と

い
う
質
問
が
出
た
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
は
「
長
い
廊
下
を
通
っ
て
い
る
こ
と
」

と
授
業
者
が
解
説
を
加
え
た
。

〈
学
習
活
動
⑦
〉
振
り
返
り
（
５
分
）

　

一
時
間
の
学
習
か
ら
感
じ
た
こ
と
を
自
由
に
書
く
時
間
を
と
っ
た
。

図①　ワークシート
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　［
二
時
間
目
の
展
開
］

　

当
初
は
「
冬
」
で
理
解
し
た
言
葉
を
体
感
・
実
感
す
る
時
間
を
予
定
し
て
い

た
。
し
か
し
、
児
童
が
既
習
内
容
（「
春
」
「
夏
」）
を
忘
れ
て
い
た
り
、
言
葉

を
予
想
す
る
活
動
に
楽
し
さ
を
感
じ
て
い
た
り
す
る
様
子
だ
っ
た
の
で
、
も
う

一
時
間
『
枕
草
子
』
を
扱
っ
た
授
業
を
行
っ
た
。

〈
学
習
活
動
①
〉
前
時
の
確
認
と
全
文
の
音
読
（
５
分
）

　
「
冬
」
の
原
文
と
現
代
語
を
提
示
し
た
。
児
童
が
気
に
な
る
部
分
を
中
心
に

意
味
を
確
認
し
、
そ
の
後
、
全
員
で
音
読
し
た
。

〈
学
習
活
動
②
〉
本
時
の
め
あ
て
を
提
示
（
１
分
）

「
夏
」
を
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
本
時
の
め
あ
て
「
清
少
納
言
は
夏

の
部
分
に
何
を
書
い
て
い
る
の
か
」
を
提
示
し
た
。

〈
学
習
活
動
③
〉
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
お
は
な
し
の
く
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
」

（
７
）

を
視
聴
（
３
分
）

　

前
時
で
は
、
時
代
背
景
を
知
ら
ず
に
絵
を
描
い
た
り
考
え
た
り
す
る
児
童

が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
お
は
な
し
の
く
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
の

scen
e0

1

「
千
年
以
上
前
の
物
語
」
とscen

e1
0

「
身
近
に
あ
っ
た
季
節
感
」

を
視
聴
し
、
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
の
簡
単
な
概
要
と
清
少
納
言
に
つ
い
て
理

解
を
促
し
た
。
（［
資
料
②
］
参
照
）

〈
学
習
活
動
④
〉
書
い
て
あ
る
こ
と
を
予
想
す
る
（
10
分
）

　

考
え
た
こ
と
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
い
た
。
前
時
と
の
変
化
は
、
他
の
季
節

と
比
較
す
る
児
童
が
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「「
わ
ろ
し
」
と
「
を

か
し
」
は
言
い
回
し
が
似
て
い
る
か
ら
反
対
語
か
も
し
れ
な
い
。」
や
、
「「
秋
」

の
文
脈
を
考
え
る
と
「
を
か
し
」
は
「
お
か
し
い
」
と
い
う
意
味
で
は
な
さ
そ

う
だ
。」
等
と
考
え
て
い
た
。

〈
学
習
活
動
⑤
〉
考
え
た
こ
と
の
発
表
（
15
分
）

　

一
時
間
目
と
同
じ
児
童
の
考
え
で
あ
る
。
Ａ
児
は
「
冬
」
の
学
習
を
基
に
「
夏

は
夜
が
よ
い
」
と
「
よ
い
」
を
足
し
た
。
ま
た
、
Ｂ
児
は
映
像
を
視
聴
し
た
結

果
、
一
時
間
目
の
現
代
風
の
絵
か
ら
、
古
典
を
意
識
し
た
絵
に
変
化
し
た
。

Ｃ
児
：
現
代
の
「
つ
と
め
る
」
や
「
つ
き
づ
き
」
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
、
昔
の
言
葉
の

意
味
が
全
然
分
か
ら
な
か
っ
た
。

Ｄ
児
：
自
分
が
訳
し
た
の
が
現
代
語
と
全
然
ち
が
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
も
っ
と
古

典
を
読
ん
で
み
た
く
な
っ
た
し
、
も
っ
と
意
味
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。「
つ
と
め
て
」

が
早
朝
の
事
を
指
し
て
い
る
と
は
全
く
分
か
ら
ず
、
現
代
と
昔
の
言
い
回
し
が
ち
が
う

と
知
れ
て
よ
か
っ
た
。

Ｅ
児
：
い
つ
も
ふ
つ
う
に
読
ん
で
い
る
も
の
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
と
お
も
し
ろ
か
っ

た
け
ど
、
現
代
語
に
直
す
の
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。
特
に
「
つ
き
づ
き
し
」
は
、
今
は

使
わ
な
い
し
、
聞
か
な
い
か
ら
む
ず
し
か
っ
た
。

Ｆ
児
：
ま
だ
知
ら
な
い
言
葉
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
。「
ま
た
さ
ら
で
も
」
と
か
「
つ
と
め
て
」

な
ど
現
代
の
言
葉
と
に
て
い
る
の
に
、
意
味
が
ち
が
っ
て
む
ず
か
し
か
っ
た
。「
ゆ
る
び

も
て
い
け
ば
」
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。

S
cen

e0
1

   

今
か
ら
千
年
以
上
前
の
平
安
時
代
、と
あ
る
貴
族
（
き
ぞ
く
）
の
女
性
（
じ
ょ

せ
い
）
が
、
今
も
語
り
つ
が
れ
る
物
語
を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
人
の
名
は
、

清
少
納
言
（
せ
い
し
ょ
う
な
ご
ん
）。
自
分
の
す
き
な
こ
と
や
き
ら
い
な
こ

と
、
職
場
（
し
ょ
く
ば
）
で
体
験
し
た
こ
と
な
ど
を
、
こ
っ
そ
り
つ
づ
っ

て
い
た
の
が
『
枕
草
子
（
ま
く
ら
の
そ
う
し
）』
で
す
。

S
cen

e1
0

  

清
少
納
言
が
く
ら
し
た
「
寝
殿
（
し
ん
で
ん
）
造
（
づ
く
）
り
」

と
い
う
、
当
時
の
住
ま
い
は
、
な
ん
と
、
か
べ
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の

だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
春
の
夜
明
け
や
冬
の
寒
さ
を
今
よ
り
も
っ
と
身

近
に
感
じ
る
生
活
で
し
た
。
当
時
の
人
は
、
季
節
（
き
せ
つ
）
の
う
つ
ろ

い
を
敏
感
（
び
ん
か
ん
）
に
楽
し
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。
も
う
一
度
朗

読
（
ろ
う
ど
く
）
だ
け
を
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
清
少
納
言
が
千
年
前
に

感
じ
た
こ
と
が
、
み
ん
な
の
心
に
も
と
ど
く
は
ず
で
す
。

［資料②］

NHK「おはなしのくにクラシック」

scene01 と 10 のあらすじ



古典教育デザイン　創刊号

41

Ａ
児
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

 

☆
何
が
書
い
て
あ
る
か
考
え
て
み
よ
う
。

　

夏
は
夜
が
良
い
月
が
出
て
い
る
と
さ
ら
に
良
い

　

暗
い
の
も
蛍
が
飛
ん
で
い
て
も
と
て
も
良
く
、
ま
た
、
た
だ

　

一
つ
、
二
つ
だ
け
ほ
の
か
に
光
り
、
変
な
方
向
に
い
く
の
は
お
か
し
い

　

雨
が
ふ
る
の
も
お
か
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
学
習
活
動
⑥
〉
現
代
語
訳
を
伝
え
る
（
５
分
）

　

現
代
語
訳
を
提
示
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
お
は
な
し
の
く
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
」
の
朗
読

を
視
聴
し
た
。
『
枕
草
子
』
に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
と
そ
の
情
景
が
つ
な
が
っ

た
様
子
だ
っ
た
。

〈
学
習
活
動
⑦
〉
振
り
返
り
（
５
分
）

　

一
時
間
目
と
同
じ
児
童
の
振
り
返
り
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

六
　
授
業
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

　

学
習
後
、『
枕
草
子
』
の
授
業
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
。
ア
ン
ケ
ー

ト
に
回
答
し
た
の
は
、
授
業
を
行
っ
た
五
年
生
同
学
級
で
あ
る
。

①　
『
枕
草
子
』
の
学
習
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
か[

グ
ラ
フ
①]

　

と
て
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
（
22
人
）、
お
も
し
ろ
か
っ
た
（
５
人
）、
あ
ま
り

お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
（
１
人
）
全
く
お
も

し
ろ
く
な
か
っ
た
は
（
０
人
）
だ
っ
た
。
概

ね
前
向
き
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
。

②　

①
と
答
え
た
理
由

〈
言
葉
に
つ
い
て
〉

　
　

・
昔
の
言
葉
を
現
代
語
に
直
し
た
り
、

　
　
　

分
か
ら
な
い
言
葉
が
分
か
た
り
し

　
　
　

て
お
も
し
ろ
か
っ
た
（
９
人
） 

　
　

・
言
い
回
し
や
言
葉
が
今
と
違
っ
て

　
　
　

お
も
し
ろ
か
っ
た
（
７
人
）

〈
清
少
納
言
・
枕
草
子
に
つ
い
て
〉

　
　

・
昔
の
こ
と
が
分
か
り
、
「
枕
草
子
」

　
　
　

が
知
り
た
く
な
っ
た
（
２
人
）

　
　

・
清
少
納
言
が
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
よ
か
っ
た

〈
学
習
活
動
〉

　
　

・
考
え
を
絵
で
表
し
た
り
、
意
見
を
発
表
し
た
り
し
た
こ
と
が
よ
か
っ
た
（
３
人
）

〈『
枕
草
子
』
自
体
〉

　
　

・
季
節
を
感
じ
る
表
現
が
素
敵

　
　

・
季
節
ご
と
に
文
の
意
味
が
違
っ
て
お
も
し
ろ
い
な
と
思
っ
た

Ｃ
児
：
最
後
ビ
デ
オ
を
見
て
、
難
し
い
と
こ
ろ
の
意
味
が
よ
く
分
か
っ
た
。「
を
か
し
」「
わ

ろ
し
」
が
反
対
な
の
も
分
か
っ
た
。

Ｄ
児
：
「
さ
ら
な
り
」
が
言
う
ま
で
も
な
く
と
い
う
の
は
、
言
い
回
し
が
全
然
違
っ
て
分

か
ら
な
か
っ
た
。「
を
か
し
」
は
、秋
を
読
ん
で
み
て
「
よ
い
」
か
な
、と
思
っ
た
け
ど
、ぱ
っ

と
見
た
時
は
「
お
か
し
い
」
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
授
業
を
機
に
も
っ
と
古
典
を
読
ん
で
み

よ
う
と
思
っ
た
。

Ｅ
児
：
今
日
は
「
を
か
し
」
に
苦
戦
し
た
。
け
ど
意
味
が
分
か
っ
て
す
っ
き
り
し
た
し
、

映
像
と
一
緒
に
見
る
と
清
少
納
言
の
感
じ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
の
で
、
ぼ
く
の

お
気
に
入
り
は
「
夏
」
で
す
。

Ｆ
児
：
昔
の
人
と
今
の
人
の
考
え
は
全
然
違
う
と
思
っ
た
け
ど
、
考
え
方
が
に
て
い
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
前
回
や
っ
て
い
た
冬
と
に
て
い
た
り
、
反
対
だ
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
。

グラフ①　『枕草子』の学習はおもしろかったですか
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〈
難
し
か
っ
た
こ
と
・
そ
の
他
〉

　
　

・
昔
の
言
葉
で
難
し
か
っ
た

　
　

・
古
典
は
苦
手

　
『
枕
草
子
』
の
言
葉
や
表
現
に
対
興
味
が

伺
え
る
。
ま
た
、
歴
史
に
興
味
を
示
す
児
童

も
い
た
。

③
『
枕
草
子
』
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
に
近

い
も
の
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。[
グ
ラ
フ
②]

　

美
し
い
（
８
人
）、
楽
し
い
（
15
人
）、

　

お
も
し
ろ
い
（
20
人
）、
難
し
い
（
22
人
）

　

①
の
結
果
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
『
枕

草
子
』
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
を
考
え
る
こ

と
に
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
て
い
る
と
分
か
る
。

④　

学
習
で
よ
か
っ
た
と
感
じ
た
活
動
は
何
で
す
か[

グ
ラ
フ
③]

　

音
読
（
８
人
）、
原
文
か
ら
予
想
す
る
活
動
（
16
人
）、
現
代
語
訳
を
知
る

（
11
人
）、
清
少
納
言
や
枕
草
子
等
歴
史
背
景
に
つ
い
て
知
る
（
７
人
）、
原
文

を
表
現
し
た
映
像
を
見
る
（
４
人
）
で
あ
っ
た
。
選
択
肢
の
中
で
原
文
を
予
想

す
る
活
動
と
現
代
語
訳
を
知
る
活
動
を
重
複
し
て
選
ぶ
児
童
が
８
人
い
た
。
こ

の
結
果
か
ら
、
児
童
は
分
か
ら
な
い
言
葉
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
や
、
『
枕
草

子
』
の
内
容
が
分
か
っ
た
時
に
、
楽
し
さ
を
感
じ
て
い
た
と
言
え
る
。

⑤　

④
と
答
え
た
理
由

Ａ
：
音
読

　
　

・
音
読
す
る
と
内
容
が
分
か
り
や
す
い
、
流
れ
が
分
か
る
（
６
人
）

　
　

・
違
う
読
み
方
（
歴
史
的
仮
名
遣
い
）
に
気
付
け
た
（
３
人
）

Ｂ
：
原
文
か
ら
予
想
す
る

　
　

・
自
分
が
想
像
し
た
こ
と
を
絵
や
文

　
　
　

に
す
る
の
が
楽
し
い
（
６
人
）

　
　

・
話
し
合
い
、
考
え
の
違
い
に
気
付

　
　
　

け
る
と
お
も
し
ろ
い
（
３
人
）

　
　

・
ど
ん
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
か

　
　
　

考
え
る
の
が
楽
し
い
（
３
人
）

　
　

・
自
分
な
り
に
訳
す
の
が
楽
し
い

　
　
　
（
こ
れ
が
古
典
の
よ
さ
だ
と
思
う
）

　
　

・
想
像
し
て
分
か
ら
な
く
て
も
、
最

　
　
　

後
に
分
か
る
と
気
持
ち
が
い
い

Ｃ
：
現
代
語
を
知
る

　
　

・
現
代
語
を
知
る
と
書
い
て
あ
る

　
　
　

内
容
が
分
か
る
（
５
人
）

　
　

・
今
と
昔
の
違
い
に
気
付
け
る
（
４
人
）

　
　

・
昔
の
言
葉
が
理
解
で
き
る
（
３
人
）

Ｄ
：
歴
史
背
景
を
ビ
デ
オ
で
見
る

　
　

・
ビ
デ
オ
か
ら
時
代
や
清
少
納
言
の
様
子
が
分
か
る
（
５
人
）

Ｅ
：
原
文
を
表
現
し
た
映
像
を
見
る

　
　

・
ビ
デ
オ
の
解
説
で
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
よ
く
分
か
る
（
４
人
）

　
　

・
場
面
を
想
像
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
２
人
）

　
　
　

七
　「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
に
つ
い
て
の
考
察
と
検
討

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
児
童
の
振
り
返
り
を
基
に
、
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
ま
ず
、
ア
ン
ケ
ー
ト
②
『
枕
草
子
』
の
学
習
は
お

グラフ②　『枕草子』を読んで感じたことに近いものを

選んでください（二つまで選ぶ）

グラフ③　学習の中でよかったと感じた活動は何ですか

（二つまで選ぶ）
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も
し
ろ
か
っ
た
で
す
か
、
の
理
由
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　
　

・
昔
の
言
葉
を
現
代
語
に
直
す
の
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
し
、
分
か
ら
な
い　
　

　
　
　

こ
と
が
分
か
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
（
９
人
）

　
　

・
言
い
回
し
や
言
葉
が
今
と
違
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た
（
７
人
）

　
　

・
季
節
を
感
じ
る
表
現
が
素
敵
だ
か
ら

　

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
④
学
習
の
中
で
よ
か
っ
た
活
動
は
な
ん
で
す
か
の
結
果

で
は
、
原
文
を
予
想
す
る
活
動
と
、
現
代
語
訳
を
知
る
活
動
を
重
複
し
て
選
ぶ

児
童
が
多
く
い
た
。
さ
ら
に
、
一
回
目
と
二
回
目
の
変
容
が
捉
え
や
す
い
Ｃ
児

と
Ｅ
児
の
振
り
返
り
に
着
目
す
る
。

　

Ｃ
児
は
、
一
回
目
の
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
振
り
返
り
か
ら
、
二
回
目
に
は

理
解
し
た
言
葉
を
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
「
ビ
デ
オ
を

見
る
こ
と
で
分
か
っ
た
。」
と
書
い
て
い
る
。
次
に
、
Ｅ
児
に
着
目
し
た
い
。

　

Ｅ
児
は
、
深
く
考
え
る
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
や
『
枕
草
子
』
の
内
容
が
理
解
で

き
た
時
の
楽
し
さ
を
具
体
的
に
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
映
像
と
つ
な
げ
る
こ
と

で
内
容
が
理
解
で
き
た
と
述
べ
、
「
冬
」
の
学
習
と
比
較
し
て
「
夏
」
が
好
き

だ
と
書
い
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
言
葉
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
や
、
言
葉
の
意
味
を
知
っ
て
『
枕

草
子
』
の
内
容
が
理
解
で
き
る
こ
と
に
楽
し
さ
を
感
じ
る
児
童
が
多
い
と
分

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
新
た
な
言
葉
を
獲
得
し
た
り
、
言
語
感
覚
を
高
め
た
り
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
言
葉
の
確
実
な
定
着
を
は

か
る
た
め
に
は
、
映
像
や
歴
史
、
現
代
語
訳
と
の
関
係
づ
け
・
比
較
等
の
授
業

者
の
手
立
て
が
有
効
だ
と
分
か
っ
た
。

　

以
上
か
ら
、
古
典
学
習
を
通
し
て
、
児
童
の
言
葉
に
対
す
る
認
識
や
言
語
感

覚
を
高
め
る
こ
と
は
十
分
に
ね
ら
っ
て
い
け
る
と
考
え
た
。
ま
た
、
よ
り
確
か

な
言
葉
の
定
着
を
は
か
る
た
め
に
は
、
映
像
を
活
用
し
た
り
歴
史
的
背
景
を
提

示
し
た
り
す
る
等
の
授
業
者
の
手
立
て
が
必
要
だ
と
分
か
っ
た
。

　
　
　

　
　
八
　
平
成
27
年
度
版
教
科
書
に
つ
い
て
の
考
察
と
検
討

　

続
け
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
と
児
童
の
振
り
返
り
を
基
に
、
平
成
27
年
度
版

教
科
書
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
と

し
て
考
え
ら
え
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

①
第
一
段
を
季
節
に
分
け
て
全
文
掲
載
し
た
こ
と

②
小
単
元
扱
い
に
し
、
写
真
と
季
節
の
こ
と
ば
を
掲
載
し
た
こ
と

　

ま
ず
、
第
一
段
を
季
節
に
分
け
て
全
文
掲
載
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
た

め
、
Ｄ
児
と
Ｆ
児
の
二
回
目
の
振
り
返
り
に
着
目
し
た
い
。

Ｃ
児
：
現
代
の
「
つ
と
め
る
」
や
「
つ
き
づ
き
」
な
ど
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、

昔
の
言
葉
の
意
味
が
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

Ｃ
児
：
最
後
ビ
デ
オ
を
見
て
、難
し
い
と
こ
ろ
の
意
味
が
よ
く
分
か
っ
た
。「
を
か
し
」「
わ

ろ
し
」
が
反
対
な
の
も
分
か
っ
た
。

Ｅ
児
：
い
つ
も
ふ
つ
う
に
読
ん
で
い
る
も
の
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
と
お
も
し
ろ
か
っ

た
け
ど
、
現
代
語
に
直
す
の
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。
特
に
「
つ
き
づ
き
し
」
が
今
は
あ

ま
り
使
わ
な
い
し
、
聞
か
な
い
か
ら
む
ず
し
か
っ
た
。

Ｅ
児
：
今
日
は
「
を
か
し
」
に
苦
戦
し
た
。
け
ど
意
味
が
分
か
っ
て
す
っ
き
り
し
た
し
、

映
像
と
一
緒
に
見
る
と
清
少
納
言
の
感
じ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
の
で
、
ぼ
く

の
お
気
に
入
り
は
「
夏
」
で
す
。
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Ｄ
児
と
Ｆ
児
は
他
の
季
節
と
比
較
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ

る
。
こ
れ
が
も
し
、
平
成
23
年
度
版
の
ま
ま
「
春
」
「
夏
」
の
み
の
掲
載
で
あ

れ
ば
比
較
し
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
全
文
掲
載
は
必
要
だ
と
言

え
る
。
ま
た
、
児
童
が
比
較
し
て
考
え
た
理
由
は
、
授
業
を
繰
り
返
し
行
っ
た

結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
平
成
27
年
度
版
で
は
『
枕
草
子
』
が
季
節
ご
と
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
繰
り
返
し
学
習
で
き
る
よ
さ
が
あ
る
。
一
方
で
、
全
文

が
同
時
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
同
学
級
の
児
童
の
よ
う
に
既
習
内
容
を

忘
れ
た
り
、
Ｅ
児
が
行
っ
た
よ
う
な
未
習
の
季
節
と
比
較
し
た
り
す
る
こ
と
は

し
に
く
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

続
け
て
、
小
単
元
扱
い
に
し
、
写
真
と
季
節
の
こ
と
ば
を
掲
載
し
た
こ
と
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
前
述
し
た
通
り
、
写
真
や
映
像
は
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
し
、

児
童
の
言
葉
へ
の
認
識
や
言
語
感
覚
を
高
め
る
た
め
に
有
効
な
手
段
だ
と
言
え

る
。
し
か
し
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
で
は
場
面
を
十
分
に
表
し
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。
な
ぜ
な
ら
『
枕
草
子
』
の
場
面
変
化
に
対
応
し
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
冬
」
は
、
朝
か
ら
昼
へ
場
面
が
変
化
し
て
い
る
が
、

教
科
書
に
は
一
部
分
を
切
り
取
っ
た
写
真
し
か
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
す
る
と

児
童
は
、
そ
の
写
真
だ
け
で
『
冬
』
の
全
て
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
捉
え
る
可

Ｆ
児
：
昔
の
人
と
今
の
人
の
考
え
は
全
然
違
う
と
思
っ
た
け
ど
、
考
え
方
が
に
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
前
回
や
っ
て
い
た
冬
と
に
て
い
た
り
、
反
対
だ
っ
た
り
す
る
と
こ

ろ
も
あ
っ
た
。

能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
写
真
や
映
像
は
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
化
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
Ｂ
児
の
絵
の
変
化
を
見
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
Ｂ
児
は
、

一
時
間
目
に
人
物
が
帽
子
や
マ
フ
ラ
ー
を
身
に
付
け
て
い
る
様
子
を
描
い
た

が
、
二
時
間
目
は
着
物
を
着
た
髪
の
長
い
女
性
が
蛍
を
見
て
い
る
絵
を
描
い
て

い
る
。
（［
資
料
③
］
参
照
）

こ
の
Ｂ
児
の
変
化
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
お
は
な
し
の
く
に

ク
ラ
シ
ッ
ク
」
視
聴
の
影
響
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
枕
草
子
』
の
理
解
を
深
め

た
と
い
う
手
立
て
の
有
効
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
見
方
を

変
え
る
と
、
Ｂ
児
は
、
一
時
間
目
で
は
『
枕
草
子
』
の
内
容
を
自
分
に
引
き
寄

せ
て
自
由
に
発
想
を
膨
ら
ま
せ
た
が
、
二
時
間
目
は
映
像
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ

が
固
定
化
さ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
絵
を
描
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
あ
る
。
写
真
や
映
像
が
児
童
に
働
き
か
け
る
力
は
大
き
い
。
そ
の
た
め
、
授

業
者
が
何
を
ね
ら
う
か
を
考
え
た
上
で
活
用
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

ま
た
、
平
成
27
年
度
版
教
科
書
で
は
季
節
に
関
連
す
る
言
葉
を
載
せ
て
い
る

が
、
児
童
に
は
『
枕
草
子
』
の
世
界
を
十
分
味
わ
わ
せ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
③
の
学
習
の
中
で
、
よ
か
っ
た
と
感
じ
た
活
動
は
何
で
す
か
、

の
「
原
文
か
ら
予
想
す
る
」
や
「
現
代
語
訳
を
知
る
」
を
選
ぶ
児
童
の
多
さ
か

ら
も
伺
え
る
。
こ
の
単
元
で
『
枕
草
子
』
に
出
て
こ
な
い
語
彙
を
獲
得
さ
せ
る

よ
り
、
清
少
納
言
が
表
し
た
世
界
を
丁
寧
に
考
え
て
い
く
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　　
　
　
　
　

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
「
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
」
を
明
確
に
し
た
高
学
年
の
古
典
学

習
の
展
開
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
実
践
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
や
振
り
返
り

の
考
察
か
ら
、
児
童
に
と
っ
て
古
典
は
「
難
し
い
け
れ
ど
、
言
葉
に
つ
い
て
考

え
た
り
、
内
容
を
理
解
し
た
り
で
き
る
楽
し
さ
が
あ
る
」
も
の
だ
と
分
か
っ
た
。

Ｄ
児
：
「
さ
ら
な
り
」
が
言
う
ま
で
も
な
く
と
い
う
の
は
、
言
い
回
し
が
全
然
違
っ
て

分
か
ら
な
か
っ
た
。「
を
か
し
」
は
、秋
を
読
ん
で
み
て
「
よ
い
」
か
な
、と
思
っ
た
け
ど
、

ぱ
っ
と
見
た
と
き
は
「
お
か
し
い
」
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
授
業
を
機
に
も
っ
と
詩
を
読

ん
で
み
よ
う
と
思
っ
た
。
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ま
た
、
実
践
の
中
で
見
ら
れ
る
児
童
の
様
子
も
、
想
像
力
豊
か
に
言
葉
を
受
け

止
め
、
思
考
を
働
か
せ
な
が
ら
『
枕
草
子
』
の
内
容
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
う
い
っ
た
姿
が
「
美
し
さ
や
楽
し
さ
を
、
感
覚
的
に
味
わ
う
」
こ
と
で
あ
り
、

言
葉
へ
の
認
識
や
言
語
感
覚
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
れ
が
、
古
語
の
意
味
を
覚
え
る
だ
け
の
学
習
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

ら
ど
う
だ
ろ
う
。
「
昔
の
言
葉
は
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
覚
え
る
の
は
大
変
だ

し
難
し
い
。
だ
か
ら
古
典
は
好
き
に
な
れ
な
い
。」
と
い
う
思
い
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
、
５
年
生
の
児
童
が
感
じ
た
思
い
を
大

切
に
、
言
葉
や
表
現
か
ら
古
典
文
学
作
品
の
内
容
を
考
え
た
り
理
解
し
た
り
す

る
中
で
、
「
美
し
さ
や
楽
し
さ
を
、
感
覚
的
に
味
わ
う
学
習
」
を
展
開
し
て
い

き
た
い
。
本
稿
で
の
考
察
を
も
と
に
、
古
典
学
習
の
実
践
を
行
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。
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の
各
学
年
の
目
標
に
は
、
「
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
の
読
む
こ
と
に
「
書
か
れ
て
い
る
事
柄
の
順

序
や
場
面
の
様
子
な
ど
に
気
付
い
た
り
、
想
像
を
広
げ
た
り
し
な
が
ら
読
む
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ

る
と
と
も
に
、
楽
し
ん
で
読
書
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
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。」
第
３
学
年
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第
４
学
年
の
書

く
こ
と
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手
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目
的
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応
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、
調
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た
こ
と
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ど
が
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う
に
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落
相
互
の
関
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ど

に
注
意
し
て
文
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を
書
く
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
工
夫
を
し
な
が
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書
こ
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と
す
る
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５
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６
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目
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か
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に
付
け
さ
せ
た
い
力
は
、
国

語
科
の
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導
要
領
の
中
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繰
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し
使
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れ
て
い
る
。
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