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新
し
い
授
業
づ
く
り
ー
古
典
教
材
と
学
習
活
動
の
構
想

Ｉ　

中
学
校
に
お
け
る
学
び
と
「
学
習
指
導
要
領
」
の
改
訂

　

中
学
校
に
入
学
し
た
て
の
生
徒
た
ち
に
、
何
を
目
標
に
し
て
、
ど
ん
な
教
材

（
学
習
材
）
を
与
え
、
ど
ん
な
学
習
活
動
を
組
織
す
れ
ば
い
い
か
は
、
等
し
く
国

語
教
師
の
悩
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
年
・
三
年
に
進
級
し
た
て
の

生
徒
た
ち
に
対
し
て
も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
同
じ
で
あ
る
。
一
年
生
を
例
に

と
る
と
、
中
学
校
で
の
生
活
と
学
習
に
期
待
と
不
安
を
も
つ
生
徒
た
ち
に
、

・
早
く
中
学
校
の
生
活
に
慣
れ
て
も
ら
い
た
い
。

・
早
く
中
学
校
の
国
語
の
学
習
に
慣
れ
て
も
ら
い
た
い
。

と
、
教
師
は
願
う
。
そ
し
て
、

・
中
学
生
に
な
っ
た
と
い
う
自
覚
を
呼
び
覚
ま
し
、
喜
び
を
与
え
た
い
。

・�

中
学
校
で
は
、
こ
ん
な
学
習
を
す
る
の
か
・
中
学
校
で
の
学
習
は
、
こ
う
す
れ

ば
い
い
の
か
と
い
う
安
心
感
と
自
信
を
与
え
、
希
望
を
も
っ
て
学
習
に
参
加
し

て
も
ら
い
た
い
。

と
考
え
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
材
を
探
し
、
学
習
活
動
を
組
織
す
る
。
一
方
、

教
師
は
、
学
習
の
出
発
に
あ
た
り
、

・
生
徒
た
ち
の
学
力
の
実
態
を
診
断
し
た
い
。

・
生
徒
た
ち
の
個
性
を
知
り
た
い
。

・
生
徒
た
ち
の
学
力
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
た
い
。

と
も
考
え
る
。

　

従
来
、
国
語
の
教
科
書
で
は
、
学
年
の
初
め
の
教
材
と
し
て
、
現
代
詩
や
現
代

文
の
物
語
・
小
説
・
随
筆
な
ど
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
も
、
右
記
の
教
師

の
願
い
や
考
え
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
般
、
中
学
校
の
「
学
習
指
導
要
領
」
が
改
訂
さ
れ
、
そ
こ
で
は

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
重
視
」
が
謳
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

［
第
一
学
年
］

（
ア
）��

文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り
、
古
文
や
漢
文
を
音
読
し
て
、
古

典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
な
が
ら
、
古
典
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
。

（
イ
）��

古
典
に
は
様
々
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
。

［
第
二
学
年
］

（
ア
）��

作
品
の
特
徴
を
生
か
し
て
朗
読
す
る
な
ど
し
て
、
古
典
の
世
界
を
楽
し
む

こ
と
。

（
イ
）��

古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
登
場
人
物
や
作
者
の
思

い
な
ど
を
想
像
す
る
こ
と
。

［
第
三
学
年
］

（
ア
）��

歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。

（
イ
）��

古
典
の
一
節
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
、
古
典
に
関
す
る
簡
単
な
文
章
を
書

く
こ
と
。

な
ど
と
示
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
次
の
よ
う
な
小
学
校
の
「
学
習
指
導
要
領
」
の
改
訂
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。

［
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
］

（
ア
）��

易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、

リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
な
が
ら
音
読
や
暗
唱
を
し
た
り
す
る
こ
と
。

（
イ
）��

長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を

知
り
、
使
う
こ
と
。

［
第
五
学
年
及
び
第
六
学
年
］

（
ア
）��
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
。

（
イ
）��

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
。

Ⅱ　

新
し
い
授
業
づ
く
り
に
向
け
て

　

こ
の
小
学
校
・
中
学
校
の
「
学
習
指
導
要
領
」
の
改
訂
を
受
け
て
、
私
た
ち
の

研
究
会
で
は
、
こ
れ
だ
け
小
学
校
で
古
典
教
材
の
学
習
を
す
る
の
な
ら
ば
、
古
典

の
和
歌
や
俳
句
、
古
文
や
漢
文
を
中
学
校
の
学
年
初
め
の
教
材
と
し
て
位
置
づ
け

る
の
は
可
能
で
は
な
い
か
、
い
や
位
置
づ
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
だ
け
三
・
四
年
の
と
き
か
ら
短
歌
・
俳
句
、
古

文
、
漢
文
に
触
れ
て
い
る
の
な
ら
、
学
年
の
初
め
に
あ
た
っ
て
、

・
生
徒
た
ち
の
学
力
の
実
態
を
診
断
し
た
い
。

・
生
徒
た
ち
の
個
性
を
知
り
た
い
。

な
ど
前
述
し
た
よ
う
な
教
師
の
意
図
に
適
う
ば
か
り
で
な
く
、
教
材
と
学
習
指
導

の
方
法
と
を
工
夫
す
る
な
ら
ば
、
生
徒
た
ち
に
、

・
中
学
生
に
な
っ
た
と
い
う
自
覚
を
呼
び
覚
ま
す
。

・�

中
学
校
で
の
学
習
に
安
心
感
と
自
信
を
与
え
る
。

と
い
う
願
い
も
実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
学
年
初
め
に
は
、
ど
ん
な
教
材
が
ふ
さ
わ
し
い
か
、
ど
ん
な
学
習
活

動
が
適
切
か
を
、
小
学
校
・
中
学
校
の
「
学
習
指
導
要
領
」
を
参
照
し
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
の
中
学
校
で
の
古
典
指
導
の
実
践
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
。
そ
の
結

果
、

・�

教
材
（
作
品
の
種
類
）
と
し
て
は
、
小
学
校
で
ふ
れ
た
こ
と
の
あ
る
よ
う
な
作

品
を
含
め
、
古
典
の
和
歌
や
俳
句
、
随
筆
や
物
語
、
漢
詩
や
漢
文
。

・�

学
習
活
動
と
し
て
は
、
音
読
・
朗
読
を
中
心
と
し
て
古
典
の
リ
ズ
ム
や
調
べ
を

味
わ
い
、
情
景
や
心
情
を
想
像
す
る
活
動
。

な
ど
を
主
な
内
容
と
し
て
、
学
習
を
組
織
す
る
こ
と
と
し
た
。

Ⅲ　

新
し
い
授
業
づ
く
り
ー
古
典
教
材
（
作
品
）
と
学
習
活
動
の
内
容

　

以
下
で
は
、
中
学
校
の
「
学
習
指
導
要
領
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
小
学
校
で

の
学
習
と
の
連
続
性
と
中
学
校
で
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
教
材
（
作
品
）
と
学
習

活
動
と
を
考
え
合
わ
せ
、
一
年
か
ら
三
年
ま
で
の
各
学
年
に
つ
い
て
教
材
（
作

品
）
を
選
定
し
、
学
習
活
動
の
重
点
を
取
り
出
し
た
。

一
年

　
「
学
習
指
導
要
領
」
の
「
古
典
に
は
様
々
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知

る
」、「
古
文
や
漢
文
を
音
読
し
て
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
な
が
ら
、
古

典
の
世
界
に
触
れ
る
」
を
受
け
て
、
や
さ
し
い
古
典
の
和
歌
や
俳
句
、
短
い
随
筆

や
物
語
、
そ
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
漢
詩
や
漢
文
な
ど
の
教
材
を
用
意
し
（
小

学
校
で
学
習
し
て
い
る
も
の
を
含
む
の
が
望
ま
し
い
）、
音
読
を
通
し
て
古
典
の

世
界
に
触
れ
る
学
習
活
動
を
す
る
。

二
年

　
「
学
習
指
導
要
領
」
の
「
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
登
場
人
物
や
作
者

の
思
い
な
ど
を
想
像
す
る
」、「
作
品
の
特
徴
を
生
か
し
て
朗
読
す
る
な
ど
し
て
、

古
典
の
世
界
を
楽
し
む
」
を
受
け
て
、
随
筆
「
枕
草
子
」
と
「
徒
然
草
」
と
漢
詩

「
春
望
」
や
「
絶
句
」
を
用
意
し
、
音
読
・
朗
読
を
通
し
て
古
典
の
世
界
を
楽
し

み
な
が
ら
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
作
者
の
思
い
な
ど
に
触
れ
る
学
習
活
動
を

す
る
。

三
年

　
「
学
習
指
導
要
領
」
の
「
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の

世
界
に
親
し
む
」、「
古
典
の
一
節
を
引
用
す
る
な
ど
」
を
受
け
て
、
俳
文
「
お
く

の
ほ
そ
道
」
と
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
「
論
語
」
な
ど
中
国
の
古

典
の
言
葉
を
用
意
し
、
音
読
・
朗
読
を
通
し
て
古
典
の
世
界
に
親
し
み
、
作
品
世

界
の
歴
史
的
背
景
や
言
葉
の
意
味
を
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
中
で
考
え
る
学
習
活

動
を
行
う
と
と
も
に
、
引
用
し
て
自
分
の
考
え
を
補
強
し
た
り
説
得
力
を
も
た
せ

た
り
す
る
活
動
を
行
う
。



6新しい授業づくりの実践7 新しい授業づくりの実践

新
し
い
授
業
づ
く
り
の
実
践

Ⅰ　

扱
う
教
材

　

前
記
「
新
し
い
授
業
づ
く
り
―
古
典
教
材
と
学
習
活
動
の
構
想
」
に
も
と
づ

き
、
各
学
年
、
以
下
の
教
材
を
用
意
し
た
。

一
年

〈
詩
〉

・
春
の
う
た
（
草
野
心
平
）

・
朧
月
夜
（
高
野
辰
之
）

〈
和
歌
―
―
原
文
と
現
代
語
訳
〉

・
春
過
ぎ
て　

夏
来
た
る
ら
し　

白
た
へ
の　

衣
干
し
た
り　

天
の
香
具
山

�

（
持
統
天
皇
）

・
人
は
い
さ　

心
も
知
ら
ず　

ふ
る
さ
と
は　

花
ぞ
昔
の　

香
に
に
ほ
ひ
け
る

�

（
紀　

貫
之
）

・
世
の
中
に　

絶
え
て
桜
の　

な
か
り
せ
ば　

春
の
心
は　

の
ど
け
か
ら
ま
し

�
（
在
原
業
平
）

〈
俳
句
―
―
原
文
と
現
代
語
訳
〉

・
行
く
春
や　

鳥
啼
き
魚
の　

目
は
な
み
だ
（
松
尾
芭
蕉
）

・
春
の
海　

ひ
ね
も
す
の
た
り　

の
た
り
か
な
（
与
謝
蕪
村
）

・
め
で
た
さ
も　

ち
う
位
な
り　

お
ら
が
春
（
小
林
一
茶
）

・
若
鮎
の　

二
手
に
な
り
て　

上
り
け
り
（
正
岡
子
規
）

〈
随
筆
―
―
原
文
と
現
代
語
訳
〉

・「
春
は
あ
け
ぼ
の
」（「
枕
草
子
」
第
一
段
）

・「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」（「
徒
然
草
」
序
段
）

〈
物
語
―
―
原
文
と
現
代
語
訳
〉

・「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
」（「
平
家
物
語
」
冒
頭
）

〈
漢
詩
―
―
書
き
下
し
文
と
現
代
語
訳
〉

・「
春
暁
」（
孟
浩
然
）

〈
漢
文
―
―
書
き
下
し
文
と
現
代
語
訳
〉

・「
吾
、
十
有
五
に
し
て
学
に
志
す
」（「
論
語
」
為
政
）

〈
物
語
―
―
解
説
と
原
文
、
現
代
語
訳
〉

・「
竹
取
物
語
」（
冒
頭
ほ
か
）

二
年

〈
随
筆
―
―
原
文
と
現
代
語
訳
、
脚
注
〉

・「
う
つ
く
し
き
も
の
」（「
枕
草
子
」
第
百
四
十
五
段
）

・「
五
月
ば
か
り
な
ど
に
」（「
枕
草
子
」
第
二
百
七
段
）

・「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」（「
徒
然
草
」
第
五
十
二
段
）

・「
あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
」（「
徒
然
草
」
第
九
十
二
段
）

〈
漢
詩
―
―
書
き
下
し
文
と
訓
読
文
、
詳
し
い
脚
注
〉

・「
黄
鶴
楼
に
て
孟
浩
然
の
広
陵
に
之
く
を
送
る
」（
李
白
）

・「
春
望
」（
杜
甫
）

・「
絶
句
」（
杜
甫
）

三
年

〈
俳
文
と
俳
句
―
―
原
文
と
現
代
語
訳
、
詳
し
い
脚
注
〉

・「
月
日
は
」（「
お
く
の
ほ
そ
道
」
冒
頭
）

・「
平
泉
」（「
お
く
の
ほ
そ
道
」
平
泉
）

〈
漢
文
―
―
書
き
下
し
文
と
訓
読
文
、
詳
し
い
訳
〉

・「
備
へ
有
れ
ば
、
患
ひ
無
し
。」（「
書
経
」）

・「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
。」（「
漢
書
」）

・「
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
、
虎
子
を
得
ず
。」（「
後
漢
書
」）

・「
寧
ろ
鶏
口
と
為
る
と
も
、
牛
後
と
為
る
無
か
れ
。（「
十
八
史
略
」）

・「
先
ん
ず
れ
ば
即
ち
人
を
制
し
、
後
る
れ
ば
則
ち
人
の
制
す
る
所
と
為
る
。」

�

（「
史
記
」）

・�

子
曰
く
、「
学
び
て
時
に
こ
れ
を
習
ふ
、
ま
た
説
ば
し
か
ら
ず
や
。
朋
遠
方
よ

り
来
た
る
あ
り
、
ま
た
楽
し
か
ら
ず
や
。
…
…�

（「
論
語
」）

Ⅱ　

指
導
の
ポ
イ
ン
ト

一
年

1�

一
年
生
の
学
年
初
め
の
教
材
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
リ
ズ
ム
や
調
べ
に

優
れ
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
や
す
く
、
音
読
や
暗
唱
に
適
す
る
教
材
を
選
ん
だ
。

ま
た
、
小
学
校
で
す
で
に
触
れ
て
い
る
作
品
、
日
常
生
活
の
中
で
目
に
し
耳
に

す
る
こ
と
の
多
い
作
品
、
生
徒
た
ち
に
ぜ
ひ
知
っ
て
お
い
て
も
ら
い
た
い
作
品

と
い
う
点
も
配
慮
し
た
。

2�

音
読
を
重
視
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
ま
た
、
生
徒
た
ち
の
学
習
へ
の
意
欲
づ

け
を
図
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
韻
文
作
品
、
そ
れ
も
生
徒
た
ち
に
親
し
み
や
す

い
現
代
詩
、
文
語
詩
、
和
歌
、
俳
句
と
い
う
順
に
配
列
し
、
学
習
の
導
入
と
し

た
。
一
年
生
の
学
習
の
初
め
に
、
音
読
を
中
心
と
す
る
学
習
、
し
か
も
一
通
り

音
読
の
練
習
を
し
た
後
で
自
分
の
好
き
な
作
品
を
選
ん
で
音
読
発
表
を
す
る
学

習
を
通
し
て
、
生
徒
た
ち
の
声
を
出
す
こ
と
へ
の
抵
抗
感
を
取
り
除
く
と
と
も

に
、
自
己
達
成
感
を
育
み
、
個
性
の
発
揮
を
目
ざ
し
た
。

3�

音
読
を
中
心
と
す
る
学
習
な
の
で
、
作
品
の
も
つ
リ
ズ
ム
に
気
づ
か
せ
、
ま
た

読
み
方
（
文
語
の
言
葉
遣
い
）
に
注
意
さ
せ
た
い
。
教
師
が
ゆ
っ
く
り
範
読

し
、
生
徒
た
ち
に
繰
り
返
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
時
間
の
許
す
限
り
、
音
読
の
練

習
を
さ
せ
た
い
。

4�

内
容
の
理
解
は
、
そ
の
場
の
様
子
や
作
者
の
思
い
の
大
要
が
捉
え
ら
れ
れ
ば
よ

い
と
し
、
細
か
な
語
釈
や
文
法
的
な
説
明
は
最
小
限
に
し
た
い
。

二
年

1�

二
年
生
の
学
年
初
め
の
教
材
も
、
リ
ズ
ム
や
調
べ
に
優
れ
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
り

や
す
く
、
音
読
・
朗
読
に
適
し
た
教
材
を
選
ん
だ
。
特
に
、
リ
ズ
ム
や
調
べ
、

イ
メ
ー
ジ
や
文
体
の
上
で
対
比
的
な
「
枕
草
子
」
と
「
徒
然
草
」
と
を
並
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
音
読
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
の
違
い
に
気
づ
く
よ
う
に
工
夫
し

た
。

2�

漢
詩
は
、
七
言
絶
句
・
五
言
律
詩
・
五
言
絶
句
と
形
式
の
違
う
三
つ
の
詩
を
、

書
き
下
し
文
と
訓
読
文
と
を
並
べ
た
。
こ
れ
を
音
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
詩
形
の
も
つ
リ
ズ
ム
や
調
べ
、
詩
の
構
成
法
の
違
い
な
ど
に
気
づ
く

よ
う
に
配
慮
し
た
。

三
年

1�

三
年
生
の
学
年
初
め
の
教
材
も
、
リ
ズ
ム
や
調
べ
に
優
れ
、
三
年
生
の
教
材
と

し
て
定
評
の
あ
る
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
立
ち
の
場
面
と
平
泉
の
場
面
と
を

並
べ
た
。
こ
の
両
場
面
を
音
読
し
、
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
人
生

観
・
歴
史
観
が
学
び
取
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
た
。

2�

漢
文
は
、
日
常
生
活
の
中
で
、
生
徒
た
ち
が
よ
く
目
に
し
耳
に
す
る
言
葉
を
選

ん
だ
。
リ
ズ
ム
や
調
べ
が
優
れ
て
い
る
の
で
、
音
読
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ

て
暗
唱
に
ま
で
高
め
た
い
。
ま
た
、
言
葉
の
意
味
を
、
具
体
的
な
場
面
に
即
し

て
考
え
る
よ
う
に
さ
せ
た
い
。

3�

そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
漢
文
を
引
用
し
、
文
章
を
補
強
し
た
り
、
説
得
力
を

高
め
た
り
す
る
活
動
を
さ
せ
た
い
。



89 1 年　第二時 1 年　第一時

学
習
活
動

指
導
の
内
容
・
教
師
の
発
問
・
指
導
上
の
留
意
点
・
評
価
な
ど

1 年 一
年

学
習
活
動

指
導
の
内
容
・
教
師
の
発
問
・
指
導
上
の
留
意
点
・
評
価
な
ど

1 年一
年

1�

学
年
初
め
と
な
る
学
習
の
全
体
の
概
要
を

知
る
。

2�

「
春
の
う
た
」（
草
野
心
平
）
と
「
朧
月

夜
」（
高
野
辰
之
）
の
教
師
の
範
読
を
、

情
景
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
聞
く
。

3�

教
師
の
指
示
に
従
っ
て
、
二
つ
の
詩
を
全

員
が
声
を
そ
ろ
え
て
読
む
。

4�

好
き
な
詩
を
選
ん
で
、
声
に
出
し
て
読
む

1�

教
師
の
和
歌
の
範
読
を
、
情
景
や
心
情
を

想
像
し
な
が
ら
聞
く
。

2
各
自
で
、
和
歌
の
音
読
練
習
を
す
る
。

3
好
き
な
和
歌
を
選
ん
で
音
読
す
る
。

4�

教
師
の
俳
句
の
範
読
を
、
様
子
を
想
像
し

な
が
ら
聞
く
。

5
各
自
で
俳
句
の
音
読
練
習
を
す
る
。

6
好
き
な
俳
句
を
選
ん
で
音
読
す
る
。

7�

和
歌
と
俳
句
の
特
徴
に
つ
い
て
、
気
が
つ

い
た
こ
と
を
発
表
す
る
。

1�

こ
こ
で
扱
う
全
教
材
の
プ
リ
ン
ト
を
配
り
、
ど
ん
な
授
業
を
す
る
か
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
そ
の
際
、
生
徒
た
ち
が
教
材
に
つ
い
て
、
ど
の
く

ら
い
知
識
を
も
っ
て
い
る
か
、
簡
単
に
確
か
め
て
お
く
。

　

プ
リ
ン
ト
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
前
半
に
、
詩
が
二
編
、
和
歌
が
三
首
、
俳
句
が
四
句
、
随
筆
が
二
編
、
そ
れ
に
物
語
と
漢
詩
、

漢
文
が
一
編
ず
つ

―
と
、
あ
え
て
呼
び
方
を
出
し
、
反
応
を
確
か
め
る

―
入
っ
て
い
ま
す
。
後
半
に
は
「
竹
取
物
語
」
が

入
っ
て
い
ま
す
。
今
日
か
ら
、
前
半
四
時
間
、
後
半
四
時
間
、
こ
の
プ
リ
ン
ト
を
使
っ
て
学
習
し
ま
す
。
声
に
出
し
て
読
む
こ
と

が
学
習
の
中
心
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
気
が
つ
い
た
こ
と
を
発
表
し
て
も
ら
っ
た
り
、
好
き
な
作
品
を
読
ん
で
も

ら
っ
た
り
す
る
学
習
も
あ
り
ま
す
。

で
は
、
今
、
配
っ
た
作
品
の
中
で
、
知
っ
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。（
詩
、
和
歌
、
俳
句
、
随
筆
、
物
語
、
漢
詩
、
漢
文
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
「
知
っ
て
い
る
」「
習
っ
た
」
と
い
う
声
あ
り
。）
習
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
学
習
し
ま
し
ょ
う
。

2�

生
徒
に
情
景
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
聞
く
よ
う
に
指
示
し
、
範
読
す
る
。
そ
の
後
、
二
つ
の
詩
に
つ
い
て
の
理
解
度
を
確
か
め
る
。

　

み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
こ
の
二
つ
の
詩
を
「
知
っ
て
い
る
」「
習
っ
た
」
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
ね
。
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
う

た
わ
れ
て
い
る
の
は
何
月
の
何
時
ご
ろ
で
し
ょ
う
ね
。
ど
ん
な
気
持
ち
や
ど
ん
な
様
子
を
う
た
っ
て
い
ま
す
か
。
そ
の
こ
と
が
わ

か
る
言
葉
と
一
緒
に
言
っ
て
く
だ
さ
い
。

3�

「
春
の
う
た
」
は
、
ま
ず
「
題
名
・
作
者
名
」
を
教
師
が
読
み
、
続
い
て
生
徒
に
読
ま
せ
る
。
次
に
「
前
書
き
」（「
詞
書
」
と
い
っ
て
も
い
い

か
も
し
れ
な
い
）
を
教
師
が
読
み
、
続
い
て
生
徒
に
読
ま
せ
る
。
そ
れ
か
ら
一
連
ご
と
に
教
師
が
読
み
、
続
い
て
生
徒
に
読
ま
せ
る
。「
朧
月

夜
」
は
、
ま
ず
「
題
名
・
作
者
」
を
教
師
が
読
み
、
続
い
て
生
徒
に
読
ま
せ
る
。
そ
れ
か
ら
一
行
ず
つ
教
師
が
読
み
、
続
い
て
生
徒
に
読
ま
せ

る
と
い
う
形
を
く
り
返
す
。

4�

好
き
な
方
の
詩
を
選
ば
せ
て
、
三
、四
人
の
生
徒
に
音
読
さ
せ
る
。
そ
の
際
、
ど
う
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
い
か
を
話
さ
せ
る
。

振
り
返
り　　

気
に
入
っ
た
詩
を
選
ん
で
、
音
読
し
よ
う
と
し
た
か
。

1�

教
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
う
た
わ
れ
て
い
る
様
子
は
気
持
ち
を
想
像
し
な
が
ら
聞
く
よ
う
に
促
す
。
そ
し
て
、
意
味
の
切
れ
目
に
注
意
し

て
、
ゆ
っ
く
り
二
回
ず
つ
読
む
。

　

今
日
は
、
和
歌
と
俳
句
の
学
習
を
し
ま
す
。
両
方
と
も
、「
知
っ
て
い
る
」「
習
っ
た
」
と
言
っ
た
人
が
い
ま
し
た
ね
。
最
初
に
和

歌
の
学
習
を
し
ま
す
。
先
生
が
ゆ
っ
く
り
二
回
ず
つ
読
み
ま
す
。
横
の
訳
も
見
な
が
ら
、
様
子
や
歌
っ
た
人
の
気
持
ち
を
想
像
し

な
が
ら
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

2�

時
間
は
五
分
程
度
。
初
め
は
意
味
の
切
れ
目
に
注
意
し
、
小
さ
な
声
（
微
音
読
）
で
歌
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
よ
う
に
。
少
し
慣
れ
た
な
ら
ば
、

は
っ
き
り
声
に
出
し
て
読
む
よ
う
に
指
示
す
る
。

3
一
首
に
つ
き
、
二
、三
名
の
生
徒
に
音
読
さ
せ
る
。
初
め
に
、
選
ん
だ
歌
の
好
き
な
と
こ
ろ
や
歌
わ
れ
て
い
る
様
子
な
ど
を
話
さ
せ
る
。

4
教
師
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
俳
句
に
描
か
れ
て
い
る
様
子
を
想
像
し
な
が
ら
聞
く
よ
う
に
促
す
。
そ
し
て
、
ゆ
っ
く
り
二
回
ず
つ
読
む
。

5�

時
間
は
五
分
程
度
。
和
歌
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
初
め
は
小
さ
な
声
（
微
音
読
）
で
、
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
は
っ
き
り
声
に
出

し
て
読
む
よ
う
に
指
示
す
る
。

6
一
句
に
つ
き
、
二
、三
名
の
生
徒
に
音
読
さ
せ
る
。
初
め
に
、
好
き
な
と
こ
ろ
や
描
か
れ
て
い
る
様
子
な
ど
を
話
さ
せ
る
。

7�

概
念
的
に
「
切
れ
字
」
や
「
季
語
」「
句
切
れ
」（「
枕
詞
」）
な
ど
を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
が
和
歌
や
俳
句
の
学
習
の
中
で
具
体
的
に

見
つ
け
た
も
の
に
即
し
て
話
し
た
い
。
生
徒
か
ら
、「
切
れ
字
」
な
ど
の
言
葉
が
出
た
場
合
も
、
教
材
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の
に
即
し

て
説
明
し
た
い
。

　

和
歌
と
俳
句
で
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
り
ま
す
か
。
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
か
。
気
が
つ
い
た
こ
と
を
発

表
し
ま
し
ょ
う
。

　

今
日
は
、
和
歌
と
俳
句
に
つ
い
て
学
習
し
ま
し
た
。
今
日
、
学
習
し
た
の
は
古
い
も
の
ば
か
り
で
す
が
、
新
聞
の
「
投
稿
欄
」
を

見
て
み
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
和
歌
と
俳
句
は
今
で
も
盛
ん
に
作
ら
れ
、
自
然
や
社
会
や
生
活
の
様
子
、
人
の
気
持
ち
な
ど
を
描

い
て
い
ま
す
。

振
り
返
り　　

和
歌
と
俳
句
を
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
な
が
ら
音
読
し
た
り
、
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
た
り
で
き
た
か
。

第
一
時

第
二
時

春
の
う
た
・
朧
月
夜

和
歌
・
俳
句



1011 1 年　第四時 1 年　第三時

学
習
活
動

指
導
の
内
容
・
教
師
の
発
問
・
指
導
上
の
留
意
点
・
評
価
な
ど

1 年 一
年

学
習
活
動

指
導
の
内
容
・
教
師
の
発
問
・
指
導
上
の
留
意
点
・
評
価
な
ど

1 年一
年

1�

随
筆
「
枕
草
子
」
と
「
徒
然
草
」
を
、
描

か
れ
て
い
る
様
子
や
筆
者
の
気
持
ち
を
考

え
な
が
ら
、
教
師
の
範
読
を
聞
く
。

2�

教
師
の
指
示
に
従
っ
て
、
二
つ
の
随
筆
の

原
文
の
部
分
を
全
員
で
声
を
そ
ろ
え
て
読

む
。

3�

二
つ
の
随
筆
に
つ
い
て
、
言
葉
の
響
き
や

リ
ズ
ム
、
ま
た
そ
の
内
容
に
つ
い
て
気
づ

い
た
こ
と
や
不
思
議
に
感
じ
た
こ
と
な
ど

感
想
を
自
由
に
発
表
す
る
。

4�

「
平
家
物
語
」
の
教
師
の
範
読
を
、
リ
ズ

ム
に
気
を
つ
け
な
が
ら
聞
く
。

5�

教
師
の
指
示
に
従
っ
て
、「
平
家
物
語
」

の
原
文
の
部
分
を
全
員
で
声
を
そ
ろ
え
て

読
む
。

6�

随
筆
と
物
語
に
つ
い
て
、
気
づ
い
た
こ
と

を
発
表
す
る
。

1�

漢
詩
と
漢
文
と
を
、
そ
の
独
特
な
リ
ズ
ム

や
調
子
に
注
意
し
な
が
ら
、
教
師
の
範
読

を
聞
き
、
意
味
の
大
要
を
知
る
。

2�

教
師
の
指
示
に
従
っ
て
、
漢
詩
と
漢
文
の

「
書
き
下
し
文
」
の
部
分
を
全
員
で
声
を

そ
ろ
え
て
読
む
。

3�

各
自
で
、
漢
詩
と
漢
文
の
音
読
練
習
を
す

る
。

4�

好
き
な
作
品
を
選
ん
で
音
読
す
る
。

5�

こ
れ
ま
で
学
習
し
た
詩
や
和
歌
、
俳
句
、

随
筆
、
物
語
、
漢
詩
、
漢
文
の
中
か
ら
最

も
気
に
入
っ
た
も
の
を
選
び
、
音
読
発
表

を
す
る
。

1�

古
典
の
リ
ズ
ム
や
響
き
に
注
意
し
な
が
ら
聞
く
よ
う
に
促
し
、
一
行
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
読
む
。

　

今
日
は
、
随
筆
と
物
語
の
学
習
を
し
ま
す
。
最
初
は
随
筆
で
す
。
一
行
ず
つ
、
ゆ
っ
り
読
み
ま
す
か
ら
、
現
代
の
私
た
ち
が
使
う

言
葉
と
の
違
い
を
考
え
な
が
ら
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

2�

一
行
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
教
師
が
読
み
、
続
い
て
生
徒
が
読
む
形
で
進
め
る
。「
枕
草
子
」
を
読
み
終
え
た
ら
、
そ
の
現
代
語
訳
を
読
ん
で
聞
か

せ
、「
徒
然
草
」
を
読
み
終
え
た
ら
、
そ
の
現
代
語
訳
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
。

3�
お
互
い
の
発
表
を
聞
き
合
う
こ
と
で
、
自
分
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の
の
見
方
や
捉
え
方
な
ど
に
目
を
む
け
さ
せ
、
新
し
い
発
見
を
さ
せ
た

い
。

4�

随
筆
と
の
言
葉
遣
い
や
文
章
の
リ
ズ
ム
の
違
い
に
注
意
す
る
こ
と
を
促
し
、
一
行
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
読
む
。

5�

一
行
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
教
師
が
読
み
、
続
い
て
生
徒
が
読
む
と
い
う
形
で
進
め
る
。
全
文
を
読
み
終
え
た
ら
、
教
師
が
一
行
ず
つ
も
う
一
度
読

み
な
が
ら
、
意
味
の
大
要
を
説
明
す
る
。

6�

言
葉
遣
い
に
つ
い
て
で
も
、
文
章
の
内
容
や
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
で
も
、
自
由
に
発
表
さ
せ
る
。

振
り
返
り　　

そ
れ
ぞ
れ
の
随
筆
の
特
徴
、
物
語
の
特
徴
を
生
か
し
て
音
読
し
よ
う
と
し
た
か
。

1�

一
行
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
読
む
。
漢
詩
を
読
ん
だ
後
に
、
一
行
ず
つ
意
味
の
大
要
を
説
明
し
、
漢
文
を
読
ん
だ
後
に
、
一
行
ず
つ
そ
の
訳
を
読
っ

て
聞
か
せ
る
。

　

こ
れ
か
ら
、
漢
詩
と
漢
文
の
学
習
を
し
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
ね
。
両
方
と
も
、
も

と
は
中
国
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
漢
字
だ
け
で
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
を
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
仮
名
を
交
え
て

日
本
語
の
語
順
に
従
っ
て
書
き
直
し
た
文
を
、「
書
き
下
し
文
」
と
い
い
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
、
一
行
ず
つ
読
み
ま
す
か
ら
、
ど
ん
な

様
子
が
描
か
れ
て
い
る
か
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
か
に
気
を
つ
け
て
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

2�

一
行
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
読
む
。
漢
文
に
つ
い
て
は
、
特
に
各
行
冒
頭
の
数
字
（
年
齢
）
と
漢
字
で
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
注
意
を
促
す
。

3�

そ
れ
ぞ
れ
五
分
ず
つ
、
合
計
十
分
の
時
間
を
と
る
。
初
め
は
小
さ
な
声
（
微
音
読
）
で
内
容
を
考
え
な
が
ら
読
む
よ
う
に
、
文
の
リ
ズ
ム
に
慣

れ
た
な
ら
、
少
し
声
を
出
し
て
読
む
よ
う
に
指
示
す
る
。

4�

そ
れ
ぞ
れ
、
二
、三
名
の
生
徒
に
音
読
さ
せ
る
。
そ
の
際
、
意
味
の
切
れ
目
に
注
意
し
て
読
む
よ
う
指
示
す
る
。

5�

初
め
に
、
自
分
の
好
き
な
作
品
を
選
び
、
練
習
す
る
時
間
と
し
て
五
分
ほ
ど
与
え
る
。
そ
れ
か
ら
、
詩
・
和
歌
・
俳
句
・
随
筆
・
物
語
・
漢

詩
・
漢
文
の
順
に
好
き
な
作
品
を
選
ば
せ
て
い
く
。
な
る
べ
く
多
く
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
し
た
い
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
、
今
ま
で
に
学
習
し
た
詩
や
和
歌
、
俳
句
、
随
筆
、
物
語
、
漢
詩
、
漢
文
の
中
か
ら
自
分
の
好
き
な
も
の

を
選
ん
で
音
読
す
る
発
表
会
を
し
ま
す
。
最
初
に
、
時
間
を
五
分
ほ
ど
あ
げ
ま
す
か
ら
、
自
分
の
好
き
な
作
品
を
選
ん
で
、
音
読

の
練
習
を
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
時
間
の
許
す
限
り
、
多
く
の
人
に
音
読
発
表
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。

振
り
返
り　　

気
に
入
っ
た
作
品
を
選
ん
で
、
音
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

第
三
時

第
四
時

枕
草
子
・
徒
然
草
・
平
家
物
語

漢
詩
・
漢
文



1213 1 年　第六時 1 年　第五時

学
習
活
動

指
導
の
内
容
・
教
師
の
発
問
・
指
導
上
の
留
意
点
・
評
価
な
ど

1 年 一
年

学
習
活
動

指
導
の
内
容
・
教
師
の
発
問
・
指
導
上
の
留
意
点
・
評
価
な
ど

1 年一
年

1�

「
古
典
」
に
つ
い
て
、
知
っ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
、「
古
典
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。

2�

教
師
の
教
材
文
（「
竹
取
物
語
」）
の
範
読

を
聞
き
、
教
材
の
概
要
を
知
る
。

3�

教
師
が
「
竹
取
物
語
」
の
冒
頭
部
の
原
文

を
範
読
し
、
語
釈
を
加
え
な
が
ら
現
代
語

訳
を
す
る
の
を
聞
く
。

4�

教
師
の
指
示
に
従
っ
て
、「
竹
取
物
語
」

の
冒
頭
部
の
原
文
を
、
全
員
が
声
を
そ
ろ

え
て
読
む
。

5�

「
竹
取
物
語
」
の
冒
頭
部
の
原
文
を
、
各

自
で
音
読
練
習
す
る
。

1�

「
竹
取
物
語
」
冒
頭
部
（「
今
は
昔
、
竹

取
の
翁
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
。
…
…
」
に

つ
い
て
、
教
師
の
範
読
を
聞
く
。

2�

教
師
が
一
文
ず
つ
範
読
し
、
続
い
て
全
員

が
声
を
そ
ろ
え
て
音
読
す
る
。

3�

自
分
一
人
で
音
読
す
る
。
続
い
て
、
二
人

一
組
に
な
っ
て
音
読
す
る
。
最
後
に
、
暗

唱
す
る
。

4�

こ
の
物
語
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
想
像

す
る
。

5�

原
文
を
読
み
、
主
人
公
が
ど
こ
で
生
ま
れ

た
か
を
確
認
す
る
。

6�

原
文
を
読
み
、
主
人
公
が
ど
の
よ
う
な
様

子
で
生
ま
れ
て
き
た
か
を
確
認
す
る
。

1�

教
材
に
入
る
前
に
、
小
学
校
で
既
に
学
習
し
て
き
て
い
る
生
徒
た
ち
が
、「
古
典
」
に
つ
い
て
ど
の
程
度
の
知
識
が
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
。

（
知
っ
て
い
る
こ
と
を
発
表
さ
せ
る
）。
ま
た
、「
古
典
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

　

「
古
典
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
に
つ
い
て
、
ど
ん
な
作
品
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
ど
ん
な
お
話
で
す
か
。
い
つ
頃
の

作
品
で
し
ょ
う
か
。

　

「
古
典
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
ね
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
「
竹
取
物
語
」

を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

2�
現
代
文
で
書
か
れ
た
教
材
に
つ
い
て
の
解
説
や
あ
ら
す
じ
は
を
ナ
レ
ー
タ
ー
の
よ
う
に
範
読
し
、
そ
の
後
で
補
足
説
明
を
す
る
。（
難
し
い
言

葉
に
つ
い
て
説
明
す
る
程
度
に
と
ど
め
る
）。
原
文
の
部
分
は
、
特
に
ゆ
っ
く
り
読
む
。

　

こ
の
お
話
は
既
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
人
も
い
ま
し
た
ね
。
自
分
の
知
っ
て
い
る
お
話
と
同
じ
か
ど
う
か
に
気
を
つ
け
て
、
聞
い

て
く
だ
さ
い
。

3�

原
文
を
一
行
読
み
、
続
い
て
語
釈
を
加
え
な
が
ら
、
そ
の
部
分
の
現
代
語
訳
を
す
る
と
い
う
形
で
進
め
る
。
現
代
語
訳
は
必
要
最
低
限
に
と
ど

め
、
極
力
、
文
法
的
な
説
明
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
。

4�

一
行
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
、
ま
ず
教
師
が
読
み
、
続
い
て
生
徒
が
読
む
と
い
う
形
で
進
め
る
。

5�

意
味
の
切
れ
目
を
考
え
な
が
ら
、
リ
ズ
ム
よ
く
読
む
よ
う
に
指
示
す
る
。
初
め
は
小
さ
な
声
（
微
音
読
）
で
、
文
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
さ
せ
、
す

ら
す
ら
（
滑
ら
か
に
）
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
暗
唱
に
挑
戦
さ
せ
る
。

振
り
返
り　　

自
分
の
知
っ
て
い
る
話
と
同
じ
か
ど
う
か
に
気
を
つ
け
て
聞
こ
う
と
し
た
か
。

1�

「
竹
取
物
語
」
冒
頭
部
を
教
師
が
リ
ズ
ム
よ
く
、
滑
ら
か
に
範
読
す
る
。

2�

意
味
の
切
れ
目
に
注
意
し
て
、
教
師
が
一
文
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
読
み
、
続
け
て
生
徒
に
ゆ
っ
く
り
音
読
さ
せ
る
。

3�

生
徒
一
人
一
人
が
音
読
し
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
時
間
を
と
る
。
リ
ズ
ム
に
慣
れ
て
き
た
ら
、
二
人
一
組
を
つ
く
り
、
一
緒
に
音
読

さ
せ
る
。
最
後
に
、
暗
唱
に
挑
戦
さ
せ
る
。

4�

冒
頭
部
に
出
て
く
る
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
答
え
さ
せ
る
。

　

今
、
読
ん
で
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
ど
ん
な
人
物
が
出
て
き
ま
す
か
。
何
を
し
て
い
る
人
で
す
か
。
そ
の
人
が
何
を
し
て
い
る

と
き
に
、
ど
ん
な
こ
と
に
出
合
い
ま
す
か
。

5�

主
人
公
が
生
ま
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
答
え
さ
せ
る
。

6�

主
人
公
の
生
ま
れ
て
き
た
様
子
に
つ
い
て
、
答
え
さ
せ
る
。（「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
」「
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
」
な
ど
）

振
り
返
り　　

音
読
す
る
こ
と
に
慣
れ
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

第
五
時

第
六
時

竹
取
物
語

竹
取
物
語



1415 1 年　第八時 1 年　第七時

学
習
活
動

指
導
の
内
容
・
教
師
の
発
問
・
指
導
上
の
留
意
点
・
評
価
な
ど

1 年 一
年

学
習
活
動

指
導
の
内
容
・
教
師
の
発
問
・
指
導
上
の
留
意
点
・
評
価
な
ど

1 年一
年

1�

「
竹
取
物
語
」
中
間
部
（「
天
人
の
中

に
、
持
た
せ
る
箱
あ
り
。
…
…
と
言
ひ

て
、
文
書
く
。」
に
つ
い
て
、
教
師
の
範

読
を
聞
く
。

2�

教
師
が
一
文
ず
つ
範
読
し
、
続
い
て
全
員

が
声
を
そ
ろ
え
て
音
読
す
る
。

3�

自
分
一
人
で
音
読
す
る
。
続
い
て
、
二
人

一
組
に
な
っ
て
音
読
す
る
。
最
後
に
、
暗

唱
す
る
。

4�

「
か
ぐ
や
姫
」
が
求
婚
に
応
じ
な
い
理
由

に
つ
い
て
考
え
る
。

5�

「
か
ぐ
や
姫
」
を
迎
え
に
来
た
天
人
た
ち

は
、
地
上
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る

か
。
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
合
う
。

6�

「
か
ぐ
や
姫
」
の
気
持
ち
を
考
え
、
そ
の

内
容
を
発
表
し
合
う
。

1�

「
竹
取
物
語
」
昇
天
部
（「
中
将
取
り
つ

れ
ば
…
…
血
の
涙
を
流
し
て
惑
へ
ど
、
か

ひ
な
し
。」
に
つ
い
て
、
教
師
の
範
読
を

聞
く
。

2�

教
師
が
一
文
ず
つ
範
読
し
、
続
い
て
全
員

が
声
を
そ
ろ
え
て
音
読
す
る
。

3�

自
分
一
人
で
音
読
す
る
。
続
い
て
、
二
人

一
組
に
な
っ
て
音
読
す
る
。

4�

「
か
ぐ
や
姫
」
と
「
翁
・
媼
」
の
思
い
の

差
に
つ
い
て
考
え
、
発
表
し
合
う
。

5�

自
分
な
り
の
物
語
の
別
展
開
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
。

6�

こ
れ
ま
で
に
学
習
し
た
「
竹
取
物
語
」
の

原
文
の
中
で
、
一
番
気
に
入
っ
た
と
こ
ろ

を
選
ん
で
音
読
発
表
を
す
る
。

1�

「
竹
取
物
語
」
中
間
部
を
教
師
が
リ
ズ
ム
よ
く
、
滑
ら
か
に
範
読
す
る
。

2�

意
味
の
切
れ
目
に
注
意
し
て
、
教
師
が
一
文
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
読
み
、
続
け
て
生
徒
に
ゆ
っ
く
り
音
読
さ
せ
る
。

3�
生
徒
一
人
一
人
が
音
読
し
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
時
間
を
と
る
。
リ
ズ
ム
に
慣
れ
て
き
た
ら
、
二
人
一
組
を
つ
く
り
、
一
緒
に
音
読

さ
せ
る
。
最
後
に
、
暗
唱
に
挑
戦
さ
せ
る
。

4�

生
徒
に
考
え
た
こ
と
を
発
表
さ
せ
合
う
。

　

「
か
ぐ
や
姫
」
は
、
ど
う
し
て
五
人
の
貴
公
子
や
帝
か
ら
の
求
婚
に
応
じ
よ
う
と
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

5�

迎
え
に
来
た
天
人
た
ち
の
地
上
へ
の
思
い
に
つ
い
て
、「
か
ぐ
や
姫
」
へ
の
言
動
を
手
が
か
り
に
考
え
さ
せ
る
。

　

天
人
の
う
ち
の
一
人
が
、
壺
に
入
っ
て
い
る
薬
を
「
か
ぐ
や
姫
」
に
飲
ま
せ
よ
う
と
し
た
の
は
ど
う
し
て
だ
と
思
い
ま
す
か
。
考

え
た
こ
と
を
発
表
し
て
く
だ
さ
い
。

6�

月
へ
の
迎
え
が
来
た
「
か
ぐ
や
姫
」
の
思
い
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と
を
発
表
さ
せ
る
。

　

天
人
が
天
の
羽
衣
を
着
せ
よ
う
と
し
た
と
き
に
、
か
ぐ
や
姫
が
「
し
ば
し
待
て
。」
と
言
っ
た
の
は
ど
う
し
て
だ
と
思
い
ま
す
か
。

振
り
返
り　　

音
読
す
る
こ
と
に
慣
れ
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

1�

「
竹
取
物
語
」
中
間
部
を
教
師
が
リ
ズ
ム
よ
く
、
滑
ら
か
に
範
読
す
る
。

2�

意
味
の
切
れ
目
に
注
意
し
て
、
教
師
が
一
文
ず
つ
、
ゆ
っ
く
り
読
み
、
続
け
て
生
徒
に
ゆ
っ
く
り
音
読
さ
せ
る
。

3�

生
徒
一
人
一
人
が
音
読
し
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
時
間
を
と
る
。
リ
ズ
ム
に
慣
れ
て
き
た
ら
、
二
人
一
組
を
つ
く
り
、
一
緒
に
音
読

さ
せ
る
。

4�

ま
ず
、「
か
ぐ
や
姫
」
の
思
い
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と
を
自
由
に
生
徒
に
発
表
さ
せ
る
。
次
に
、「
翁
・
媼
」
の
思
い
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ

と
を
発
表
さ
せ
、
そ
の
上
で
両
者
の
思
い
を
比
べ
な
が
ら
考
え
さ
せ
る
。

5�

「
も
し
…
」
と
仮
定
し
た
別
の
展
開
を
与
え
、
そ
の
場
合
の
話
の
続
き
を
想
像
さ
せ
、
自
由
に
発
表
さ
せ
る
。

　

も
し
、
天
人
が
天
の
羽
衣
を
「
か
ぐ
や
姫
」
に
着
せ
な
け
れ
ば
、「
か
ぐ
や
姫
」
は
ど
う
し
た
と
思
い
ま
す
か
。
自
ら
天
の
羽
衣
を

着
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
の
も
と
へ
残
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
考
え
た
こ
と
を
自
由
に
発
表
し

て
く
だ
さ
い
。

6�

初
め
に
、
好
き
な
と
こ
ろ
を
選
び
、
音
読
練
習
す
る
時
間
を
五
分
ほ
ど
与
え
る
。
そ
れ
か
ら
、
音
読
の
発
表
を
さ
せ
る
。

　

こ
れ
か
ら
「
竹
取
物
語
」
の
音
読
発
表
会
を
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
学
ん
だ
原
文
の
中
か
ら
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
ま
と
ま
り
を

選
ん
で
練
習
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ま
で
の
学
習
で
、
原
文
を
い
く
つ
か
に
分
け
て
読
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
分

け
て
読
ん
だ
と
こ
ろ
が
ひ
と
ま
と
ま
り
で
す
。

振
り
返
り　　

教
材
の
内
容
を
理
解
し
、
好
き
な
と
こ
ろ
を
選
ん
で
音
読
を
発
表
し
よ
う
と
し
た
か
。

第
七
時

第
八
時

竹
取
物
語

竹
取
物
語


