
一
　
は
じ
め
に

　
本
学
会
で
は
、「
中
学
校
・
高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
今
年
度
か
ら
二
カ
年
に
わ
た
っ
て
、

協
議
を
通
し
て
新
し
い
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
二
〇
一
七
年
三
月
告
示
）
お

よ
び
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
二
〇
一
八
年
三
月
告
示
）
の
求
め
る
授
業
や

学
習
の
あ
り
方
を
探
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
八
年
八
月
一

一
日
・
一
二
日
に
開
催
さ
れ
た
第
五
九
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会

二
日
目
に
、
三
名
の
先
生
方
に
登
壇
・
発
表
い
た
だ
い
て
約
九
〇
名
の
参
加
者

と
と
も
に
協
議
を
行
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
が
国
語
科
の
学
習
に
お
い
て

実
現
す
る
際
の
鍵
と
さ
れ
る
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
の
概
念
も
ふ
ま

え
て
、
報
告
さ
れ
た
実
践
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
　
教
育
改
革
と
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」

（
一
）
教
育
改
革
の
流
れ

　
近
年
の
教
育
改
革
の
方
向
性
は
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
に
大
幅
に
改

正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
に
お
け
る
新
設
の
条
文
に
よ
っ
て
、
小
学
校
の
目
標
が

次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
番
号
と

傍
線
は
稿
者
が
施
し
た
）。

　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
生
涯
に
わ
た
り
学
習
す
る
基
盤
が
培
わ
れ

る
よ
う
、
①
基
礎
的
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
②
こ

れ
ら
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
、
判
断
力
、

表
現
力
そ
の
他
の
能
力
を
は
ぐ
く
み
、
③
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態

度
を
養
う
こ
と
に
、
特
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
学
校
教
育

法
・
第
三
○
条
第
二
項
）

　
こ
の
中
の
、
①
か
ら
③
が
、
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
の
中
央
教
育
審
議

会
答
申
に
お
い
て
「
学
力
の
三
要
素
」
と
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
学
力
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の
三
要
素
」
は
「
確
か
な
学
力
」
の
中
身
で
あ
り
、「
豊
か
な
心
」「
健
や
か
な

体
」
と
と
も
に
「
生
き
る
力
」
を
構
成
す
る
中
核
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。

　
さ
か
の
ぼ
る
と
、「
生
き
る
力
」
と
い
う
用
語
が
登
場
し
た
の
は
、
一
九
九
六

（
平
成
八
）
年
の
中
央
教
育
審
議
会
第
一
次
答
申
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、

は
じ
め
か
ら
一
連
の
学
力
と
の
関
連
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
一
九
九
八
（
平
成
一
〇
）
年
の
教
育
課
程
審
議
会
答
申
や
旧
学
習
指
導
要

領
に
お
い
て
は
、「
生
き
る
力
」
の
定
義
や
学
力
と
の
関
係
が
明
確
で
あ
っ
た
と

は
言
い
難
く
、
そ
の
後
の
二
〇
〇
〇
年
代
の
学
力
低
下
論
争
、
二
〇
〇
四
（
平

成
一
六
）
年
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
発
表
と
翌
年
の
「
読
解
力
向
上
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
の
策
定
、
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
の
教
育
基
本
法
の
全
部
改
正
の

後
、
翌
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
の
学
校
教
育
法
の
大
幅
改
正
、
同
年
の

「
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
」
の
実
施
等
を
経
て
、
明
確
に
な
っ
て
き
た
も
の

と
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
動
き
は
、
二
〇
二
〇
年
度
に
実
施
さ

れ
る
共
通
テ
ス
ト
、
二
〇
二
一
年
度
か
ら
の
新
中
学
校
学
習
指
導
要
領
の
本
格

実
施
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
導
入
に
よ
る
授
業
や
学

習
の
質
の
改
善
は
、
法
律
の
改
正
を
指
針
と
し
て
、
目
標
・
方
法
・
評
価
が
一

体
と
な
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
過
性
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、

将
来
に
渡
っ
て
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
探
究
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。

（
二
）「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
と
は

　
二
〇
一
六
年
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
で
は
、
教
科
の
指
導
に
お
い
て
、「
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
実
現
の
鍵
と
な
る
考
え
方
と
し
て
、
教
科
の
特

質
に
応
じ
た
「
見
方
・
考
え
方
」
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

「
別
紙
１
」
と
し
て
「
中
学
校
の
各
教
科
等
の
「
見
方
・
考
え
方
」
の
イ
メ
ー

ジ
」
と
い
う
形
で
示
さ
れ
た
が
、
国
語
科
に
つ
い
て
は
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・

考
え
方
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
た
め
、
対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
の
関

係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い
方
等
に
着
目
し
て
捉
え
、
そ
の
関
係

性
を
問
い
直
し
て
意
味
付
け
る
こ
と
。

　
こ
の
定
義
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
や
日
本
語
、
あ
る
い
は
言
語
の
見
方

を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
語
の
特
徴
を
よ
く
ふ
ま
え
た
も

の
と
い
っ
た
感
を
受
け
る
が
、
こ
れ
は
、「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語

編
」（
二
〇
一
八
年
七
月
）
の
中
で
、
改
め
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
。

　
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
る
と
は
、
生
徒
が
学
習
の
中
で
、

対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
と
の
関
係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い

方
等
に
着
目
し
て
捉
え
た
り
問
い
直
し
た
り
し
て
、
言
葉
へ
の
自
覚
を
高

め
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
様
々
な
事
象
の
内
容
を
自
然
科
学
や

社
会
科
学
等
の
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
直
接
の
学
習
目
的
と
し
な
い

国
語
科
に
お
い
て
は
、
言
葉
を
通
じ
た
理
解
や
表
現
及
び
そ
こ
で
用
い
ら

れ
る
言
葉
そ
の
も
の
を
学
習
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、「
言
葉
に
よ

る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ
と
が
、
国
語
科
に
お
い
て
育
成
を
目

指
す
資
質
・
能
力
を
よ
り
よ
く
身
に
付
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な

る
。

　
後
の
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
」（
二
〇
一
八
年
七
月
）
で
も

同
じ
よ
う
に
定
義
・
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
定
義
は
、
次
の
よ
う
な
要
素

か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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ａ
　
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
…
こ
と
ば
を
用
い
た
思
考
や
活
動
を
行

う
際
の
目
的
を
示
す
。

ｂ
　
対
象
と
言
葉
の
関
係
…
語
彙
の
指
し
示
す
物
や
事
象
、
語
句
や
文
、
文

章
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
現
象
と
の
関
係
を
示
す
。

ｃ
　
言
葉
と
言
葉
の
関
係
…
こ
と
ば
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
る
、
修
飾
と
被
修
飾
、
主
語
と
述
語
な
ど
の
統
語
関
係
、
文
と
文
、
段

落
と
段
落
の
接
続
関
係
や
整
合
関
係
、
論
理
的
関
係
を
示
す
。
ま
た
、
古

典
語
と
現
代
語
と
の
意
味
の
変
化
な
ど
の
歴
史
的
関
係
も
あ
る
。

ｄ
　
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い
方
等
へ
の
着
目
…
ｂ
、
ｃ
の
関
係
を
と
ら

え
る
際
の
着
眼
点
を
示
す
。
語
彙
や
語
句
の
辞
書
的
な
意
味
や
客
観
的
な

意
味
、
文
や
文
章
、
談
話
な
ど
の
表
現
の
中
で
の
こ
と
ば
の
機
能
、
さ
ら

に
実
際
の
文
脈
の
中
で
持
つ
語
用
論
的
意
味
な
ど
を
観
点
と
し
て
、
こ
と

ば
を
分
析
し
た
り
、
検
討
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
ｂ「
対
象
と
言
葉
」
や
ｃ

「
言
葉
と
言
葉
の
関
係
」
が
把
握
で
き
る
。

ｅ
　
関
係
性
を
問
い
直
し
て
意
味
付
け
る
…
母
語
と
し
て
の
日
本
語
に
お
い

て
、
右
の
よ
う
な
関
係
は
、
無
意
識
的
、
無
自
覚
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
ｄ
の
よ
う
な
観
点
を
設
定
し
て
比
較
し
た
り
、
分
類
し
た
り
、

分
析
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
関
係
が
問
い
直
さ
れ
、
問
題
化
・

意
識
化
・
自
覚
化
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
従
来
の
国
語
科
の
教
科
内
容
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
課
題
と

さ
れ
る
「
教
材
の
読
み
取
り
が
指
導
の
中
心
に
な
る
こ
と
」（
答
申
一
二
七
頁
）

や
、
教
師
の
発
問
（
問
い
）
に
対
す
る
応
答
（
答
え
）
に
終
始
し
た
授
業
か
ら

脱
却
し
、
学
習
者
自
身
に
国
語
学
力
と
し
て
の
「
見
方
・
考
え
方
」
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
。

（
三
）「
深
い
学
び
」
と
「
見
方
・
考
え
方
」

　
こ
う
し
た
「
見
方
・
考
え
方
」
が
各
教
科
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、

定
義
が
意
味
を
持
つ
の
は
そ
れ
が
必
要
に
な
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
答
申

に
お
い
て
「
見
方
・
考
え
方
」
と
い
う
用
語
が
登
場
す
る
文
脈
は
、
学
力
の
三

要
素
を
三
つ
の
柱
（
生
き
て
働
く
「
知
識
・
技
能
」
の
習
得
、
未
知
の
状
況
に

も
対
応
で
き
る
「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
」
の
育
成
、
学
び
を
人
生
や

社
会
に
生
か
そ
う
と
す
る
「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」
の
涵
養
）
と
し

て
再
整
理
し
、
そ
れ
ら
を
獲
得
さ
せ
る
た
め
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
改
め
て
各
教
科
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義

に
つ
い
て
問
う
局
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
後
に
は
、
再
び
「
教
科
等
を
越

え
た
全
て
の
学
習
の
基
盤
と
し
て
育
ま
れ
活
用
さ
れ
る
資
質
・
能
力
」
が
問
わ

れ
、
言
語
能
力
も
基
盤
と
な
る
能
力
の
一
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
答
申
に
お

い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
答
申
三
三
頁
）。

こ
う
し
た
各
教
科
等
の
特
質
に
応
じ
た
物
事
を
捉
え
る
視
点
や
考
え
方
が

「
見
方
・
考
え
方
」
で
あ
り
、
各
教
科
等
の
学
習
の
中
で
働
く
だ
け
で
は
な

く
、
大
人
に
な
っ
て
生
活
し
て
い
く
に
当
た
っ
て
も
重
要
な
働
き
を
す
る

も
の
と
な
る
。
私
た
ち
が
社
会
生
活
の
中
で
、
デ
ー
タ
を
見
な
が
ら
考
え

た
り
、
ア
イ
デ
ィ
ア
を
言
葉
で
表
現
し
た
り
す
る
時
に
は
、
学
校
教
育
を

通
じ
て
身
に
付
け
た
「
数
学
的
な
見
方
・
考
え
方
」
や
、「
言
葉
に
よ
る
見

方
・
考
え
方
」
が
働
い
て
い
る
。
各
教
科
等
の
学
び
の
中
で
鍛
え
ら
れ
た

「
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
な
が
ら
、
世
の
中
の
様
々
な
物
事
を
理
解
し

思
考
し
、
よ
り
よ
い
社
会
や
自
ら
の
人
生
を
創
り
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
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れ
る
。

　
生
き
て
は
た
ら
く
知
識
・
技
能
も
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
や
汎
用
性

の
あ
る
学
力
も
何
ら
か
の
学
習
内
容
を
と
も
な
っ
て
は
じ
め
て
学
習
が
成
立
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
議
論
の
文
脈
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ

こ
で
身
に
つ
け
ら
れ
る
学
力
は
、
学
習
の
際
用
い
ら
れ
た
教
材
や
学
習
内
容
に

と
ど
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
超
え
た
状
況
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る

も
の
と
し
て
身
に
つ
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
教
科
の
学
力
に
対
す

る
考
え
方
を
表
し
た
も
の
が
「
見
方
・
考
え
方
」
と
い
う
方
法
的
側
面
に
着
目

し
た
用
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
語
科
に
お
け
る
「
深
い
学
び
」
と
「
言

葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
特
に
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
（
答
申
一
三
一
頁
）。

「
深
い
学
び
」
の
実
現
に
向
け
て
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働

か
せ
、
言
葉
で
理
解
し
た
り
表
現
し
た
り
し
な
が
ら
自
分
の
思
い
や
考
え

を
広
げ
深
め
る
学
習
活
動
を
設
け
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、

子
供
自
身
が
自
分
の
思
考
の
過
程
を
た
ど
り
、
自
分
が
理
解
し
た
り
表
現

し
た
り
し
た
言
葉
を
、
創
造
的
・
論
理
的
思
考
の
側
面
、
感
性
・
情
緒
の

側
面
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
か
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え

た
の
か
問
い
直
し
て
、
理
解
し
直
し
た
り
表
現
し
直
し
た
り
し
な
が
ら
思

い
や
考
え
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
特
に
、
思
考
を
深
め
た
り
活

性
化
さ
せ
た
り
し
て
い
く
た
め
の
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
な
ど
が
重
要

で
あ
る
。

　
国
語
科
の
「
深
い
学
び
」
に
お
い
て
は
、
学
習
者
自
身
が
「
見
方
・
考
え
方
」

を
働
か
せ
た
理
解
や
表
現
を
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
言
語
活
動
を
問
い
直

し
て
意
識
化
す
る
過
程
、
す
な
わ
ち
メ
タ
認
知
の
過
程
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

三
　
実
践
提
案
の
概
要

（
一
）
綱
川
実
践
の
概
要

　
綱
川
和
明
先
生
（
広
島
県
立
松
永
高
等
学
校
）
に
は
、「「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」
の
実
現
に
向
け
て
─「
生
徒
と
学
び
の
つ
な
が
り
」
を
築
く
指
導

─
」
と
題
し
て
、
高
校
二
年
生
を
対
象
と
し
て
、
小
説
教
材
「
ナ
イ
ン
」（
井
上

ひ
さ
し
）（『
新
編
現
代
文
Ｂ
』
大
修
館
書
店
）
を
取
り
上
げ
て
行
わ
れ
た
単
元

（
全
七
時
間
）
の
授
業
実
践
を
中
心
に
ご
発
表
い
た
だ
い
た
。
単
元
目
標
は
、
次

の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

・
文
章
を
読
ん
で
、
内
容
を
的
確
に
と
ら
え
、
物
語
の
解
釈
を
構
築
す
る

こ
と
で
作
品
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。（
読
む
能
力
　
現
代
文
Ｂ
イ
）

・
文
章
を
読
ん
で
、
自
分
な
り
に
解
釈
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
。（
関
心
・

意
欲
・
態
度
）

・「
物
語
内
容
」
と
「
解
釈
」
の
概
念
的
理
解
が
で
き
る
。（
知
識
・
理
解
）

　
学
び
へ
の
関
心
や
意
欲
の
乏
し
い
学
習
者
が
多
い
現
状
に
対
し
、「
生
徒
と
学

び
の
つ
な
が
り
」
を
深
め
る
こ
と
を
授
業
の
「
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
し
、
学
習
者

の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
関
心
や
疑
問
の
「
言
葉
」
を
軸
に
授
業
を
展
開
す
る
と

と
も
に
、
そ
れ
ら
を
学
習
者
自
身
の
「
解
釈
」
へ
と
深
め
、
自
覚
的
に
提
示
さ

せ
る
こ
と
を
行
わ
せ
て
い
る
。
特
に
単
元
の
終
末
部
で
は
、
複
数
の
視
点
か
ら

解
釈
を
行
う
「
ア
ナ
ザ
ー
解
釈
」
づ
く
り
と
い
う
学
習
活
動
を
通
し
て
、
学
習

者
に
自
分
の
読
み
を
自
分
の
も
の
と
し
て
所
有
す
る
喜
び
へ
と
導
い
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
授
業
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
も
は
っ
き
り
と
表
れ

─　　─１６５



て
い
る
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
①
で
、
学
習
者
が
作
品
に
対
し
て
感
じ
た
「
お
も
し

ろ
さ
」
を
記
述
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
②
で
基
本
的
な
作
品
の
展
開
や
語

彙
・
語
句
を
理
解
さ
せ
た
う
え
で
、
③
で
は
、
学
習
者
の
反
応
か
ら
物
語
の
細

部
を
と
ら
え
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、「
解
釈
」
に
つ
い
て
は
、
⑥
で
根
拠
（
材

料
）
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
別
の
立
場
や
観
点
か
ら
自
分
の
読
み
を
複
数
産

出
す
る
こ
と
を
支
援
し
て
い
る
。

（
二
）
早
野
実
践
の
概
要

　
早
野
賢
謙
先
生
（
岐
阜
県
立
大
垣
北
高
等
学
校
）
に
は
、「「
主
体
的
な
学
び
」

「
対
話
的
な
学
び
」「
深
い
学
び
」
を
実
現
す
る
授
業
の
研
究
─
古
典
の
世
界
の

価
値
観
と
学
習
者
の
価
値
観
の
異
動
を
見
つ
け
出
す
授
業
を
通
し
て
─
」
と
題

し
て
、
高
校
一
年
生
を
対
象
と
し
て
、
伊
勢
物
語
「
筒
井
筒
」（『
国
語
総
合
　

古
典
編
』
東
京
書
籍
）
を
取
り
上
げ
て
行
わ
れ
た
単
元
（
全
六
時
間
）
と
土
佐

日
記
を
取
り
上
げ
た
単
元
（
全
六
時
間
）
の
授
業
実
践
に
つ
い
て
ご
発
表
い
た

だ
い
た
。「
筒
井
筒
」
の
授
業
は
教
材
単
元
と
し
て
、
土
佐
日
記
の
授
業
は
調
べ

学
習
を
取
り
入
れ
た
単
元
と
し
て
行
わ
れ
た
。「
筒
井
筒
」
の
単
元
計
画
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

第
一
次
…
伊
勢
物
語
の
概
要
を
理
解
し
た
う
え
で
、
本
文
を
音
読
し
、
現
代

語
訳
の
確
認
を
行
う
。

第
二
次
…
昔
男
と
女
の
幼
少
期
の
場
面
に
つ
い
て
、
本
文
を
古
典
文
法
・
古

文
単
語
に
気
を
つ
け
て
訳
し
、
内
容
を
つ
か
む
。

第
三
次
…
昔
男
を
見
送
る
女
が
歌
を
詠
む
場
面
に
つ
い
て
本
文
を
訳
し
、
内

容
を
つ
か
む
と
と
も
に
、
通
い
婚
と
女
系
制
度
の
社
会
構
造
に
つ
い

て
学
ぶ
。

第
四
次
…
高
安
の
女
の
歌
と
男
の
気
持
ち
が
元
の
女
に
戻
る
場
面
に
つ
い
て
、

本
文
を
訳
し
、
内
容
を
つ
か
む
。

第
五
次
…
元
の
女
と
高
安
の
女
を
比
較
し
、
元
の
女
を
選
ん
だ
理
由
を
考
え

る
。
そ
し
て
、
選
ん
だ
理
由
が
平
安
時
代
の
「
み
や
び
」
と
い
う
価

値
観
に
基
づ
く
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

第
六
次
…
筒
井
筒
と
い
う
物
語
で
伝
え
た
か
っ
た
作
者
の
思
い
を
考
え
る
こ

と
で
、
古
典
の
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
古
典

の
世
界
と
学
習
者
の
世
界
と
を
つ
な
げ
、
異
同
を
読
み
取
る
。

　
こ
う
し
た
展
開
の
中
で
、
早
野
先
生
が
古
典
の
学
習
と
し
て
実
現
し
よ
う
と

し
た
の
は
、
学
習
者
の
身
近
な
「
恋
愛
」
と
い
う
価
値
観
と
、
古
典
作
品
に
描

か
れ
た
作
者
や
時
代
に
よ
る
「
恋
」
と
い
う
価
値
観
の
違
い
に
つ
い
て
、
作
品

と
の
対
話
や
学
習
者
間
の
交
流
を
通
し
て
、
批
判
的
に
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、
恋
愛
漫
画
と
比
較
し
た
り
、
学
習
者
自
身
の
恋
愛
に
対
す

る
価
値
観
と
比
較
し
た
り
す
る
こ
と
を
行
わ
せ
て
い
る
。

　
授
業
記
録
に
は
、
学
習
者
同
士
の
交
流
の
プ
ロ
セ
ス
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
学
習
者
が
「
自
分
が
男
だ
と
思
っ
て
考
え
れ
ば
良
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」

「
私
、
も
し
選
ぶ
ん
な
ら
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
己
を
作
品
の
中
の
人
物
に
置
き

換
え
な
が
ら
、
自
己
の
価
値
観
と
比
べ
て
考
え
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

「
男
が
沢
山
の
女
と
関
係
を
も
ち
ま
す
。
そ
れ
が
あ
た
り
ま
え
の
時
代
。
作
者
は

そ
こ
に
、「
ち
ょ
っ
と
ま
て
、
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
ね
？
」
っ
て
。」
と
い
う
発
言

に
は
、
語
り
手
の
提
示
す
る
価
値
観
を
時
代
背
景
と
関
連
さ
せ
て
考
え
よ
う
と

す
る
プ
ロ
セ
ス
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
土
佐
日
記
の
単
元
は
、
岐
阜
県
立
図
書
館
か
ら
土
佐
日
記
に
関
連
し
た
本
を

五
〇
冊
借
り
て
行
わ
れ
、
冒
頭
部
分
を
契
機
に
、
学
習
者
が
自
ら
本
を
選
び
、
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情
報
を
得
て
、
読
み
解
き
、
最
終
的
に
「
土
佐
日
記
」
新
聞
を
学
習
者
そ
れ
ぞ

れ
が
完
成
さ
せ
る
と
い
う
大
胆
な
展
開
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
作

品
を
書
く
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
紀
貫
之
の
提
示
し
た
価
値
観
と
学
習
者
が
対

峙
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。

（
三
）
松
本
実
践
の
概
要

　
松
本
誠
司
先
生
（
広
島
市
立
沼
田
高
等
学
校
）
は
、「
読
む
こ
と
の
対
話
的
交

流
を
目
指
す
授
業
─
森
鷗
外
『
舞
姫
』
の
近
代
を
見
つ
め
る
」
と
題
し
て
、
高

校
三
年
生
を
対
象
と
し
て
、「
舞
姫
」
と
丸
山
真
男
「『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す

る
』
こ
と
」
を
関
連
さ
せ
て
取
り
上
げ
た
単
元
（
全
一
四
時
間
）
の
授
業
実
践

を
中
心
に
ご
発
表
い
た
だ
い
た
。
単
元
の
展
開
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
時
　『「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
』
の
部
分
読
解

　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
①
（「
社
会
過
程
」
を
読
み
解
く
）
発
表

第
二
～
九
時
　
文
学
史
・
第
一
～
十
段
落
の
読
解

　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
②
（
構
成
の
工
夫
に
つ
い
て
）
発
表

　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
③
（
明
治
青
年
に
つ
い
て
考
え
る
）
発
表

　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
④
（
近
代
的
自
我
と
は
何
か
）
発
表

　
　
　
グ
ル
ー
プ
学
習
⑤
（
エ
リ
ス
の
手
紙
を
ど
う
読
む
か
）
発
表

第
一
〇
時
　
グ
ル
ー
プ
学
習
⑥
（『
舞
姫
』
で
考
え
た
こ
と
）
発
表

第
一
一
～
一
二
時
　『
舞
姫
』
動
画
の
視
聴
・
第
一
記
述
（
解
釈
枠
使
用
）

第
一
三
～
一
四
時
　
第
二
記
述
（
解
釈
に
対
す
る
解
釈
及
び
読
み
の
自
己
評

価
）

　
松
本
先
生
の
「
舞
姫
」
の
単
元
で
は
、
い
く
つ
か
の
枠
組
み
を
明
示
的
に
設

定
し
て
授
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、「
舞
姫
」
に
関
す
る
文
学
研
究
の
成

果
と
、
過
去
の
ご
自
身
の
「
舞
姫
」
実
践
の
経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
解
釈

枠
」
の
設
定
で
あ
る
。
目
の
前
の
学
習
者
の
読
み
を
大
事
に
し
な
が
ら
、
大
き

く
は
次
の
よ
う
な
五
つ
の
「
解
釈
枠
」（
細
か
く
は
一
七
）
を
予
め
設
定
し
て
、

学
習
者
に
選
択
さ
せ
て
記
述
さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
て
い
る
。

①「
人
物
」
に
関
す
る
解
釈

②「
状
況
」
に
関
す
る
解
釈

③「
出
来
事
・
事
件
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）」
に
関
す
る
解
釈

④「
展
開
（
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
そ
の
前
後
の
過
程
）」
に
関
す
る
解
釈

⑤「
文
体
（
語
り
の
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
）」
に
関
す
る
解
釈

　
も
う
一
つ
は
、
近
代
日
本
の
あ
り
方
を
と
ら
え
る
視
点
と
し
て
、
二
年
次
に

学
習
し
た
評
論
教
材
「『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」
と
関
連
さ
せ
た
読

む
こ
と
を
行
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
近
代
精
神
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
」
や

「
社
会
過
程
」
と
い
っ
た
語
に
注
目
し
て
、
大
き
く
変
化
す
る
明
治
と
い
う
時
代

を
と
ら
え
る
た
め
の
枠
組
み
を
設
定
し
て
い
る
。

　
学
習
活
動
と
し
て
は
、
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
話
し
合
い
を
中
心
と
し
た
協
働
学

習
や
、
学
習
者
の
記
述
し
た
解
釈
に
対
す
る
解
釈
を
記
述
さ
せ
る
な
ど
、
読
み

の
交
流
活
動
を
取
り
入
れ
、
学
習
者
を
主
体
と
し
た
授
業
を
実
現
し
て
い
る
。

四
　
実
践
の
検
討

（
一
）
協
議
に
お
け
る
論
点

　
三
名
の
先
生
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
領
域
や
教
材
を
取
り
上
げ
て
い
る
が

授
業
実
践
に
お
け
る
考
え
方
や
実
際
の
指
導
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
共
通
す
る
点

が
多
く
見
ら
れ
る
。

─　　─１６７



・
あ
く
ま
で
学
習
者
の
読
み
を
軸
に
学
習
を
構
成
し
て
い
る
点
。

・
一
方
で
、
学
習
の
媒
介
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
が
提
示
す
る
問
題
を
丁
寧
に

取
り
上
げ
て
い
る
点
。

・
学
習
者
同
士
の
交
流
を
重
視
し
、
そ
う
し
た
学
習
活
動
を
授
業
過
程
に
取

り
入
れ
て
い
る
こ
と
。

・
学
習
者
自
身
が
読
み
を
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
点
。

・
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
読
み
や
学
習
の
深
ま
り
を
実
現
し
て
い
る
点
。

　
こ
れ
ら
の
共
通
点
は
い
ず
れ
も
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
い
う

枠
組
み
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
実
践
に
対
し
て
、

協
議
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
観
点
か
ら
質
問
や
意
見
が
出
さ

れ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
を
要
約
的
に
示
す
。

・
綱
川
実
践
に
お
い
て
、
教
科
書
が
想
定
す
る
「
友
情
物
語
」
と
い
う
教
材

価
値
や
「
ナ
イ
ン
」
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
と
心
理
的
な
隔
た
り
の
大
き

い
学
習
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
。

・
国
語
の
授
業
に
お
い
て
、
テ
ク
ス
ト
や
学
習
と
学
習
者
の
人
生
を
結
び
つ

け
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

・
三
者
の
実
践
に
お
い
て
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
か
ら
と
ら
え

た
学
習
の
意
味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

・
早
野
実
践
に
お
い
て
、
土
佐
日
記
の
調
べ
学
習
の
深
ま
り
は
ど
の
よ
う
な

点
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
。

・
松
本
実
践
に
お
い
て
、
評
論
と
小
説
を
関
連
さ
せ
て
読
む
こ
と
は
興
味
深

い
が
、「『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」
に
お
け
る
「
近
代
」
の
と

ら
え
方
に
対
す
る
批
評
も
必
要
で
は
な
い
か
。

　
三
つ
の
授
業
実
践
の
共
通
点
、
協
議
に
お
い
て
出
さ
れ
た
論
点
を
ふ
ま
え
、

こ
こ
で
は
先
に
見
た
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
と
い
う
点
か
ら
も
う
少

し
検
討
を
加
え
た
い
。

（
二
）「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
か
ら
の
検
討

ａ
　
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る

　
三
つ
の
授
業
実
践
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
た
よ
う
に
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る

知
識
と
し
て
で
は
な
く
、
学
習
者
自
身
に
よ
る
（
綱
川
先
生
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
「
所
有
す
る
」）
読
み
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
読
み
深
ま
り
が
見
ら
れ
た
。

ｂ
　
対
象
と
言
葉
の
関
係

　
例
え
ば
「
ナ
イ
ン
」
に
お
い
て
は
野
球
や
場
所
に
つ
い
て
、「
舞
姫
」
に
お
い

て
は
明
治
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
、「
筒
井
筒
」
に
お
い
て
は
通
い
婚
に
つ
い
て
、

本
文
の
表
現
や
描
写
と
対
応
さ
せ
る
形
で
、
そ
れ
ら
を
イ
メ
ー
ジ
化
さ
せ
た
り

背
景
的
な
知
識
と
し
て
理
解
さ
せ
た
り
し
て
い
る
。
た
だ
、
実
践
に
お
い
て
、

対
象
に
つ
い
て
現
実
の
場
所
や
出
来
事
、
時
代
と
し
て
理
解
さ
せ
る
際
、
評
論

教
材
や
図
書
館
か
ら
借
り
た
本
を
用
い
て
読
み
取
ら
せ
て
い
た
よ
う
に
、
国
語

科
の
学
習
に
お
い
て
は
、
直
接
認
識
で
き
る
対
象
は
限
ら
れ
て
い
て
、
別
の
テ

ク
ス
ト
や
言
葉
を
媒
介
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
そ
の

よ
う
に
他
の
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
、
当
該
の
テ
ク
ス
ト
の
理
解
を
深
め
る
と
い

う
こ
と
は
、
身
に
つ
け
る
べ
き
読
み
の
ス
キ
ル
で
も
あ
る
。

ｃ
　
言
葉
と
言
葉
の
関
係

　
言
葉
と
言
葉
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
文
や
同
一
の
テ
ク
ス
ト
の
中
の
こ
と

ば
を
関
係
づ
け
て
と
ら
え
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
他
の
テ

ク
ス
ト
の
こ
と
ば
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
重
要
な
点
と

思
わ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
内
の
言
葉
と
言
葉
の
関
係
を
理
解
す
る
際
も
、
自
分
の
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解
釈
と
他
の
学
習
者
の
解
釈
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
理
解
や
解
釈
が
深
ま

る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
ｅ
の
「
関
係
性
を
問
い
直
し
て
意
味
づ
け
る
」

に
あ
る
よ
う
な
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
が
こ
こ
に
も
見
出
さ
れ
る
。

ｄ
　
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い
方
等
へ
の
着
目

　
こ
れ
ら
は
、
ど
の
授
業
に
お
い
て
も
指
導
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
松

本
実
践
に
お
い
て
は
、「
解
釈
枠
」
と
し
て
明
示
的
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
生
徒
に
先
に
枠
を
選
ば
せ
て
解
釈
を
記
述
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
学
習
者
の
感
想
や
読
み
を
後
か
ら
枠
付
け
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
行

わ
れ
る
が
、
実
践
の
積
み
重
ね
か
ら
、
こ
う
し
た
指
導
方
法
を
構
築
し
た
点
も

興
味
深
い
。
中
学
校
あ
る
い
は
高
校
三
年
間
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
解
釈
枠
が

生
徒
の
「
見
方
・
考
え
方
」
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て

の
指
導
の
あ
り
方
の
探
究
へ
も
つ
な
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

ｅ
　
関
係
性
を
問
い
直
し
て
意
味
付
け
る

　
三
者
の
授
業
実
践
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、「
問
い
直
す
」
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

た
が
、
そ
の
方
法
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
綱
川
実
践
で
は
、「
ア

ナ
ザ
ー
解
釈
」
と
し
て
個
人
の
中
で
の
問
い
直
し
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
早
野

実
践
で
は
、
話
し
合
い
の
過
程
が
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
松
本
実
践
で

は
、「
記
述
」
を
読
み
合
っ
た
り
、
書
き
合
っ
た
り
、
第
一
、
第
二
と
書
き
重
ね

た
り
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
国
語
科
の
学
習
の
本
質
は
、
言
葉
を
「
問

い
直
す
」
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
に
設
定
で
き
る
。

五
　
お
わ
り
に

　「
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
取
り
組
ま
れ

て
き
た
最
近
の
授
業
改
善
は
、
必
ず
し
も
一
過
性
の
も
の
と
は
言
え
な
い
と
い

う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
本
学
会
で
は
、「
主
体
的
な
学
び
」「
対
話
的
な
学
び
」

「
深
い
学
び
」
が
先
生
方
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
追
究
さ
れ
て
き
た
。
今
回

の
協
議
会
も
、
そ
う
し
た
長
い
取
り
組
み
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
と
は
言
え
、
そ
れ
は
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
で
は
な
い
。
学
習
者
の
状
況

や
実
態
に
は
、
変
化
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
今
後
は
、
特
に
高
等
学
校
に
お
い

て
、
国
語
科
と
い
う
教
科
の
枠
組
み
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
追
究
を
続
け
、
共
有
し
て
い
き
た
い
。

（
広
島
大
学
）
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