
教
材
研
究
と
教
材
の
扱
い
方

枕
草
子
第
二
百
九
十
九
段

「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
…
」

菅

(9)

一

枕
草
子
第
二
百
九
十
九
段

「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
…
…
」

を
取
り
上
げ
る
。　

一
般
的
に
は
、
「香
炉
峰
の
雪
」
と
し
て
人
口
に

胎
矢
し
た
章
段
で
あ
り
、

教
材
と
し
て
も
根
強
い
人
気
を
持

っ
て
い

る
。

本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、

例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
、

炭
植
に
火
お
こ
し
て
、

物
語
な
ど
し
て
集
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
に
、

「少
納
言
よ
、

香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
。

」
と
仰
せ
ら
る
れ

ば
、

御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、

御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ
ば
、

笑
は

せ
た
ま
ふ
。

人
々
も
、
「
さ
る
こ
と
は
知
り
、

歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
、

思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。

な
ほ
、
こ
の
宮
の
人
に
は
、
さ
ベ

き
な
め
り
。

」
と
言
ふ
。

　
　
（岩
波
書
店

『古
典
文
学
体
系
し

枕
草
子
に
は
、
こ
う
い
う
中
宮
定
子
か
ら
の
謎
掛
け
の
言
葉

（と

一
応
は
取

っ
て
お
く
。

詳
し
く
は
教
材
研
究
の
所
で
述
べ
る
）
が
他

に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

Ｅ

乗
の
法
」
で
有
名
な
第
百

一
段
も
そ
う

で
あ
る
が
、
こ
の
時
中
宮
定
子
は
清
少
納
言
に
向
か

っ
て
、
「思
ふ

べ
し
や
、
否
や
、

人
第

一
な
ら
ず
は
い
か
に
」
と
問
い
掛
け
て
い
る
。

謎
解
き
で
あ
る
だ
け
に
中
宮
定
子
の
問
い
掛
け
は
い
つ
も
突
然
で

あ
る
が
、

知
的
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
と
い
う
点
に
、

ま
た
人
か
ら
評
価

さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
注
目
す
れ
ば
、

現
代
の
我
々
に
も

十
分
に
楽
し
め
る
章
段
で
あ
り
、

教
材
と
し
て
の
価
値
も
十
分
で
あ

ＺＯ
。

二

次
に
こ
の
教
材
の
教
材
研
究
を
進
め
て
み
た
い
。

中
宮
定
子
と
清
少
納
言
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

衆
知
の
こ
と
と
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思
わ
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

謎
掛
け
と
謎
解
き
が
で
き
る

た
め
に
は
、

謎
を
掛
け
る
側
と
掛
け
ら
れ
る
側
の
間
に
信
頼
関
係
が

成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
章
段
の
成
立
時
は
萩
谷
朴
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
の
逸
話
の
史
実
年
時
が
い
つ
で
あ
る
か
は
不
明
。

清
少
納

言
が
宮
仕
え
に
よ
う
や
く
な
れ
て
、

か
つ
中
宮
が
そ
の
オ
能
を

発
揮
さ
せ
よ
う
と
誘
導
し
て
い
ら
れ
た
頃
の
降
雪
と
い
う
と
、

『小
右
記
』
長
徳
元
年
正
月
二
十
八
日
条
に

「時
々
飛
雪
」
と

見
え
る
正
暦
五
年
晩
冬
か
ら
長
徳
元
年
早
春
の
間
の
登
花
殿
で

の
こ
と
か
。

（新
潮
日
本
古
典
集
成

『枕
革
子
』
下
　
第
二
百
八

十
段
、

頭
注
）

と
さ
れ
て
い
る
。

清
少
納
言
の
初
宮
仕
え
は
正
暦
四
年

（九
九
三

年
）
と
想
像
さ
れ
て
い
る
の
で
、

宮
中
に
出
仕
し
て

一
年
余
り
経

っ

た
頃
の
話
で
あ
る
。
「宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
頃
、
…
…
」
の

初
々
し
い
清
少
納
言
と
は
違

っ
て
、　

一
年
余
り
で
中
宮
定
子
の
信
頼

を

一
身
に
集
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

＊

ま
ず
、
本
文
の
言
葉
の
説
明
に
移
り
た
い
。

「雪

の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
は
、
『小
右
記
』

の
記
事

「時
々
飛
雪
」
を
根
拠
に
考
え
る
と
創
作
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

し
、

そ
の
点
を
解
明
す
る
こ
と
が
教
材
研
究
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、

清
少
納
言
の
文
章
を
尊
重
す
る
こ
と
に
す
る
。
「例
な
ら
ず
」
は
、

「
い
つ
も
の
よ
う
で
も
な
く

（小
学
館
、
日
本
古
典
文
学
全
集
と
、

「
い
つ
も
よ
り
早
く

（新
潮
日
本
古
典
集
成
こ

の
意
。

「御
格
子
ま
ゐ
り
て
」
の

「ま
ゐ
る
」
は
格
子
を
上
げ
る
場
合
も

下
ろ
す
場
合
も
用
い
る
が
、

文
脈
か
ら
い
っ
て

「格
子
を
下
ろ
し

て
」
の
意
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

雪
が
高
く
降
り
積
も

っ
た
日
で
も
、

い
つ
も
格
子
を
上
げ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

寒
さ
を
厭
わ
ず

何
の
目
的
で
格
子
を
上
げ
る
の
か
と
い
え
ば
、

昼
間
の
明
か
り
を
取

る
た
め
に
上
げ
る
か
、

雪
見
を
楽
し
む
た
め
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

「物
語
な
ど
し
て
集
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
は

「話
な
ど
し
な
が
ら

女
房
み
な
中
宮
様
の
お
前
に
は
べ
っ
て
い
た
時
」
の
意
。
「話
な
ど

し
な
が
ら
」
と
は
、

朝
、

女
房
が
身
支
度
を
整
え
自
室
か
ら
出
て
中

宮
の
御
前
に
伺
候
し
て
し
ば
ら
く
時
間
の
経

っ
た
こ
と
を
表
し
て
い

ＺＯ
。

「香
炉
峰
」
は
、
『白
楽
天
詩
集
』
巻
十
六

「香
炉
峰
下
に
新
た

に
山
居
を
卜
し
て
草
堂
初
め
て
成
り
、

偶
東
の
壁
に
題
す
る
五
首
」

の
う
ち
の
第
四
首
に

「
日
高
ク
睡
足
リ
テ
起
ク
ル
ニ
憶
シ
。

小
閣
袋

ヲ
重
ネ
テ
寒
ヲ
柏
レ
ズ
。

遺
愛
寺
ノ
鐘

ハ
枕
ヲ
欲
テ
テ
聴
キ
、

香
炉

峰
ノ
雪
ハ
簾
ヲ
撥
ゲ
テ
看
ル
。

匡
慮
便
チ
是
レ
名
ヲ
逃
ル
ル
ノ
地
、

司
馬
偽
ホ
老
ヲ
送
ル
ノ
官
成
り
。

心
泰
ク
身
寧
キ
ハ
是
帰
ル
処
、

故

郷
独
り
長
安
二
在
ル
可
ケ
ム
ヤ
。

」
と
あ
る
。

「
さ
る
こ
と
」
と
は

「香
炉
峰
ノ
雪
ハ
簾
ヲ
撥
ゲ
テ
看
ル
」
こ
と

を
受
け
る
。

次
の

「人
々
も
、
『
さ
る
こ
と
は
知
り
、

歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
、

思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。』

」
の
部
分
が
、

か
な
り
難
解
で
あ
る
。
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「
さ
る
こ
と
」
と
は

「香
炉
峰
ノ
雪
ハ
簾
ヲ
撥
ゲ
テ
看
ル
」
と
い
う

箇
所
を
受
け
て
い
る
点
で
、
こ
こ
に
は
問
題
は
無
い
。
「香
炉
峰
ノ

雪
ハ
簾
ヲ
撥
ゲ
テ
看
ル
」
位
の
漢
文
の
教
養
は
女
性
で
も
あ
る
と
い

う
意
で
あ
る
。
し
か
し
、

次
の

「歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
」
が
問
題

な
の
で
あ
る
。
「歌
」
が
、　

一
般
的
に

「和
歌
」
と
し
て
解
釈
す
る

と
、
「
さ
へ
」
と
わ
ざ
わ
ざ
付
け
た
か
ら
に
は
、

和
歌
の
素
材
と
し

て
香
炉
峰
が
広
く
定
着
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

勅

撰
集
の
中
に
は
香
炉
峰
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は

一
首
た
り
と
も
出
て
こ

な
い
。
「歌
な
ど
に
さ
へ
」
と
わ
ざ
わ
ざ

「さ
へ
」
と
付
け
た
意
味

が
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
、

問
題

点
は
後
述
す
る
。
「な
ほ
、
こ
の
宮
の
人
に
は
さ
べ
き
な
め
り
」
の

部
分
は
、

研
究
者
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な

っ
て
い
る
。
「
や
は
り
、

こ
の
宮
に
お
仕
え
す
る
人
と
し
て
は
、
う
っ
て
つ
け
の
人
で
あ
る
よ

う
だ
」
（小
学
館
、
日
本
古
典
文
学
全
集
）
と
い
う
の
が

一
般
的
だ
が
、

一
方

「諸
注
は
こ
と
ご
と
ぐ
、

清
少
納
言
の
こ
と
を

『中
宮
に
仕
え

る
人
と
し
て
は
、

適
当
な
人
の
よ
う
だ
』
と
評
し
た
こ
と
と
解
し
て

い
る
が
、

そ
れ
で
は
、

古
参
女
房
た
ち
の
反
省
の
言
葉
と
は
な
ら
な

い
。

傍
注
し
た
よ
う
に
、
「
さ
べ
き
な
め
り
」
と
い
う
原
文
に
忠
実

に
逐
語
訳
す
れ
ば
よ
い
」
（新
潮
古
典
集
成

・
萩
谷
朴
）
と
し
て

「
や
は
り
、
こ
の
営
に
お
仕
え
す
る
人
と
し
て
は
、

そ
う
あ
る
べ
き

な
の
で
し
ょ
う
」
と
訳
し
て
い
る
。

萩
谷
氏
と
他
の
諸
本
と
の
解
釈

は
か
な
り
異
な
る
。

萩
谷
氏
は

「
い
つ
も
よ
り
早
く
御
格
子
を
お
下

げ
し
て
、

（女
房
達
は
）
話
し
合

っ
た
り
し
て
伺
候
し
て
い
る
と
、

中
宮
が

『少
納
言
よ
、

香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
折
角
の
雪
景

色
な
の
に
格
子
を
閉
め
切

っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
娩
曲
に
注
意
さ
れ
る

た
め
言
葉
を
掛
け
ら
れ
た
の
だ
」
と
し
、

次
い
で
古
参
女
房
達
の
言

葉
が
続
い
て
、
「
や
は
り
、
こ
の
宮
に
お
仕
え
す
る
人
と
し
て
は
、

そ
う
あ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

解
釈
の
違
い
は
、　

一
概
に
ど
ち
ら
が
い
い
と
は
決
め
が
た
い
が
、

多
様
な
解
釈
が
あ
る
こ
と
は
知

っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
上
で

多
様
な
解
釈
を
生
か
し
た
教
材
の
扱
い
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

三

教
材
研
究
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

事
の
起
こ
り
は
、

中
宮
定
子

の

「少
納
言
よ
、

香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
い
う
発
言
に
よ
る

の
だ
が
、
こ
の
章
段
を
分
析
す
る
た
め
に
は
そ
れ
よ
り
前
の
状
況
を

押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
は

「雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、

例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ

り
て
」
に
そ
の
問
題
点
が
あ
る
。

本
文
に
書
か
れ
て
い
る
と
お
ヶ

「雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
」
場
合
に
は
、

雪
を
観
賞
す
る
た
め
に

格
子
は
上
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、

寒
気
が
き
つ
か
っ
た

の
か
こ
の
日
に
限

っ
て

「例
な
ら
ず
」
格
子
が
下
ろ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
格
子
を
誰
が
下
ろ
し
た
の
か
が
問
題
な
の
だ
が
、

謎
解
き
と
し

て
は
中
宮
定
子
が
誰
か
女
房
か
女
官
を
使

っ
て
下
ろ
さ
せ
て
お
い
た
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と
す
る
方
が
面
白
い
。
「香
炉
峰
ノ
雪

ハ
簾
ヲ
撥
ゲ
テ
看
ル
」
の
よ

う
に

「簾
ヲ
撥
ゲ
テ
看
」
よ
う
と
し
て
も
、

格
子
が
下
ろ
さ
れ
て
い

て
は
雪
は
見
え
な
い
。

格
子
を
自
分
で
上
げ
に
行
き
、

そ
の
後
ま
た

簾
を
上
げ
て
雪
を
見
る
の
で
は
、

そ
の
格
好
を
想
像
す
る
の
で
さ
え

滑
稽
で
あ
る
。

簡
単
に
雪
見
は
出
来
な
い
、
「
さ
あ
、
ど
う
す
る
」

と
い
う
謎
解
き
の
ハ
ー
ド
ル
を
二
重
に
設
け
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
解
釈
を
と
っ
て
い
る
の
は
ど
の
注
釈
書
に
も
見

受
け
ら
れ
な
い
し
、

少
し
穿
ち
す
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「例
な

ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
」
っ
た
の
は
、

よ
ほ
ど
寒
気
が
厳
し
か
っ
た
の
か

女
房
の
誰
か
が
下
ろ
し
た
と
読
む
の
が
、

文
脈
の
リ
ズ
ム
か
ら
し
て

自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
の
格
子
が
下
ろ
さ
れ
て
い
る
の
を
中
宮
定
子
が

見
咎
め
て

「少
納
言
よ
、

香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
声
を
掛
け

た
。こ

こ
で
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

中
宮
定
子
が
他

の
女
房
で
は
な
く
な
ぜ
清
少
納
言
に
声
を
掛
け
た
の
か
と
い
う
こ
と

と
、

な
ぜ

「少
納
言
よ
、

香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
い
う
言
葉

を
選
ん
だ
の
か
、
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

中
宮
定
子
が
最
も
欲
し
い
の
は
、

雪
見
の
で
き
る
状
況
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に

「格
子
と
簾
を
上
げ
な
さ
い
」
と
直
接
的
に
声
を
掛
け

る
の
は
無
粋
そ
の
も
の
と
な
る
。　

一
つ
の
呼
び
掛
け
に
二
つ
の
作
業

が
出
来
る
者
は
誰
か
、

女
房
の
中
か
ら
人
選
を
す
る
と
清
少
納
言
に

な
っ
た
と
い
う
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が

「少
納
言

よ
」
と
い
う
呼
び
掛
け
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「香
炉
峰
の

雪
」
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、　

一
度
に
格
子
と
簾
が
上
げ
ら
れ
雪
見

が
可
能
と
な
る
。
「香
炉
峰
の
雪
」
を
話
題
と
し
て
出
し
、

清
少
納

言
を
人
選
し
た
中
宮
定
子
の
教
養
と
人
を
見
る
目
確
か
さ
に
、

我
々

は
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

一
方
、

清
少
納
言
が
中
宮
定
子
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取

っ

た
か
、
こ
の
こ
と
も
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

清
少
納
言

の
動
作
は
短
く

「御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、

御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ

ば
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
動
作
の
中
に
彼
女
の

判
断
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
う

一
度

「御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、

御
簾

を
高
く
上
げ
た
れ
ば
」
に
注
目
し
た
い
。
「御
格
子
上
げ
さ
せ
て
」
、

そ
の
後
に

「御
簾
を
高
く
上
げ
」
た
の
で
あ
る
。
「御
格
子
上
げ
さ

せ
」
、
「御
簾
を
高
く
上
げ
」
た
の
は
誰
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る

が
、

清
少
納
言
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

萩
谷
朴
氏
は
、

諸
注

を
検
討
し
た
後
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
上
、

歴
史
的
基
準
を
適
用
す
れ
ば
、

当
時
の
階
級
意
識

か
ら
言
っ
て
、

通
常
は
女
房
と
い
う
高
級
女
官
が
、

格
子
を
上

げ
る
な
ど
と
い
う
労
働
に
携
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

第
八
十

二
段
、

雪
山
の
段
に
お
い
て
、

長
保
元
年
正
月
二
日
未
明
、

斎

院
か
ら
使
者
の
あ
っ
た
咄
嵯
の
場
合
に
は
、

清
少
納
言
と
難
も

身
分
を
意
識
せ
ず
に
、

重
い
格
子
を

一
人
で
上
げ
る
よ
う
な
例

外
も
あ

っ
た
が
、

通
常
は
、

格
子
の
上
げ
下
ろ
し
は
、

掃
司
の

女
稀
の
役
目
で
あ
る
。

ま
し
て

「論
説
」
の
項
に
説
く
よ
う
に
、

本
段
の
史
実
年
時
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は
、

清
少
納
言
が
宮
仕
え
し
て
、

漸
く

一
年
を
過
ぎ
た
正
暦
五

年
晩
冬
か
ら
長
徳
元
年
早
春
の
事
に
属
す
る
。

同
僚
も
し
く
は

下
僚
の
女
房
に
わ
ざ
わ
ざ
賛
子
敷
へ
出
て
行

っ
て
格
子
を
上
げ

さ
せ
る
ほ
ど
の
権
力
を
、

清
少
納
言
は
ま
だ
持

っ
て
は
い
な
い
。

翁
枕
草
子
解
環
　
五
　
同
朋
社
出
版
　
一
九
八
三
年
十
月
）

つ
ま
り
、

文
脈
上
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
萩
谷
朴
氏

の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、

清
少
納
言
は
女
官
に
格
子
を
上
げ
さ
せ
、

そ
の
後
自
分
で

「御
簾
を
高
く
上
げ
」
た
の
で
あ
る
。
「御
簾
を
高

く
上
げ
」
る
動
作
だ
け
を
自
分
で
行
い
、

内
容
と
し
て
は
中
宮
定
子

の
二
つ
の
要
求
に
応
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「白
氏
文
集
≡
の

「遺
愛
寺
ノ
鐘
ハ
枕
ヲ
欲
テ
テ
聴
キ
、

香
炉
峰
ノ
雪
ハ
簾
ヲ
鍛
ゲ
テ

看
ル
」
動
作
は
、

居
な
が
ら
に
し
て
風
流
が
楽
し
め
る
状
態
を
喜
ん

だ
表
現
で
あ
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、

風
流
を
楽
し
む
た
め
に
は

自
分
で
は

「御
簾
を
高
く
上
げ
」
る
最
低
限
の
動
作
が
望
ま
し
い
と

い
う
判
断
が
清
少
納
言
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

要
求
に
応
え
た
清

少
納
言
の
見
事
さ
に
中
宮
定
子
の
満
足
の
気
持
ち
が
、
「笑
は
せ
た

ま
ふ
」
と
い
う
反
応
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
人
の
や
り
取
り
を
見
て
女
房
達
は
、
き
る
こ
と
は
知
り
、

歌
な

ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
、

思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。

な
ほ
、
こ
の
宮
の

人
に
は
、
さ
べ
き
な
め
り
」
と
感
心
と
反
省
の
入
り
交
じ
っ
た
言
葉

を
発
す
る
の
だ
が
、
こ
の
百
葉
の
解
釈
が
厄
介
で
あ
る
。
「
さ
る
こ

と
は
知
り
」
の
部
分
は
前
述
し
た
よ
う
に

「香
炉
峰
ノ
雪
ハ
簾
ヲ
撥

ゲ
テ
看
ル
」
を
受
け
て
い
る
。
「歌
な
ど
に
さ
へ
歌

へ
ど
」
以
下
の

解
釈
が
難
し
い
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に

「歌
な
ど
に
さ
へ
歌

へ
ど
」
の

「歌
」
は
従
来
和
歌
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
そ
う
考
え
る

こ
と
は
難
し
い
。
と
す
る
と
、

漢
詩
の
朗
詠
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
る
が
、

そ
の
時
に
は
誰
が
朗
詠
す
る
の
か
、

主
語
が
問
題
と
な
る
。

「
さ
る
こ
と
は
知
り
、

歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
」
と
ス
ム
ー
ズ
に
流

れ
て
い
る
文
脈
に
注
目
す
る
と
、

そ
の
主
語
は

「人
々
」

つ
ま
り

「女
房
達
」
と
な
る
。
「
さ
へ
」
を
付
け
る
ほ
ど

一
般
化
し
た
形
で
、

女
性
が
漢
詩
を
朗
詠
し
て
い
た
と
考
え
ぎ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、

果

た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

宮
中
の
賛
子
な
ど
を
歩
い
て
い
る
時
や

中
宮
の
御
前
で
、

女
房
達
が
漢
詩
の
朗
詠
を
し
て
い
る
と
い
う
の
は

ど
う
も
考
え
に
く
い
。

紫
式
部
が
漢
籍
の
素
養
を
身
に
付
け
て
い
る

こ
と
を
他
の
女
房
か
ら
妬
ま
れ
て
、

男
勝
少
な
女
性
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
の

「
日
本
紀
の
局
Ｌ
と
仇
名
さ
れ
た

「紫
式
部
日
記
」
の
記
事
を

見
て
も
、

女
性
が
漢
詩
の
朗
詠
を
す
る
と
い
チ
姿
は
浮
か
ん
で
こ
な

い
。
し
か
し
、

女
性
が
全
く
朗
詠
し
な
い
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は

な
い
。
『
源
氏
物
語
』
「花
宴
」
の
巻
で
、

源
氏
の
朧
月
夜
と
が
出

会
う
場
面
で
は
、

朧
月
夜
が
和
歌
を
朗
詠
し
て
い
る
。

本
文
を
引
ぐ

Ｌこ
、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！

「
い
と
若
う
を
か
し
げ
な
る
声
の
、

な
べ
て
の
人
と
は
聞
こ

え
ぬ
、
『朧
月
夜
に
似
る
も
の
ぞ
な
き
』
と
、
う
ち
調
じ
て
、

こ
な
た
ざ
ま
に
は
来
る
も
の
か
。

（源
氏
は
）
い
と
う
れ
し
く

て
、

ふ
と
袖
を
と
ら

へ
た
ま
ふ
。

」
（新
潮
日
本
古
典
集
成

『
源

氏
物
語
』
第
二
巻
）
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と
い
う
も
の
で
あ
る
。

朧
月
夜
が
朗
詠
し
た
和
歌
は
大
江
千
里
の
歌

で
あ
る
が
、

そ
の
頭
注
に
よ
れ
ば
、

「
照
り
も
せ
ず
曇
り
も
は
て
ぬ
春
の
夜
の
朧
月
夜
に
如
く
も

の
ぞ
な
き
」
翁
新
古
今
集
』
巻

一
春
上
、

大
江
千
里
）
の
第
五

句

「し
く
も
の
ぞ
な
き
」
（ま
き
る
も
の
は
な
い
）
が
、

漢
詩

文
風
な
表
現
な
の
で
、
「似
る
も
の
ぞ
な
き
」
と
、

や
わ
ら
げ

て
言
っ
た
も
の
か
。

と
さ
れ
て
い
る
。

女
性
で
も
和
歌
の
朗
詠
は
す
る
が
、

漢
詩
文
風
の

も
の
は
避
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
事
情
を
考
慮
し
て
、

観
点
を
変
え
て

「歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
」
の
主
語
を
男
性

一
般
に

置
き
換
え
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
場
合
は

「
さ
る
こ
と

は
知
り
」
と

「歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
」
の
主
語
を
変
化
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
「
さ
る
こ
と
は
知
り
」
の
主
語
は
女
房

で
あ
り
、

そ
れ
に
続
く

「歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
」
の
主
語
は
男
性

と
な
り
、
「思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
」
の
主
語
は
ま
た
も
ど

っ
て

女
房
と
な
る
。
こ
の
場
合

「
さ
へ
」
を
わ
ぎ
わ
ざ
付
け
た
理
由
は
解

消
す
る
が
、
「
さ
る
こ
と
は
知
り
、

歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
、

思
ひ

こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
」
と
い
う
自
然
な
文
脈
は
崩
れ
て
し
ま
う
。

実

に
厄
介
な
表
現
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
大
胆
に
解
釈
す
れ
ば
、
「歌
」
は
や
は

り

「和
歌
」
と
取
り
、
「和
歌
」
に
歌
う
ほ
ど

「香
炉
峰
の
雪
」
は

教
養
の
素
材
と
し
て

一
般
化
し
て
い
た
た
め
、
「人
々
も
、
『
さ
る

こ
と
は
知
り
、

歌
な
ど
に
さ
へ
歌

へ
ど
、

思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り

つ

れ
。

』
」
と
い
う
発
言
に
な
っ
た
。

か
な
り
苦
し
い
が
、
こ
の
よ
う
に

解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。

次
の

「な
ほ
、
こ
の
宮
の
人
に
は
、
さ
べ
き
な
め
り
」
の
部
分
も

ま
た
、

解
釈
に
苦
し
め
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

解
釈
の
違
い
は
前
述

し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、　

一
歩
進
め
て
こ
の
言
葉
を
発
し
た
女
房
の

気
持
ち
を
検
討
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
「
や
は
り
、
こ
の
宮
に
お
仕

え
す
る
人
と
し
て
は
、
う
っ
て
つ
け
の
人
で
あ
る
よ
う
だ
」、
「
や
は

り
、

中
宮
に
お
仕
え
す
る
人
と
し
て
は
適
当
な
人
の
よ
う
だ
」
と
解

釈
す
る
諸
注
の
側
に
立

つ
と
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

中

宮
定
子
に
仕
え
る
女
房
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
教
養
を
身
に
付
け
て
い

る
と
い
う
、

知
的
な
資
格
に
言
及
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
萩
谷
氏
の

「
や
は
り
、
こ
の
宮
に
お
仕
え
す
る
人
と
し
て

は
、

そ
う
あ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
」
と
い
う
解
釈
の
側
に
立
て
ば
、

中
宮
定
子
の
言
葉
を
受
け
て
、

人
に

「御
格
子
を
あ
げ
さ
せ
」
た
後

に
、
自
分
で

「御
簾
を
高
く
上
げ
」
た
清
少
納
言
の
動
作
は
称
賛
に

値
す
る
も
の
だ
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

清

少
納
言
の
能
力
を
称
え
た
点
で
は
、

異
な
る
よ
う
に
見
え
て
両
者
は

共
通
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

四

次
に
、

教
材
の
扱
い
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
の
か
考
え
て
み

た
い
。

古
典
教
材
は
現
代
に
生
き
る
学
習
者
に
と
っ
て
は
、

風
俗
、
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習
慣
や
も
の
の
見
方

・
考
え
方
に
お
い
て
か
な
り
の
距
離
が
あ
る
。

従

っ
て
、

古
典
教
材
を
扱
う
に
際
し
て
次
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

１
　
古
典
の
時
代
の
時
代
背
景
や
風
俗
、

習
慣
な
ど
に
つ
い
て
ヽ

教
師
の
側
か
ら
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。

２
　
そ
の
作
品
の
文
学
史
上
の
位
置
や
特
色
に
つ
い
て
、

説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。

３
　
文
語
文
法
や
古
今
異
議
語
、

ま
た
言
い
回
し
な
ど
に
つ
い
て

説
明
し
た
り
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

以
上
の
こ
と
は
、

学
習
者
に
と
っ
て
は
か
な
り
の
負
担
で
あ
る
。

こ
れ
が
学
習
の
障
害
と
な
っ
て
、

つ
ま
ず
き
の
原
因
と
な
る
こ
と
は

多
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
知
識
的
な
こ
と
は
、

学
習
者
だ
け
で
な

く
教
師
の
側
に
も
つ
ま
ず
き
の
原
因
と
な
る
こ
と
も
多
い
の
で
あ
る
。

形
骸
化
し
た
古
典
の
授
業
の
多
く
は
、

以
上
の
よ
う
な
知
識
を
重
視

し
す
ぎ
た
結
果
起
こ
っ
て
く
る
。

知
識
の
伝
授
ま
た
は
知
識
の
詰
め

込
み
に
終
始
す
る
時
、

古
典
学
習
の
意
義
は
見
え
て
こ
な
く
な
る
。

現
代
に
生
き
る
学
習
者
が
何
故
古
典
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、

学
ん
で
ど
う
す
る
の
か
等
の
古
典
教
育
の
目
標
を
教
師
自
ら
考

え
て
お
か
な
け
れ
ば
、

古
典
の
授
業
は
ど
う
し
て
も
知
識
偏
重
に
な

ら
ぎ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、

学
習
者
が
自

ら
解
決
す
る
課
題
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
課
題
解

決
を
通
し
て
学
習
者
の
人
間
認
識
が
深
く
な
っ
た
り
、

判
断
力
が
付

く
の
で
あ
る
。

本
教
材
の
場
合
、

登
場
人
物
は
中
宮
定
子
、

清
少
納

言
、

女
房
達
の
三
者
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
課
題
が
用
意
で
き
る
。

そ
の
課
題
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

１
　
中
宮
定
子
が

「少
納
言
よ
、

香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
。

」

と
声
を
か
け
て
い
る
が
、

そ
の
意
図
は
何
か
。

２
　
１
に
関
連
し
て
、

何
故
相
手
が
清
少
納
言
な
の
か
。

ま
た
、

ど
の
よ
う
な
答
を
用
意
で
き
る
女
性
が
望
ま
し
い
の
か
。

３
　
中
宮
定
子
の
問
い
に
対
し
て
、

清
少
納
言
は
ど
の
よ
う
な
判

断
の
も
と
に
応
え
よ
う
と
し
た
の
か
。

４
　
清
少
納
言
の
行
動
を
見
て
、

女
房
達
は
清
少
納
言
の
何
を
評

価
し
た
の
か
。

こ
の
よ
う
な
課
題
を
用
意
す
る
こ
と
は
、

読
み
の
過
程
で
ど
う
し

て
も
本
文
に
返
ら
ぎ
る
を
得
な
く
な
り
、

言
葉
の
意
味
や
表
現
の
意

図
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
、

学
習
者
の
言
語
感
覚
を
養
う
だ
け
で

な
く
認
識
能
力
や
判
断
力
の
育
成
を
促
す
こ
と
に
な
る
。

古
典
の
教

材
は
単
に
文
化
の
伝
承
の
名
の
も
と
に
知
識
の
伝
達
に
終
わ
っ
て
は

な
ら
な
い
。

古
典
教
材
が
現
在
に
生
き
る
学
習
者
の
生
活
の
糧
に
な

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

古
典
教
材
の
大
き
な
特
徴
は
、

現
代

文
の
教
材
に
比
べ
て
表
現
、

内
容
両
面
に
わ
た
っ
て
典
型
的
な
も
の

が
多
く
、

学
習
者
の
認
識
能
力
や
判
断
力
の
育
成
に
は
格
好
の
教
材

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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五

授
業
の
展
開
を
発
問

・
説
明
と
板
書
な
ど
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ

し
た
も
の
を
示
し
て
み
た
い
。

各
項
目
は
次
の
よ
う
に
示
す
も
の
と

す
る
。

発
問

・
説
明

高
う
降
り
た
る
を
…
』
を
扱
い
ま
す
。

登
場
人
物
が
三
者

（二
人
）
出
て
き
ま
す
か
、

そ
れ
ぞ
れ
が
何
を
考
え
て
発
言

・
行
動
し
た
の
か
、

発
言
の
意
図
と
判
断
の
内
容
を
探

っ
て

い
き
ま
す
。

」

。
　

「学
習
目
標

（指
導
目
標
）
の
明
示
」
を
行
う
場
合
、

授

業
の
ね
ら
い
に
よ
っ
て
様
々
に
そ
の
説
明
が
変
わ
っ
て
く
る
。

詳
し
く
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
れ
ば
、

詳
し
く

言
い
過
ぎ
る
と
授
業
の
醍
醐
味
が
薄
れ
る
場
合
も
あ
る
。

両

者
を
上
手
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
学
習

目
標

（指
導
目
標
）
は
授
業
の
最
初
に
必
ず
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
訳
で
は
な
い
が
、

授
業
展
開
の
早
い
段
階

で
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「本
文
を
通
読
す
る
」

（発
問
・
説
明
）

Ｔ
　

「
で
は
、

本
文
を
読
ん
で
も
ら
い
ま
す
が
、

登
場
人
物
が

誰
で
、
ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
、

行
動
を
取
っ
た
の
か
、

考

え
な
が
ら
聞
い
て
く
だ
さ
い
。

」

。
　

「本
文
を
通
読
」
さ
せ
る
際
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

通
読

と
そ
の
後
の
作
業
と
が
結
び
付
く
よ
う
に
指
示

・
説
明
を
加

え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

読
み
間
違
い
は
直
ち
に
訂
正
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｔ
　

「
で
は
、

登
場
人
物
を
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ
い
。

」

Ｐ
　

「中
宮
定
子
と
清
少
納
言
と
女
房
達
で
す
。

」

（
発
問

・
説
明
）

（板
書
）

ＴＰ

指
導
上
の
留
意
点

板
書

教
師
の
活
動

学
習
者
の
活
動

と
し
て
示
す
も
の
と
す
る
。

「導
入
］

導
入
部
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「学
習
目
標

（指

導
目
標
）
の
明
示
」
と

「扱
う
範
囲
を
示
す
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

両
者
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
、

授
業
は
何
を
ど
れ
だ
け
や
っ
て
も
よ

い
と
い
う
甘
さ
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

例
え
て
み
れ
ば
、

学
習
者
に

ジ
ョ
ギ
ン
グ
の
で
き
る
服
装
を
用
意
さ
せ
て
お
い
て
、

走
る
目
的
も

距
離
も
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
走
ら
せ
る
こ
と
に
似
て
い
る
。

１
　

「学
習
目
標
を
明
ら
か
に
す
る
」

（発
問

・
説
明
）

Ｔ
　

「き
よ
う
は
、

枕
草
子
の
第
二
百
九
十
九
段

『雪
の
い
と
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Ｔ
　

「
そ
う
で
す
ね
。

中
宮
定
子
と
い
う
の
は
、。
ど
こ
で
分
か

り
ま
し
た
か
。

」

Ｐ
　

「会
話
文
の
あ
と
に

『～
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
』
と
あ
り
ま

す
。

」

Ｔ
　

「
そ
う
で
す
ね
。
「仰
せ
ら
る
れ
』
は
二
重
に
尊
敬
表
現

が
用
い
ら
れ
る
の
を
、

最
高
敬
語
と
い
っ
て
、

極
端
に
身
分

の
高
い
人
の
動
作
を
表
し
て
い
ま
し
た
ね
。

で
は
、

板
書
で

人
物
関
係
を
明
ら
か
に
お
き
ま
す
。

」

・
　
板
書
を
作
る
際
に
注
意
す
る
点
は
、

問
題
点
を
明
ら
か
に

す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
構
造

（基
本
構
造
）
を
作
る
こ
と
で

あ
る
。

本
文
の
場
合
、

三
者
の
関
係
が
ま
ず
明
ら
か
に
な
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

［展
開
］

展
開
部
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「ど
こ
か
ら
」

ま
た
は

「何
か
ら
」
問
題
点
に
迫

っ
て
い
く
か
、

教
師
が

「問
題
点

へ
の
迫
り
方
」
に
十
分
な
配
慮
を
し
、

工
夫
を
施
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、

学
習
者
に

「何
が

・
ど
う
い
う
点
が
問
題
な
の
か
」
を
確

認
さ
せ
、

そ
の
課
題
を
学
習
者
が
自
力
で
解
決
す
る
の
だ
と
い
う
自

覚
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
。

（発
問
・
説
明
）

Ｔ
　

「
で
は
、

中
宮
定
子
の
発
言
に
　
Ａ
　
を
、

人
々
の
発
言

に
　
Ｅ
　
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、

何
故
Ｂ
、
Ｃ
、

Ｄ
が
無
い
の
か
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
に
当
た
る
部
分
は
何
な
の
か

を
考
え
て
、

板
書
の
中
で
ふ
さ
わ
し
い
箇
所
に
記
号
を
入
れ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

・
　
Ａ
～
Ｅ
な
ど
の
記
号
を
用
い
る
の
は
、

発
言
や
問
題
点
を

把
握
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
り
、

ま
た
、

Ａ
か
ら
Ｅ
に
飛
ば

し
た
の
は
各
人
の
行
動
を

一
度
に
と
ら
え
さ
せ
る
た
め
の
工

夫
で
あ
る
。
Ａ
～
Ｅ
が
板
書
に
き
ち
ん
と
位
置
付
け
ら
れ
る

か
ど
う
か
が
、

学
習
者
に
と
っ
て
最
初
の
課
題
と
な
る
。
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（板
書
）

笑
は
せ
た
ま
ふ

「少
納
言
よ
、

香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
。

」

（女
官
に
）
御
格
子
上
げ
さ
せ
て

御
簾
高
く
上
げ
た
れ
ば

「
さ
る
こ
と
は
知
り
、

歌
な
ど
に
さ
へ
歌

へ
ど
、

思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り

つ
れ
。

な
ほ
、
こ
の
宮

の
人
に
は
、
さ
べ
き
な
め
り
。

」

（発
問

・
説
明
）

Ｔ
　

「板
書
で
基
本
的
な
構
造
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
ぞ
れ
に
含
ま
れ
て
た
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま

し

ょ

う

。

①
　
Ａ
発
言
に
至

っ
た
状
況
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
か
。

②
　
Ａ
で
何
故

「清
少
納
言
よ
」
と
呼
び
掛
け
た
の
か
。
ま

た
、

何
故

「香
炉
峰
の
雪
」
を
持
ち
出
し
た
の
か
。

③
　
Ａ
に
対
し
て
清
少
納
言
は
Ｂ
、
Ｃ
の
行
動
を
と
っ
た
が
、

そ
こ
に
は
ど
う
い
う
判
断
が
働
い
て
い
た
の
か
。

④
　
Ｄ
で
お
笑
い
に
な

っ
た
中
宮
定
子
の
気
持
ち
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

⑤
　
Ｅ
の
発
言
に
は
、

人
々
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
込
め

ら
れ
て
い
る
か
。

が
問
題
と
な
り
ま
す
。

分
か

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
で
い
い
で
す

か
ら
、
自
分
の
考
え
を
書
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

・　
基
本
的
な
問
い
を
示
し
た
が
、
こ
れ
を
具
体
的
に
展
開
す

る
に
は
学
習
者
の
実
態
に
即
し
た
も
の
に
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

学
習
者
の
実
態
に
即
し
て
、

発
間
を
易
し
く
し
た
り
、

説
明
を
加
え
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・　
教
師
が
き
ち
ん
と
し
た
解
釈
を
持
つ
こ
と
は
必
要
で
あ
る

が
、

そ
れ
を
単
に
教
授
し
た
り
、

提
示
し
た
ら
良
い
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。

課
題
を
解
く
の
は
あ
く
ま
で
も
学
習
者
で

あ
り
小
学
習
者
の
手
助
け
を
す
る
の
が
教
師
の
役
割
と
考
え

る
方
が
良
い
。

・　
学
習
者
の
持

っ
て
い
る
学
力
は
、

個
々
人
に
よ
っ
て
異
な

る
。

従
っ
て
、

学
習
者
の
学
力
や
興
味
に
応
じ
て
解
決
さ
れ

る
課
題
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

・　
①
～
⑤
の
学
習
課
題
は
、

順
序
を
問
わ
な
い
。

学
習
者
の

学
力
や
興
味
に
応
じ
て
解
決
さ
せ
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
。

C B A D
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・
　
学
習
者
が
学
習
に
積
極
的
に
な
る
た
め
に
は
、

学
習
を
通

じ
て
学
習
者
が

「発
見
の
喜
び
」
を
味
わ
う
こ
と
が
絶
対
的

に
必
要
と
な
る
。
こ
れ
が
授
業
が
充
実
す
る
た
め
の
要
諦
で

あ
る
。

［展
開
部
］
の
役
割
は
、
こ
の

「発
見
の
喜
び
」
を

繰
り
返
し
学
習
者
に
味
わ
わ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

・　
学
習
者
は
自
分
の
力
で
課
題
を
解
決
し
、

そ
の
作
業
を
蓄

積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヽ
自
立
し
た
認
識
主
体
と
な

っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

授
業
は
学
習
者
が
成
長
す
る
た
め
に
行
わ
れ

る
の
で
あ
り
、

決
し
て
教
師
の
自
己
満
足
の
た
め
に
あ
る
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
。

［ま
と
め
］

ま
と
め
の
段
階
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

学
習
課
題
に
対
し
て
学

習
者
が
ど
の
程
度
自
力
で
解
決
で
き
た
か
、

学
習
者
自
身
確
認
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、

学
習
課
題
が
学
習
者
に
ど
の
程
度
有

効
に
働
い
た
か
、

教
師
自
身
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
と
な
る
。
こ
の

確
認
作
業
が
、

次
の
授
業
の
充
実
に
つ
な
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

本
教
材
の
場
合
、

次
の
説
明
を
補

っ
て
お
き
た
い
。

（発
問

・
説
明
）

Ｔ
　

「
以
上
で
、

①
か
ら
⑤
の
課
題
が
解
決
さ
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
れ
で
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
訳
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

筆
者
が
ど
う
い
う
目
的
で
こ
の
章
段
を
書
い
た
か
、
こ
の

章
段
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
か
と

い
う
問
題
が
残
っ
て
い
ま
す
。

事
実
だ
け
を
見
ま
す
と
、

中
宮
定
子
の
問
い
に
対
し
て
見

事
に
応
え
た
の
で
す
か
ら
、
ま
た
、

人
々

（女
房
）
の
称
賛

を
得
た
の
で
す
か
ら
、

清
少
納
言
の

『我
褒
め
』
の
章
段
と

し
て
読
め
ま
す
ね
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
で

す
。
『我
褒
め
』
以
外
の
意
味
も
見
出
せ
る
と
思
い
ま
す
。

人
々

（女
房
）
の
言
葉
に

『
こ
の
宮
の
人
に
は
、
さ
べ
き

な
め
り
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
フ
」
の
宮
』
と
い
う

言
葉
に
注
目
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
こ
の
百
葉
に
は
相

手
の
人
物
、

つ
ま
り

『宮
』
に
対
す
る
評
価
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
フ
」
れ
ほ
ど
立
派
な
中
宮
様
』
『
こ
れ
ほ
ど
教
養
の

あ
る
中
宮
様
』
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
の

『中
宮
様
』
に
仕
え
る
人
と
し
て
は
、
『
さ
べ
き
な
め
り

（そ
う
あ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
こ

と
い
う
訳
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
の

『
こ
の
宮
の
人
に
は
、
さ
べ
き
な
め
り
』

と
い
う
言
葉
の
裏
に
は
、

中
宮
定
子
を
中
心
に
し
た
人
々
の

集
ま
り
、
こ
れ
を

『
サ

ロ
ン
』
と
名
付
け
ま
す
と
、
こ
の

『
サ
ロ
ン
』
の
文
化
的
な
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
読
者
に
知

っ
て

ほ
し
い
、
ま
た
は
自
慢
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

文
章
に
は
必
ず
執
筆
の
目
的
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
か
ら
、

そ
れ
を
多
方
面
か
ら
検
討
す
る
と
、

面
白
い
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問
題
が
出
て
き
ま
す
。

。
　

こ
こ
に
上
げ
た
問
題
は
、

教
師
が
ま
と
め
の
段
階
で
説
明

し
て
も
い
い
と
思
う
が
、

学
習
者
に
よ

っ
て
は
、

課
題
と
し

て
設
定
す
る
方
が
い
い
場
合
も
あ
ろ
う
。

学
習
者
の
実
態
に

合
わ
せ
て
扱
う
こ
と
を
心
掛
け
た
い
。

ま
と
め
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、

板
書
計
画
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

（板
書
）

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る

雪
見
に
最
適

雪
見
不
可

格
子

・
御
簾
の
下
ろ
さ
れ
て
い
る
　
。‥

状 況

C B

納得一躍舶巾蒙維れ郷嘲軸瑚

Ｄ
　
笑
は
せ
た
ま
ふ

人
選

「少
納
言
よ
、

香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」

（女
官
に
）
御
格
子
を
上
げ
さ
せ
る

御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ
ば

香
炉
峰
の
雪

清
少
納
言

判
断

（謎
解
き
）
…

「
さ
る
こ
と
は
知
り
、

歌
な
ど
に
さ
へ
歌
へ
ど
、

思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り

つ
れ
。

な
ほ
、
こ
の
宮
の
人

に
は
、
さ
べ
き
な
め
り
。

」

称
賛
　
・…
…
…
‥
　
教
養
が
身
に
付
い
て
い
る

格
子
は
女
官
に
上
げ
さ
せ

御
簾
は
自
分
で
上
げ
る

（白
氏
文
集
を
生
か
す
）

（
二
重
の
ハ
ー
ド
ル
を
ク
リ
ア
ー
）

―-166-―


