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一、

は
じ
め
に

私
が
、

川
崎
に
あ
る
新
設
問
も
な
い
全
日
制
普
通
科
の
現
任
校
に
移
っ
て

か
ら
二
年
が
過
ぎ
た
。
前
任
校
は
定
時
制
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
三
年
間

は
、
教
科
指
導
以
前
の
生
活
指
導
(
教
科
書
を
持
っ
て
来
さ
せ
る
、
ノ
ー
ト

を
と
ら
せ
る
等
)
に
追
わ
れ
て
い
た
。
最
近
の
定
時
制
は
、
勤
労
学
生
や
苦

学
生
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
程
遠
い
、
全
日
制
か
ら
の
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
組
も

多
く
、
た
だ
「
高
校
卒
業
」
の
資
格
を
取
り
に
来
る
た
め
だ
け
の
学
習
意
欲

の
欠
如
し
た
生
徒
達
(
基
礎
学
力
の
不
足
に
も
よ
る
が
〉
が
大
部
分
を
占
め

て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
現
任
校
は
、
一
応
全
日
制
普
通
科
高
校
で
あ
り
、
当
初
は

教
科
指
導
の
面
に
大
い
に
期
待
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
、
生
徒
の
状
況
は
定
時
制
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

い
た
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
言
え
ば
彼
ら
が
受
験
と
は
あ
ま
り
縁
な
い
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
学
習
に
対
す
る
自
発
性
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
現
場
が
、
高
校
の
進
学
率
が
九
割
を
超
え
た
現
在
、
噌
え

長

里子

範

手口

つ
つ
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
徒
を
相
手
に
し
て
、
教
科

指
導
の
面
で
の
苦
労
や
悩
み
は
尽
き
な
い
が
、
逆
に
授
業
を
通
し
て
彼
ら
か

ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
も
多
い
。
例
え
ば
、
最
近
に
な
っ
て
、
い
ま
ま
で
私
は

生
徒
の
現
象
商
だ
け
を
見
て
H

学
習
意
欲
が
な
い
H

と
決
め
つ
け
て
は
い
な

か
っ

た
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
現
在
で
は
、
本
校
の
生
徒
達

が
自
発
的
に
勉
強
を
し
な
い
の
は
、
あ
る
商
で
は
当
然
で
は
な
い
か
と
思
う

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
に
基
礎
学
力
が
な
い
こ
と
に
も
よ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
彼
ら
に
は
明
確
な
目
標
(
「
受
験
」
な
ど
の
)
が
見
ら
れ
な
い

た
め
に
、
学
習
の
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中

で
、
彼
ら
は
「
何
の
た
め
に
学
習
す
る
の
か
」
と
い
う
素
朴
な
問
い
か
け
を

教
師
に
対
し
て
様
々
な
形
で
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
教
師
側
が
そ
の
問

い
か
け
に
気
が
つ
か
な
い
で
、
明
確
な
答
え
を
示
し
て
い
な
い
の
が
現
実
だ

と
言
え
る
。
こ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
本
校
の
よ
う
に
「
受
験
」
を
前
面
に
押
し
出
せ
な
い
現
場
に
お

い
て
は
、
教
師
は
常
に
「
教
科
を
通
し
て
何
を
教
え
る
か
」
ま
た

「何
を
教

え
う
る
の
か
」
と
い
う
本
質
的
な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
換
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言
す
れ
ば
、
絶
え
ず
教
師
の
教
育
観
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し

て
、
極
端
に
言
え
ば
、

一
人
一
人
の
教
師
は

「何
を
教
え
る
の
か
」
と
い
う

問
題
を
解
決
し
な
く
て
は
教
壇
に
は
立
て
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
教
師
に
と
っ
て
あ
た
り
前
だ
」
と
言
わ
れ
る
方

も
多
い
だ
ろ
う
。
が
、
果
し
て
そ
う
か
。
教
師
は
と
も
す
れ
ば
、
「自
分
は

教
科
で
何
を
教
え
る
の
か
」
と
い
う
基
本
的
な
自
己
へ
の
問
い
か
け
を
忘
れ

て
い
る
の
で
な
い
か
。
〈
そ
れ
以
前
に
、
自
己
の
中
に
こ
れ
を
「
教
え
た
い
」

と
い
う
内
的
欲
求
を
持

っ
て
い
な
い
教
師
が
多
い
。
)

特
に
進
学
校
と
称
さ
れ
る
学
校
で
は
、
生
徒
は
よ
く
勉
強
す
る
。
そ
れ
は

目
の
前
に
受
験
が
控
え
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
が
。
こ
の
よ
う
な

現
場
で
は
、
生
徒
か
ら
の
「
何
の
た
め
に
学
習
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
か

け
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
お
り
、
教
師
も
「
何
を
教
え
る
か
」
と
い
う
こ
と

を
考
え
ず
に
済
ま
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
む
し
ろ
い
か
に
教
え
る
か
に
関
心

が
移
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
教
師
も
生
徒
も
受
験
体
制
の
中
に
埋
没
し
て
、

本
質
的
な
問
題
を
見
失
な
っ
て
は
い
や
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
(
私
は
、
教
師

は
「
い
か
に
教
え
る
か
」
を
考
え
る
以
上
に
、
も
っ
と

「
何
を
教
え
る
か
」

を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。
「
何
を
」

考
え
る
中
で
「
い

か
に
」
と

い
う
問
題
は
解
決
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
)

さ
て
、
現
在
で
は
高
い
進
学
率
(
ほ
ぼ
全
入
に
近
い
)
に
伴
う
生
徒
の
多

様
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
受
験
」
を
前
面
に
抑
し
出
し
て
教
科
指
導

が
で
き
る
所
論
進
学
校
は
極
少
数
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の

生
徒
は
「
受
験
」
か
ら
無
縁
の
所
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
で
は
、
「
受
験
」
と
い
う
言
葉
が
、

も
は
や
水
戸
黄
門

の
「
葵
の
紋
の
印
筒
」
の
よ
う
な
役
目
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
教
師

は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
そ
の
よ
う
な
生
徒
を
前
に

「何
を
教
え
る
の
か
」

「
何
を
教
え
う
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
教
師
が
生
徒
に
目
を
向
け
、
生
徒
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
抱
え
て

い
る
問
題
を
理
解
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
に
な

っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
国
語
」
と
い
う
教
科
に
お
い
て
は
、
「
現
国
」
以
上
に
「
古

典
」
の
授
業
で
多
く
の
教
師
が
苦
労
を
し
て
い
る
こ
と
と
忠
わ
れ
る
。
す
で

に
、
本
誌
に
お
い
て
も
、
「
生
徒
が
興
味
深
く
取
り
組
ま
な
い
」
等
古
典
教

育
に
お
け
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
央
体
春
雄
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
生
徒
の
実
態
を
考
え
た
場
合
、
「
受
験
」
と
い
う
枠
を
は
ず
し
て
、

「
古
典
」
と
い
う
科
目
で
「
何
を
教
え
る
の
か
」
「
何
を
教
え
う
る
の
か
」

と
い
う
こ
と
が
突
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
は
、
本
校
の
生
徒
の
実
態
と
そ
こ
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
授
業
が

行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
を
紹
介
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
い

き
た
い
。

- 30-

二、

本
校
の
実
状
と
生
徒
の
実
態

本
校
は
、
一
九
七
九
年
に
創
立
さ
れ
た
所
謂
新
設
校
で
、
今
春
や
っ
と
三

期
生
を
卒
業
さ
せ
た
。
神
奈
川
県
で
は
、
人
口
の
急
増
と
進
学
率
の
上
昇
に

伴
い
、
高
校
の
絶
対
数
が
不
足
し、

一
九
七
三
年
以
来
八
十
八
校
の
全
日
制

普
通
科
の
県
立
高
校
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
県
の
目
僚
は
あ
と
三
年
で

こ
れ
を
百
校
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
最
近
で
は
「
ポ
ス
ト
百
校
」
計
画
も
話

題
と
な
っ
て
い
る
。
(
一
九
八
四
年
四
月
現
在
県
立
の
普
通
科
高
校
の
数
は

約
一
二

O
校
で
あ
る
。
)
こ
の
よ
う
な
学
校
増
設
や
学
区
縮
小
な
ど
に
よ
り

学
校
間
格
差
の
解
消
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
中
学
校
で
の
進
路
指
導
で
は



「
輪
切
り
」
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
格
差
は
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
の

頂
点
に
位
置
す
る
の
が
有
名
私
立
高
(
県
立
高
は
や
や
地
盤
沈
下
気
味
)
で

あ
り
、
底
辺
を
支
え
る
の
が
職
業
高
校
や
定
時
制
で
あ
り
、
そ
の
や
や
上
位

に
位
置
す
る
の
が
多
く
の
新
設
校
だ
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
高
校
進
学
率

の
上
昇
に
よ
り
、
目
的
も
な
く
「
た
だ
何
と
な
く
」
ま
た
は
「
仕
方
な
く
」

高
校
に
入
学
し
て
来
る
生
徒
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
生
徒
に
学
習
意
欲
や
知
的
好
奇
心
を
期

待
で
き
る
筈
が
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
生
徒
を
相
手
に
し
て
、
各

校
で
は
教
科
指
導
以
前
に
生
活
指
導
の
碩
で
の
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る

の
が
実
状
で
、
そ
の
中
で
教
師
達
は
、
教
科
指
導
の
面
で
も
悪
戦
苦
闘
を
し

て
い
る
。
次
に
、
本
校
の
状
況
は
多
く
の
高
校
(
特
に
新
設
校
)
に
共
通
す

る
問
題
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
や
や
具
体
的
に
述
べ
て
み
た

第
一
に
大
規
模
校
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
多
く
が
、

一
学
年
十
ニ
ク
ラ
ス
の

計
三
十
六
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
本
校
は
、
日
年
度
は
二
、
三
年
が
各
十
ク
ラ
ス

で
あ
っ
た
の
で
計
三
十
二
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
。

印
年
度
か
ら
三
十
六
F
ラ
久

に
な
る
が
、
す
る
と
生
徒
数
が
一
六

O
O名
を
超
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
生

徒
と
教
師
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
疎
に
な
る
。
ま
ず
生
徒
の
顔
と
名
前

が
一
致
し
な
い
。
(
私
は
一
学
年
だ
け
六
ク
ラ
ス
を
教
え
て
い
た
が
、
そ
れ

で
も
学
年
の
半
分
に
す
ぎ
な
い
。
)

第
二
に
教
師
側
の
問
題
。
ま
ず
人
数
が
多
い
。
本
校
で
は
七

O
名
近
く

(
国
語
科
だ
け
で
十
一
名
〉
教
師
間
の
意
志
疎
通
が
難
し
い
(
さ
ら
に
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
が
複
雑
で
打
ち
合
わ
せ
が
持
て
な
い
。
)
。
そ
の
上
経
験
者
が
非
常

に
少
な
い
。
本
校
で
は
、
教
師
の
平
均
年
齢
が
二
九
・
三
才
と
非
常
に
若
い
。

三
十
代
で
す
で
に
「
ベ
テ
ラ
ン
」
と
称
さ
れ
る
。
毎
年
新
任
者
は
多
い
が
、

大
部
分
が
新
卒
者
と
中
学
校
経
験
者
で
あ
る
。
経
験
者
は
新
設
校
を
希
望
し

な
い
。
教
師
が
若
い
と
い
う
こ
と
は
、
生
徒
に
親
近
感
を
も
た
ら
す
、
情
熱

が
あ
る
等
の
プ
ラ
ス
面
も
考
え
ら
れ
る
が
、
経
験
不
足
か
ら
生
ず
る
問
題
も

大
き
い
と
言
え
る
。
特
に
教
科
指
導
の
面
で
は
深
刻
な
問
題
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、

生
徒
の
実
態
を
把
握
し
て
、
年
間
(
さ
ら
に
は
三
年
間
)
の
見
通

し
を
持

っ
た
教
科
指
導
を
行
な
う
こ
と
は
、
自
分
の
教
育
観
が
ま
だ
確
立
し

て
い
な
い
若
い
教
師
に
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た
あ

J

く
を
期
待
す
る
の
は
酷

で
あ
る
。
(
自
分
の
高
校
時
代
に
比
べ
て
、
生
徒
の
実
態
が
大
き
く
変
化
し

て
い
る
こ
と
に
ま
ず
驚
か
さ
れ
る
よ
う
だ
。
)
し
か
し、

こ
れ
は
生
徒
側

に

と
っ
て
も
不
幸
な
こ
と
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か。

第
三
に
生
徒
の
問
題
。
生
活
面
で
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
基
本
的

生
活
習
慣
が
確
立
し
て
い
な
い
。
教
師
は
服
装
や
頭
髪
、
遅
刻
、
授
業
の
無

断
欠
課
な
ど
の
指
導
に
毎
日
追
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
近
は
学
校
不
適

応
児
も
目
立
ち
始
め
た
。

学
習
面
で
は
、
ま
ず
基
礎
学
力
の
不
足
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
入
学
当

初
か
ら
顕
著
で
あ
る
。
本
校
生
の
学
力
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
県
下
一

斉
(
年
二
回
実
施
〉
の
結
果
を
見
て
み
る
と
、
各
教
科
と
も
当
然
の
こ
と
だ

が
県
平
均
よ
り
か
な
り
低
い
。
特
に
英
数
が
重
傷
で
あ
る
。
国
語
で
は
、
日

年
度
の
一
年
生
で
見
る
と
、
四
月
は
五
四

・
七
点
(
県
平
均
六
一
・
二
。
一

四
六
校
中
一

O
六
位
)
だ
が
、
十

一
月
は
四
六

・
四
点
(
県
平
均
五
六
・

一
ニ
。
一
二
八
校
中
一

O
一
位
〉
と
や
や
県
平
均
と
の
差
が
広
が
っ
て

い
る
。

さ
ら
に
二
年
に
な
る
と
、

こ
の
差
は
一
一
周
広
が
る
。
(
数
学
で
は
、
本
校
の

平
均
は
一

O
点
位
に
な
っ
て
し
ま
う
。
)
十
一
月
の
テ
ス
ト
の
得
点
分
布
を
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見
る
と
、
県
全
体
で
は
五

O
点
以
上
が
六
六

・
三
%
だ
が
、
本
校
で
は
、
三

O
J
五
九
点
の
聞
に
八
割
が
集
中
し
て
お
り
、
学
力
的
に
均
質
集
団
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
(
中
学
校
の
進
路
指
導
の
見
事
さ
に
驚
嘆
す
る
ば
か

り
で
あ
る
。
〉
特
に
、
漢
字
の
読
み
書
き
の
力
が
驚
く
程
低
く
、
授
業
で
本

文
を
音
読
さ
せ
る
と
漢
字
の
所
で
つ

つ
か
え
る
。
そ
の
た
め
授
業
で
は
、
ふ

り
仮
名
を
ふ
ら
せ
る
所
か
ら
指
導
が
始
ま
る
。

こ
の
基
礎
学
力
の
不
足
に
、
学
習
意
欲
の
低
さ
と
目
的
意
識
の
欠
如
が
加

わ
り
、
状
況
は
よ
り
深
刻
に
な
る
。
生
徒
を
見
て
い
る
と
、
自
発
的
に
勉
強

を
し
な
い
。
そ
れ
以
前
に
勉
強
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
と
も
言
え
る
。
テ
ス

ト
前
に
は
何
と
か
勉
強
を
す
る
が
、
日
頃
は
家
庭
で
勉
強
を
す
る
習
慣
が
な

い
か
ら
、
知
識
の
定
着
や
蓄
積
が
な
い
。
し
た
が

っ
て
先
へ
進
め
な
い
。
教

科
指
導
の
上
で
こ
れ
が
大
き
な
障
害
と
な
る
。
家
庭
で
の
学
習
時
聞
は
、
全

校
で
は
一
時
間
未
満
の
者
が
六
割
強
(
う
ち
半
数
が
全
く
し
な
い
。
〉
を
占

め
、
予
習
を
望
む
べ
く
も
な
い
。
せ
め
て
復
習
を
、
と
呼
び
か
け
て
い
る
の

が
現
実
だ
。

最
後
に
進
路
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
進
学
者
は
四
年
制
大
学
、
短
大

各
一
割
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
し
か
も
大
半
が
推
薦
で
あ
る
。
学
校
内
の
高

成
績
と
実
力
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
く
、
受
験
で
は
受
か
ら
な
い
の
が
現

実
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
彼
ら
が
い
か
に

「
受
験
」
か
ら
無
縁
で
あ
る
か
わ

か
ろ
う
。
彼
ら
の
大
き
な
目
標
は
「
高
校
卒
業
」
自
体
で
あ
る
の
だ
か
ら
当

然
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
具
体
的
な
授
業
の
展
開

閉
山
年
度
(
二
年
生
)
と
臼
年
度
(
一
年
生
〉
の
二
年
間
の
授
業
の
内
容
に

つ
い
て
述
べ
て
み
る
。
各
年
度
の
教
材
と
時
間
数
は
表
に
示
し
た
通
り
で
あ

る
。
本
校
で
は
、
各
学
年
共
通
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、
教
材
や
進

度
は
ほ
ぼ
学
年
統
一
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

ま
た
、
表
を
見
て
、
一
年
間
で
こ
れ
だ
け
の
教
材
し
か
教
え
ら
れ
な
い
の

か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
で
精
一
杯
な
の
が
実
状
で
あ
る
。

尚
、
使
用
教
科
書
は
、
町
年
度
は
、
角
川
書
庖
の
「
古
文
」

U
Eと
大
修

館
の
「
高
等
漢
文
」
伯
伺
、
同
年
度
は
、
東
京
書
籍
の
「
国
語
I
」
で
あ
る
。

付

町出年
度
(
二
年
生
|
|
旧
課
程
)
の
実
践

「
古
典
」
は
=
一
単
位
(
古
文
二
時
間
、
抽
出
文
一
時
間
に
分
け
る
。
)

1 学期 (28)

ー...，
徒

(9) (9) 然草
古

盛百に射弓九十三も十る序段 好女
り三」 十日十 あ五ま に学
に十 るこの二れ段ま 「 つ史説的
」七 こ段こ段」「につい
段と「ろ「い」れて

文「を あ 」九 づづ。lJf:l
lE 習る 月くれ
はふ人二にな兼

--， 

(6) 臥費E 漢

'-
r、、
イー
/¥ 

史略、J 文
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老論
子語

よよ
りり

編編

j切(26)~. 
-J-2 3学期 (18)

「
方
丈
記
」
0

「
ゆ
く
川
の
流
れ
」

ゆ
0

「
安
元
の
大
火
」

。
「
閑
居
の
気
味
」

。
時
代
背
景
に
つ
い

て。

。(5)先
-， -，三#

孟論景
子語出
Lーしー 瓦与、

よよ 想
りり
一五
編編

「
史
記
」
よ
り

円

h
u。

「
鴻
門
之
会
」

つ
浦
公
且
日
従
百
徐
騎
H

か
ら
焚
崎
市
が
登
場
す
る

場
面
ま
で
。
)

注
、
け
は
時
間
数
。

こ
の
学
年
は
、

一
年
時
に
、

古
文
で
は
「
平
家
物
語
」
よ
り
一
一
編
、
「
古

今
集
」
、
「伊
勢
物
語
」
よ
り
三
、
四
編
。
漢
文
で
は
、
入
門
教
材
(
格
言
と

故
事
)
、
唐
詩

(
絶
句
と
律
詩
〉
数
編
を
学
ん
で
い
る
。
文
法
で
は
、
用
言

の
活
用
と
係
り
結
び
が
中
心
で
あ
っ
た
。

こ
の
年
は
、
本
校
に
着
任
し
た
年
で
、
ま
だ
生
徒
の
実
態
を
充
分
に
把
握

で
き
ず
、
今
振
り
返
る
と
反
省
点
が
多
い
。
ま
た
、
教
材
や
指
導
内
容
は
先

任
の
教
師
に
で
き
る
だ
け
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

さ
て
、
具
体
的
な
授
業
の
様
子
だ
が
、
授
業
に
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
生
徒
が
ク
ラ
ス
の
中
で
四
、
五
人
と
い
う
淋
し
い
状
況
。
最
初
か
ら

「古

典
」
に
対
し
て
興
味
を
持
た
な
い
生
徒
も
多
い
。
し
か
も
、

一
年
時
で
学
習

し
た
事
項
を
理
解
し
て
い
な
い
様
子
。
そ
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
予

習
、
復
習
も
あ
ま
り
期
待
で
き
そ
う
も
な
い
。
極
端
な
例
で
は
、
教
科
告
を

聞
か
な
い
、
ノ
ー
ト
を
と
ら
な
い
生
徒
も
い
る
。
私
自
身
、
予
習
に
つ
い
て

の
指
導
と
し
て
最
低
限
ノ

1
ト
に
本
文
を
写
す
、
本
文
に
自
を
通
し
て
く
る

こ
と
を
生
徒
に
製
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
徹
底
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
遠
の
授
業
の
作
業
は
、
ま
ず
黒
板
に
書
か
れ

た
こ
と
を
ノ

l
ト
に
写
す
、
次
に
教
師
の
言
う
通
釈
を
一
字
一
句
誤
ら
ず
に

訟
き
写
す
こ
と
の
こ
つ
に
限
定
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
通
釈
を
繰
り
返
す
時
に
、

別
の
語
句
を
用
い
る
と
非
難
が
集
中
し
た
。
ま
た
、
通
釈
の
時
に
な
る
と
今

ま
で
ざ
わ
つ
い
て
い
た
教
室
が
静
ま
り
返
る
。
こ
れ
に
は
突
に
驚
い
た
。
つ

ま
り
、
生
徒
達
は
全
く
作
品
を
、
そ
れ
以
前
に
文
を
自
発
的
に
読
ん
で
い
な

い
わ
け
で
あ
り
、
授
業
中
に
自
分
の
頭
で
考
え
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
一

年
生
の
時
点
で
、
す
で
に
「
古
典
嫌
い
」
が
定
着
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
私
に
い
く
つ
か
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
そ
れ
は

生
徒
に
と

っ
て
授
業
が
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
と
、
生
徒
は
ま
が
り
な
り
に
も

「
わ
か
り
た
い
」
と
患
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
通
釈
を
写
す
の
は
、
テ
ス

ト
に
出
る
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
の
よ
い
点
数
へ
の
憧
れ
が
そ
こ
に
見
ら
れ
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る
。
自
己
防
衛
手
段
と
も
言
え
る
。
(他
に
勉
強
の
仕
方
を
知
ら
な
い

し、

授
業
は
聞
い
て
い
て
も
理
解
で
き
な
い
か
ら
。
〉
そ
こ
で
授
業
で
は
、
前
回

の
重
要
項
目
を
整
理
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
反
復
は
非
常
に
重
要
だ

と
思
う
。
そ
し
て
、
最
初
に
そ
の
時
間
で
学
習
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
。

(
教
師
が
予
め
整
理
を
し
て
お
く
。
一
回
に
二
、
三
つ
が
限
度
だ
と
思
う
。

ま
た
、
大
胆
な
取
捨
選
択
が
必
要
だ
と
も
思
う
o
〉
さ
ら
に
、
授
業
の
最
後

に
ま
た
確
認
を
し
て
、
念
を
押
し
て
や
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
に
か
く
、

生
徒
が
「
わ
か
る
授
業
」
を
行
な
い
、
「
わ
か
る
喜
び
」
を
与
え
て
く
れ
る

こ
と
を
教
師
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
一
年

時
の
指
導
が
生
徒
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
意
味
を
も

っ
て

い
る
こ
と
に
も

再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

二
年
で
は
、
文
法
事
項
で
は
、
助
動
詞
と
敬
語
が
中
心
に
な
っ
た
が
、
結

局
は
、
助
動
詞
の
意
味

・
活
用

・
接
続
を
陥
記
さ
せ
る
こ
と
が
指
導
の
中
心

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
師
と
し
て
は
「
徒
然
草
」
や
「
方
丈
記
」

の
冒
頭
部
分
ぐ
ら
い
は
暗
記
さ
せ
た
い
も
の
ら
し
く
、
小
テ
ス
ト
な
ど
課
し

暗
記
す
る
よ
う
に
指
導
を
し
た
。
し
か
し
、
教
師
が
躍
起
に
な
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
定
期
テ
ス
ト
の
出
来
で
見
る
限
り
生
徒
に
は
定
着
し
て
い
な
か

っ
た
。
私
は
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
生
徒
側
に

し
て
み
れ
ば
、

一
部
の
者
を
除
け
ば
、
暗
記
を
す
る
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
教
師
側
か
ら
の

「
大
切
だ
か
ら
覚

え
て
お
け
」
式
の
強
制
が
あ
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
全
く
生
徒
の
自
発
性
は

存
在
し
な
い
。
そ
し
て

「何
故
大
切
な
の
か
」
あ
ま
り
説
明
は
な
さ
れ
な

い
。
確
か
に
助
動
調
が
理
解
で
き
れ
ば
、
作
品
を
解
釈
す
る
上
で
そ
れ
は
大

き
な
武
器
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
解
す
る
に
こ
し
た

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
暗
記
の
強
制
が
そ
れ
以
前
に
生
徒
の
授
業
に
対
す

る
興
味
と
窓
欲
を
喪
失
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
教
師
は
全
く
気
づ
い
て
い
な

い
。
い
や
、
気
づ
い
て
い
て
も
「
文
法
は
教
え
る
の
は
難
し
い
か
ら
」
と
自

己
弁
解
を
す
る
の
が
い
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

私
は
こ
こ
で
あ
え
て
「
何
故
古
典
文
法
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
」
と

聞
い
た
い
。
私
は
そ
れ
ほ
ど
必
要
は
な
い
と
思
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

文
法
の
理
解
が
作
品
を
読
解
、
鑑
立
を
す
る
上
で
非
常
に
大
切
で
あ
る
こ
と

を
充
分
に
承
知
し
た
上
で
言

っ
て
い
る
の
だ
が
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
も
っ
と

生
徒
の
実
態
を
考
え
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
我
-4

は
、
国
文
学
専
攻
の
生
徒

を
相
手
に
授
業
を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
語
の
教
師
で
す
ら
、

大
学
で
近
代
文
学
を
専
攻
し
て
来
た
方
の
中
に
は
、
古
典
文
法
に
つ
い
て
の

正
硲
な
知
識
を
持
た
れ
て
い
な
い
方
も
あ
る
と
思
う
の
だ
が
。
(
私
な
ど
は
、

「
形
容
動
詞
」
と
い
う
口
問
詞
の
存
在
や
下

一
段
活
用
の
動
詞
に
つ
い
て
は
疑

問
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
教
え
る
こ
と
に
自
己
矛
盾
を
感
じ
て
い
る
。
)
私

は
、
「
全
く
教
え
る
必
要
が
な
い
」
と
は
言
う
つ
も
り
は
な
い
、
作
品
を
読
み

進
め
る
上
で
必
野
b
舟
ひ
や
最
小
限
度
は
教
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
こ
で

言
い
た
い
の
は
あ
く
ま
で
も

「必
要
に
応
じ
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現

在
の
状
況
で
は
、
あ
ま
り
に
も
教
師
の
方
が
「
古
典
文
法
を
教
え
る
」
こ
と

に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
。
本
来

「文
法
」
は
作
口
聞
を
読
む

上
で
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
「
文
法
」
を
教
え
る
こ
と
自
体
が
目

的
化
し
て
い
る
の
が
現
実
だ
と
言
え
な
い
か
。
多
分
「
受
験
」
が
足
か
せ
に

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ろ
そ
ろ
幻
想
を
捨
て
て
ほ
し
い
。

も
っ
と
「
古
典
」
の
授
業
を
通
し
て
教
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。

生
徒
の
実
態
を
見
て
い
れ
ば
自
然
に
そ
れ
が
発
見
で
き
る
は
ず
で
は
な
い
だ

- 34ー



ろ
う
か
。
「
古
典
文
法
」
を
教
え
る
以
前
に
、
「
古
典
作
品
を
読
む
楽
し
さ
」

を
教
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
更
に
は
、
作口
聞
の
も
つ
味
わ
い
、
そ
こ
に
展
開

さ
れ
る
ド
ラ
マ
や
思
想
を
教
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
生
き

て
い
る
人
聞
の
姿
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と

思
う
。
「
読
む
こ
と
」
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
ら
、
生
徒
に
も
「
文
法
」
の

必
要
性
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
。

こ
の
年
の
教
材
は
「
徒
然
草
」
「
方
丈
記
」
を
中
心
に
授
業
を
展
開
し
た

が
、
比
較
的
多
く
の
作
品
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
た
だ
、
思
想

性
が
強
い
章
段
で
は
理
解
度
が
低
か
っ

た
。
生
徒
は

「
具
体
か
ら
抽
象
へ

」

と
い
う
思
考
上
の
操
作
が
非
常
に
苦
手
で
あ
る
。
「
万
葉
集
」
で
は
、
歌
の

数
を
絞
り
、
歌
を
通
し
て
歌
人
の
人
物
像
を
読
み
と
り
、
考
え
さ
せ
る
こ
と

に
主
眼
を
置
い
た
。
(
一

時
間
に

一
人
の
歌
人
を
原
則
に
)
こ
れ
は
、
授
業

展
開
上
で
、
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
が
明
確
に
な

っ
た
利
点
は
あ
る
が
、
生
徒
の

「歴
史
的
知
識
」
の
欠
如
が
理
解
の
上
で
大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
。
漢

文
で
は
、
三
学
期
に
「
鴻
門
之
会
」
を
扱

っ
た
が
時
間
数
の
不
足
か
ら
、
中

途
半
端
の
形
で
終
わ
っ
た
の
が
大
き
な
反
省
点
で
あ
る
。
こ
れ
は

「論一車巴

や

「
孟
子
」
を
省
い
て
で
も
教
え
る
べ
き
側
値
が
あ
る
作
品

で
あ
る
と
思

う
。
そ
れ
に
、
ス
ト

ー
リ
ー

を
重
視
し
て
、
「
鴻
門
之
会
」
「
四
面
楚
歌
」

「
項
羽
の
死
」
と
通
し
て
読
ま
せ
る
こ
と
(
途
中
は
省
略
し
て
も
よ
い
が
〉

が
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

生
徒
は
、
登
場
人
物
の
名
が
な
か
な
か
覚
え
ら
れ
ず
、

ス
ト

ー
リ
ー
を
追
う

上
で
難
儀
を
し
て
い
た
よ
う
だ
つ
た
。
(
最
初
の
授
業
で
は
、
「
楚
」
「抽出
」

に
分
け
て
黒
板
に
整
理
し
て
説
明
し
、
本
文
の
人
名
に
は
線
を
引
く
よ
う
に

指
導
を
し
た
が
。)

改
め
て
、
入
門
期
の
指
導
の
重
要
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
一
年
で
あ
っ
た
。

∞ 
四
年
度

(
一
年
生
〉
の
実
践

国
語

I
5
単
位
(
古
典
は
2
単
位
〉

(19) 1 Aづ~ ~UJ (18) 
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一
年
生
は
、
古
典
が
週
二
時
間
と
い
う
制
約
が
あ
り
、
教
え
に
く
い
面
も

あ
っ
た
が
、
前
年
の
経
験
か
ら
授
業
の
展
開
に
つ

い
て
は
、
か
な
り
工
夫
が

で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。
(
生
徒
の
実
態
が
か
な
り
見
え
て
き
た
こ
と
は
大

き
な
強
み
で
あ
っ
た
。
)

た
だ
し
、
教
材
の
選
び
方
に
つ
い
て
大
い
に
問
題
が
あ
っ
た
。
私
自
身
と

し
て
も
反
省
す
べ
き
点
が
多
く
残
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
現
在
の
古
典
教
育

が
抱
え
る
問
題
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
前
の
表
を
一
見
し
て
わ
か
る
よ

う
に
、
ど
の
作
品
も
取
り
扱
い
方
が
中
途
半
端
で
あ
り
、
作
品
の
紹
介
程
度

に
と
ど
ま
っ
て

い
る。

比
較
的
ま
と
ま
っ
て
取
り
上
げ
た
の
は

「
徒
然
草
」

だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
入
門
期
に
い
ろ
い
ろ
な
作
品
に
触
れ
る
こ
と
を

通
し
て
「
古
文
に
慣
れ
さ
せ
る
」
と
い
う
趣
旨
に
基
づ
い
て
の
こ
と
だ
が
、

教
師
側
に
は
「
こ
れ
だ
け
は
一
年
の
時
に
教
え
て
お
き
た
い
」
と
い
う
強
い

気
持
ち
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
細
切
れ
の
作
品
の
寄
せ
集
め
を
学

び
、
生
徒
は
果
し
て
「
古
典
を
読
ん
だ
」
と
い
う
実
感
を
持
て
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
私
は
疑
問
を
覚
え
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
古
典
の
作
品
を
生
徒

に
知
識
と
し
て
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
知
識
と
し
て
与
え
る
」
と
い

う
こ
と
は
、
や
は
り
教
師
側
か
ら
の
「
大
切
だ
か
ら
覚
え
て
お
け
」
式
の
強

制
を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
で
は
、
少
し
も
「
古
文
に
慣
れ
る
」

こ
と
に
は
な
ら
ず
、
生
徒
の
古
典
に
対
す
る
興
味
は
生
ま
れ
て
釆
ま
い
。
第

て
「
祇
園
精
舎
」
や
「
ゆ
く
川
の
流
れ
」
は
作
品
の
冒
頭
部
分
で
思
想
性

が
強
く
、
入
門
期
の
教
材
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
も
甚
だ
疑
問
が
あ
る
。
更

に
、
二
学
期
の
後
半
に
「
祇
園
精
舎
」
と
「
ゆ
く
川
の
流
れ
」
を
、
し
か
も

二
つ
を
並
べ
て
配
世
し
て
教
え
る
意
味
は
何
な
の
か
。
私
は
、
こ
の
教
材
の

選
択
の
方
法
は
、
教
'師
が
年
聞
を
見
通
し
た
上
で
教
材
指
導
を
行
な
っ
て
い

な
い
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
思
う
。
突
に
安
易
な
配
列
だ
。
〈
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
共
通
テ
ス
ト
の
弊
警
が
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
学

年
の
古
典
は
五
人
で
教
え
て
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
教
育
観
や
経
験
に
違
い
が
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あ
り
、
な
か
な
か
教
材
が
決
ま
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
と
り
あ
え
ず
教
科
書

順
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
後
早
急
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
校
の

課
題
で
あ
る
。
〉

ま
ず
、
何
故
「
平
家
物
語
」
を
採
り
上
げ
る
の
に
「
祇
園
精
舎
」
な
の

か
。
ま
た
「
方
丈
記
」
の
場
合
に
は
、
な
ぜ
「
ゆ
く
川
の
流
れ
」
な
の
か
。

そ
の
点
教
師
自
身
、
自
己
へ
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
甚
だ
疑
問

だ
。
「
平
家
物
語
」
は
、

言
わ
ず
と
知
れ
た
軍
記
物
で
あ
る
。
な
ぜ
合
戦
を

教
え
な
い
の
か
。
教
材
と
し
て
は
長
い
、
灘
し
い
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
私

は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
か
ら

「
方
丈
記
」

な
ら
ば
、
折
角
、
現
国
で

「
羅
生
門
」
を
教
え
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
背
景
を
考
え
る
上
で
「
義
和
の
飢

位
」
を
教
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
生
徒
の
関
心
も
ひ
く
で
あ
ろ
う
に
。
次

に
、
何
故
「
紙
闘
精
舎
」
と
「
ゆ
く
川
の
流
れ
」
を
並
べ
て
教
え
る
の
か
。

一
体
、
こ
こ
で
何
を
教
え
る
か
。
「
中
位
」
と
い
う
時
代
と
そ
こ
に
流
れ
る

「
無
常
観
」
と
い
う
思
想
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
(
ま
さ
か
、
対
句
を
教

え
る
こ
と
が
主
眼
で
は
あ
る
ま
い
。
)
し
か
し
、
入
門
教
材
を
終
え
た
ば
か

り
の
生
徒
に
、
果
し
て
抽
象
的
な
観
念
で
あ
る
「
無
常
観
」
を
教
え
る
必
要

は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
充
分
に
理
解
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
考
え

て
み
れ
ば
明
ら
か
だ
。
否
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
教
材
の
選
択
は
、
こ
の
二
つ
の
教
材
が
、
あ
ま
り

に
も
有
名
な
の
で
、
「
せ
め
て
こ
れ
ぐ
ら
い
教
え
な
け
れ
ば
」
と
い
う
教
師

側
の

一
種
の
義
務
感
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
一
言
口
い
か
え
れ
ば
、

教
え
な
い
と
不
安
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
「
受
験
幻
想
」
に
支
配
さ
れ
て
い

る
た
め
だ
と
思
う。

「
現
実
」
に
目
を
向
け
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

さ
ら
に
、
「
有
名
な
教
材
は
無
難
だ
か
ら
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
よ
う

だ
が
、
こ
の
考
え
は
、
教
師
自
ら
の
勉
強
不
足
を
露
呈
し
て
い
る
こ
と
に
な

り
は
し
な
い
か
。

そ
こ
に
は
、

「
そ
の
作
品
を
通
し
て
何
を
教
え
る
か
」
と

い
う
問
い
か
け
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
師
の
「
こ
れ
を
教
え
た

い
」
と

い
う
内
的
欲
求
に
基
づ
く
授
業
が
そ
こ
に
創
造
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ

う
。
結
局
そ
の

「
作
品
を
教
え
る
」
こ
と
に
終
始
し
、
そ
こ
か
ら
は
何
も
生

ま
れ
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
教
師
側
に
思
い
あ
が
り
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
生
徒
の
実
態
に
対
す
る
認
識
が
明
ら
か
に
欠
如
し
て
い

る。
こ
こ
で
生
徒
に
目
を
向
け
て
考
え
て
み
る
と
、
入
門
教
材
を
終
え
た
ば
か

り
の
生
徒
に
は
、
次
に
比
較
的
ま
と
ま

っ
た
教
材
を
通
し
て
、

さ
ら
に
古
典

を
卦
む
楽
し
お
』
を
教
え
る
こ
と
が
必
袈
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
実
際
の

と
こ
ろ
、
生
徒
も
そ
れ
を
期
待
し
て
い
る
。
だ
が
現
実
に
は
、
そ
の
期
待
は

は
か
な
く
裏
切
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
失
望
は

「
古
典
は
つ
ま
ら

な
い
」
と
い
う
悶
定
観
念
を
生
み
出
し
、
生
徒
の
「
古
典
」
に
対
す
る
拒
否

反
応
は
強
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
生
徒
は
ま
す
ま
す
「
自
発
的
に
読
む
」
行

為
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

私
達
は
、
こ
の
年
、
「
祇
園
精
舎
」
で
は
な
く
、
他
の
、
ス
ト
ー

リ
ー
性
が

あ
り
、
比
較
的
短
か
く
、
内
容
的
に
も
完
結
性
を
持
ち
生
徒
が
興
味
を
持
て

る
よ
う
な
作
品
を
配
置
す
べ
き
だ
っ
た
。
そ
の
作
品
と
し
て
は
、
説
話
(
滑

稽
認
や
恋
愛
郡
な
ど
)
や
「
伊
勢
物
語
」
や
「
平
家
物
一
語
」
の
合
戦
の
場
面

な
ど
が
適
当
だ
と
思
っ
て
い
る
。

教
材
の
重
要
性
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
一
年
間
で
あ
っ
た
。
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四、

ま
と
め

国
語
の
教
師
と
し
て
大
切
な
の
は
、
「
生
徒
が
自
発
的
に
文
章
を
読
む
」

よ
う
に
指
導
を
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
生
徒
に
「
読
む

楽
し
さ
」
を
教
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
「
古
典
」
に
つ
い
て
特

に
重
要
で
あ
る
。

「
古
典
」
は
、
高
校
に
な

っ
て
生
徒
が
初
め
て
出
会
う
科
目
で
あ
る
。

「
古
典
嫌
い
」
の
生
徒
を
作
ら
な
い
た
め
に
も
、
教
師
は
、

一
年
生
の
時
の

指
導
を
重
要
視
す
る
必
要
が
あ
り
、
特
に
「
教
材
」
に
つ
い
て
は
慎
重
に
選

ぶ
べ
き
で
あ
る
。
「
古
典
」
を
読
む
上
で
教
材
の
果
た
す
役
割
は
実
に
大
き

く
、
「
教
材
が
す
べ
て
」
と
言
っ

て
も
よ
い
。

更
に
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を
ひ
き
出
す
た
め
に
は
、
生
徒
に
「
わ
か
る
喜

び
」
を
与
え
る
こ
と
が
大
事
な
こ
と
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
教
師
は
、
「
受

験
幻
想
」
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
生
徒
の
実
態
を
把
握
し
て
、
見
通
し

を
持
っ
た
授
業
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
自
分
は
教
え

る
の
か
」
と
い
う
自
己
へ
の
問
い
か
け
を
絶
え
ず
繰
り
返
す
べ
き
だ
と
岡
山

〉
円
ノ
。
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以
上
、
か
な
り
一
人
よ
が
り
な
こ
と
ば
か
り
述
べ
て
き
た
が
、
不
備
な
部

分
に
つ
い
て
は
若
輩
の
不
見
識
と
ご
笑
覧
い
た
だ
き
、
ご
助
言
、
ご
指
導
を

い
た
だ
け
れ
ば
と
願
う
次
第
で
あ
る
。

(
神
奈
川
県
立
川
崎
南
高
等
学
校
)


