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郷
土
や
地
域
に
着
目
し
た
古
典
の
指
導

― 「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
例
に 

―

宮
　
内
　
征
　
人

一
　
郷
土
や
地
域
に
着
目
し
た
古
典
指
導
の
先
行
研
究

　

平
成
二
十
年
版
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語

の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
が
新
設
さ
れ
、
小
学
校
の
段
階
か
ら
古
典
の
指
導
が

導
入
さ
れ
た
。小
学
校
の
段
階
か
ら
古
典
の
指
導
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

中
学
校
の
古
典
の
授
業
の
あ
り
方
も
変
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
論
に
お
い
て

は
、
郷
土
に
関
わ
る
古
典
を
見
つ
け
、
そ
の
価
値
を
再
発
見
さ
せ
る
た
め
の
郷

土
や
地
域
に
着
目
し
た
古
典
指
導
に
つ
い
て
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
例
に
論

じ
る
も
の
で
あ
る
。

　

郷
土
や
地
域
に
着
目
し
た
古
典
指
導
に
関
す
る
近
年
の
論
考
に
は
、例
え
ば
、

岩
間
正
則（

１
）の「

中
学
校
で
地
域
の
文
化
・
伝
統
を
活
か
す
教
材
開
発
を
考
え
る
」

や
米
田
猛
・
松
田
明
大（

２
）に

よ
る
「
中
学
校
国
語
科
古
典
指
導
に
お
け
る
「
地
域

教
材
」
の
開
発
試
論
」、
さ
ら
に
井
上
昌
典（

３
）の

「
郷
土
に
ま
つ
わ
る
古
典
の
教

材
化
の
試
み
」
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
神
奈
川
県
、
富
山
県
、
奈
良
県
を
そ

れ
ぞ
れ
題
材
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

　

岩
間
は
、単
元
「
神
奈
川
ゆ
か
り
の
短
歌
を
味
わ
う
」
を
設
定
し
、「
古
事
記
」

か
ら
現
代
短
歌
ま
で
幅
広
く
取
り
上
げ
る
。
学
習
者
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
た

め
に
、
振
り
仮
名
と
簡
単
な
解
釈
を
付
け
た
も
の
を
提
示
し
、
地
図
を
活
用
し

て
歌
と
場
所
と
の
関
連
を
確
認
さ
せ
た
。
さ
ら
に
、
気
に
入
っ
た
短
歌
を
取
り

上
げ
、
詞
書
き
も
創
作
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
学
習
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
見

ら
れ
る
。
振
り
仮
名
や
口
語
訳
を
つ
け
、
古
典
が
苦
手
な
学
習
者
へ
の
理
解
の

手
助
け
と
す
る
。
歌
と
地
理
と
の
関
係
性
か
ら
社
会
科
と
の
連
携
を
図
る
合
科

的
な
学
習
と
い
え
よ
う
。
気
に
入
っ
た
短
歌
を
選
ば
せ
る
こ
と
や
詞
書
き
を
書

か
せ
る
活
動
は
、
言
語
活
動
の
充
実
を
図
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

米
田
・
松
田
は
、
越
中
で
詠
ま
れ
た
「
越
中
万
葉
」
の
中
か
ら
大
伴
家
持
の

和
歌
六
首
と
家
持
が
都
で
詠
ん
だ
も
の
二
首
の
計
八
首
を
取
り
上
げ
、
越
中
の

「
雪
の
威
厳
と
崇
高
な
美
し
さ
」を
詠
む
家
持
の
雪
観
を
と
ら
え
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
の
実
践
の
ね
ら
い
は
、「
都
の
雪
歌
」
と
「
越
中
の
雪
歌
」
の
違
い

に
気
づ
か
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
越
中
の
雪
の
情
景
を
想
像
さ
せ
、
越
中
の
雪

に
対
す
る
家
持
の
思
い
を
考
え
さ
せ
て
い
る
。「
自
分
の
郷
土
に
新
た
な
発
見

を
し
て
い
る
」
様
子
や
「
郷
土
の
風
土
に
改
め
て
関
心
を
持
つ
感
想
」
が
学
習

者
の
反
応
か
ら
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
学
習
者
が
意
欲
的

に
和
歌
を
鑑
賞
し
、
郷
土
の
理
解
が
深
ま
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
地
域
教
材
の

有
効
性
や
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
。

　

井
上
は
、
奈
良
県
葛
城
市
の
当
麻
寺
に
ま
つ
わ
る
「
中
将
姫
説
話
」
や
同
市

に
伝
わ
る
「
孝
女
伊
麻
の
伝
承
」
を
教
材
と
し
て
活
用
し
た
。「
中
将
姫
伝
説
」

と
は
、「
出
家
し
た
中
将
姫
の
願
に
よ
り
、
観
音
の
化
女
が
蓮
糸
を
用
い
一
夜

で
曼
荼
羅
を
織
っ
た
と
す
る
仏
教
説
話
」
で
あ
る
。「
孝
女
伊
麻
の
伝
承
」
は
、
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「
父
親
に
対
す
る
姉
弟
の
孝
行
談
」
で
、「
人
々
は
姉
弟
の
孝
心
を
賞
賛
し
、
孝

行
の
鑑
と
し
た
」
と
い
わ
れ
る
。「
中
将
姫
説
話
」
で
は
古
典
と
民
話
と
の
共

通
点
や
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
、「
孝
女
伊
麻
の
伝
承
」
に
お
い
て
は
伝
承
に

関
し
て
複
数
の
資
料
の
比
較
読
み
を
さ
せ
、
そ
の
根
拠
を
考
え
さ
せ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
年
版
小
学
校
学
習
指
導
要
領
の
〔
第
一
学
年
及
び
第
二
学
年
〕
の

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
ア
ア
に
は
「
昔
話
や

神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
発
表
し
合
っ
た

り
す
る
こ
と
。」
と
あ
る
。
小
学
校
段
階
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に

親
し
む
態
度
の
育
成
を
目
指
し
て
い
る
。
井
上
実
践
で
は
、
民
話
を
取
り
上
げ

て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
グ
ル
ー
プ
学
習
で
民
話
と
の
共
通
点
、
相
違
点
を
明

ら
か
に
し
、説
話
が
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
理
由
を
考
え
さ
せ
て
い
る
。

　

三
論
考
は
、
関
東
、
北
陸
、
関
西
の
郷
土
に
関
わ
る
古
典
を
見
つ
け
、
そ
の

価
値
を
再
発
見
さ
せ
る
学
習
指
導
で
あ
る
。
古
典
の
世
界
に
親
し
み
、
伝
統
や

文
化
に
対
す
る
関
心
や
理
解
が
深
め
ら
れ
た
こ
と
が
成
果
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ

う
。
い
ず
れ
も
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
授
業
づ
く
り
に
つ
い
て
地
域
教
材
を
開

発
し
た
実
践
で
あ
る
が
、
課
題
も
あ
ろ
う
。
平
成
二
十
年
版
中
学
校
学
習
指
導

要
領
の
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の
ア
「
伝
統

的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」に
は
、次
の
よ
う
な
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
二
学
年

（
イ
）

古
典
に
表
わ
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
。

　

こ
の
事
項
に
つ
い
て
、
米
田
・
松
田
実
践
の
「
家
持
の
雪
観
」
に
は
見
ら
れ

る
も
の
の
、
他
に
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
に
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点

に
着
目
し
た
、
教
材
開
発
と
言
語
活
動
の
工
夫
が
で
き
な
い
か
。
地
域
教
材
を

活
用
す
る
こ
と
の
意
義
は
何
か
。
鹿
児
島
県
に
お
け
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
の

授
業
づ
く
り
に
つ
い
て
、
地
域
教
材
を
開
発
し
た
実
践
に
は
ど
の
よ
う
な
手
立

て
が
有
効
か
、
な
ど
が
本
論
に
お
け
る
問
題
意
識
と
な
っ
て
い
る
。

二
　「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
義

　

先
述
の
論
考
で
は
神
奈
川
県
、
富
山
県
、
奈
良
県
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
関

わ
る
古
典
を
扱
っ
て
い
た
。
鹿
児
島
県
に
お
い
て
も
、
郷
土
に
関
わ
る
古
典
が

あ
る
。「
島
津
い
ろ
は
歌
」で
あ
る
。取
り
上
げ
る
根
拠
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
島
津
い
ろ
は
歌
」
は
人
と
し
て
の
道
や
人
の
上
に
立
つ
も
の
の
心
得
を
詠
ん

で
い
る
。
家
臣
団
の
指
導
と
教
育
の
た
め
、
家
臣
団
と
し
て
の
規
律
を
理
解
し

や
す
い
よ
う
に
、
和
歌
の
形
を
採
っ
て
覚
え
や
す
い
よ
う
に
し
て
あ
り
、
年
少

の
者
で
も
諳
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
和
歌
に
薩
摩
人
と
し
て
の
誇
り
や
理
念

を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
込
め
た
古
典
で
あ
る
。
戦
国
の
世
に
作
ら
れ
た
と
は
い

え
、
先
人
の
教
え
を
包
含
す
る
和
歌
は
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
も
指

針
と
す
べ
き
で
あ
り
、
学
ぶ
価
値
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
は
、
島
津
家
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
島
津
忠た
だ

良よ
し

公（
４
）が

天

文
一
四
（
一
五
四
五
）
年
頃
に
、
合
戦
を
通
じ
て
学
ん
だ
こ
と
や
そ
れ
ま
で
の

人
生
経
験
、
そ
こ
か
ら
得
た
知
識
、
知
恵
を
歌
に
託
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
、
い

ろ
は
の
順
に
「
い
」
か
ら
「
す
」
ま
で
四
十
七
首
あ
る
。「
島
津
い
ろ
は
歌
」

は
人
と
し
て
の
道
や
人
の
上
に
立
つ
も
の
の
心
得
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
の

ち
に
薩
摩
藩
の
藩
教
育
の
基
本
と
な
り
、
役
人
た
ち
が
登
庁
す
る
と
ま
ず
、
三

首
を
拝
吟
し
て
か
ら
職
務
に
取
り
掛
か
っ
た
と
い
う
。
生
き
方
や
考
え
方
な
ど

普
遍
的
な
価
値
は
時
代
を
超
え
、
現
代
と
も
共
通
す
る
部
分
は
多
い
。
現
代
に
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お
い
て
、
自
分
の
生
き
方
や
考
え
方
に
つ
い
て
自
ら
を
問
い
直
す
「
島
津
い
ろ

は
歌
」
の
学
習
は
郷
土
を
よ
り
よ
く
知
り
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
態

度
の
育
成
か
ら
も
有
効
と
い
え
よ
う
。

　

武
久
康
高（

５
）は

、「
児
童
生
徒
が
郷
土
文
学
教
材
を
学
習
す
る
意
義
と
は
何
か
」

の
な
か
で
、
郷
土
教
材
学
習
の
意
義
を
、「
自
分
や
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
郷
土
へ

の
見
方
と
比
較
す
る
こ
と
で
作
者
の
見
方
を
相
対
化
す
る
」
及
び
「
郷
土
に
対

す
る
も
の
の
見
方
を
広
げ
、
深
め
る
」
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
郷
土
教
材
を

扱
っ
た
学
習
は
郷
土
と
自
己
と
の
関
係
性
を
見
つ
め
直
す
契
機
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
論
者
は
、
地
域
教
材
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
活
用
す
る
こ
と
の
意

義
と
し
て
、
次
の
要
件
を
提
示
す
る
。

Ⅰ　

学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
喚
起
し
、
学
習
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

Ⅱ　

実
物
に
触
れ
、実
体
験
に
基
づ
い
た
学
習
は
実
生
活
と
も
結
び
つ
き
、

確
か
で
豊
か
な
学
び
の
力
と
な
る
。

Ⅲ　

当
時
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、生
き
方
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
、

自
分
な
り
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅳ　

社
会
科
な
ど
全
て
の
教
科
に
お
い
て
関
連
付
け
た
学
習
が
展
開
で

き
、
多
様
な
学
習
活
動
が
期
待
で
き
る
。

Ⅴ　

郷
土
の
伝
統
や
文
化
に
対
す
る
関
心
や
理
解
を
深
め
、
郷
土
愛
を
育

む
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ⅰ
は
学
習
の
基
本
と
な
る
、
関
心
・
意
欲
を
示
し
て
い
る
。
鹿
児
島
市
や
鹿

児
島
県
の
歴
史
的
遺
産
に
つ
い
て
、
関
心
を
も
ち
、
そ
の
価
値
に
気
づ
く
こ
と

が
学
ぶ
意
欲
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
え
よ
う
。
Ⅱ
は
実
物
（「
島
津

い
ろ
は
歌
」）
に
触
れ
、
実
体
験
に
基
づ
い
た
学
習
は
生
活
と
結
び
つ
き
、
豊

か
で
確
か
な
学
び
と
な
る
。
Ⅲ
は
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
学
習
を
通
し
て
、
武

久
の
い
う
、「
郷
土
に
対
す
る
も
の
の
見
方
を
広
げ
、深
め
る
」こ
と
が
で
き
る
。

郷
土
と
自
己
と
の
関
係
性
を
見
つ
め
直
す
契
機
と
な
ろ
う
。
Ⅲ
は
「
一
」
で
の

課
題
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
Ⅳ
は
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
学
習
を
通
し
て
、

作
者
や
時
代
背
景
、
後
世
に
与
え
た
影
響
な
ど
に
つ
い
て
、
社
会
科
や
総
合
的

な
学
習
の
時
間
、
道
徳
な
ど
と
の
合
科
的
な
学
習
が
期
待
で
き
る
。
歴
史
学
習

の
好
き
な
学
習
者
が
知
的
好
奇
心
を
示
す
学
習
が
期
待
で
き
よ
う
。
Ⅴ
は
郷
土

の
伝
統
や
文
化
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
郷
土
愛
を
育
む
こ
と
が
で
き

る
。
以
上
の
五
つ
を
要
件
と
し
て
、
検
証
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。

三
　「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
指
導
計
画

　
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
に
つ
い
て
、
事
前
に
行
っ
た
対
象
学
級
（
一
年
一
組
）

で
の
調
査
で
は
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
表
れ
た（

６
）。

ア　

前
か
ら
知
っ
て
い
た
。
内
容
も
知
っ
て
い
る
。　

０
名
（
０
％
）

イ　

聞
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
よ
く
は
知
ら
な
い
。
13
名
（
41
％
）

ウ　

知
ら
な
い
、
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。　
　
　

19
名
（
59
％
）

　

薩
摩
藩
を
島
津
氏
が
長
ら
く
治
め
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、「
島
津

い
ろ
は
歌
」
に
つ
い
て
知
ら
な
い
学
習
者
は
約
六
割
も
い
た
。
ま
た
、「
島
津

い
ろ
は
歌
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
一
体
ど
ん
な
内
容
な

の
か
知
ら
な
い
学
習
者
が
約
四
割
い
た
。

　

こ
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
郷
土
や
地
域
に
着
目
し
た
古
典
指
導
と
し
て
、
郷
土

に
関
わ
る
古
典
を
見
つ
け
、
そ
の
価
値
を
再
発
見
さ
せ
る
授
業
を
中
学
一
年
生

に
お
い
て
実
践
す
る
こ
と
と
し
た
。
本
実
践
の
ね
ら
い
は
、
島
津
忠
良
公
の
遺
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訓
が
今
も
昔
も
変
わ
ら
ぬ
普
遍
的
な
価
値
を
持
ち
、
現
代
に
生
き
る
人
々
の
指

針
と
な
り
う
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
先
人
の
残
し
た
歴
史
的
遺

産
は
現
代
に
お
い
て
も
十
分
に
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　

教
科
書
の
古
典
の
教
材
に
郷
土
の
古
典
作
品
を
加
え
、
言
語
活
動
の
充
実
を

図
る
学
習
指
導
計
画
を
立
て
た
。
次
は
一
年
生
に
関
す
る
古
典
の
指
導
計
画
で

あ
る
。上
段
は
教
材
名
と
配
当
時
間
、下
段
に
は
教
材
の
主
な
目
標
を
示
し
た
。

郷
土
教
材
を
通
し
て
鹿
児
島
と
い
う
風
土
に
つ
い
て
考
え
、
精
神
性
と
自
己
と

の
関
係
性
を
見
つ
め
直
し
、
郷
土
愛
を
育
む
こ
と
を
目
指
し
た
。
教
科
書
は
三

省
堂
版
を
使
用
し
た
。

教
材
名
と
配
当
時
間

教
材
の
主
な
目
標

１年・10時間
・「
竹
取
物
語
」　　

 

（
４
）
・

古
典
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
な
が
ら
、
古
典

の
世
界
に
ふ
れ
る
。

・「
矛
盾
」　　
　
　

 

（
３
）
・

故
事
成
語
の
由
来
を
理
解
し
て
、
も
の
の

見
方
や
考
え
方
を
広
げ
る
。

・「
島
津
い
ろ
は
歌
」（
３
）
・�

仮
名
遣
い
に
注
意
し
和
歌
の
リ
ズ
ム
に
読

み
慣
れ
、
作
者
の
思
い
を
想
像
し
な
が
ら

古
典
和
歌
へ
の
関
心
を
も
つ
こ
と
。

　
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
指
導
は
三
時
間
配
当
と
し
、
次
の
よ
う
な
計
画
を
立

て
た
。〈
第
一
時
〉
の
「
背
景
と
な
る
歴
史
的
な
状
況
、
作
者
の
当
時
の
立
場

や
置
か
れ
て
い
た
状
況
な
ど
を
知
る
」
に
つ
い
て
は
、
配
慮
事
項
と
し
て
、
興

味
や
関
心
を
ひ
く
よ
う
に
、
内
容
の
理
解
を
助
け
る
程
度
に
と
ど
め
た
。〈
第

二
時
〉
は
、
和
歌
の
リ
ズ
ム
や
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
注
意
し
な
が
ら
、「
島
津

い
ろ
は
歌
」
を
音
読
し
、読
み
慣
れ
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
。〈
第
三
時
〉
は
、

「
島
津
い
ろ
は
歌
」
四
十
七
首
す
べ
て
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
中
学
生
が
理
解

で
き
そ
う
な
五
首
に
絞
っ
て
学
習
者
に
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
第
三
時
の
目

標
は
、「
意
見
を
交
換
し
な
が
ら
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
中
か
ら
好
き
な
一
首

を
選
び
、
そ
の
根
拠
を
書
く
。」
で
あ
る
。

〈
第
一
時
〉「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
背
景
と
な
る
歴
史
的
な
状
況
、
作
者
の
当

時
の
立
場
や
置
か
れ
て
い
た
状
況
な
ど
を
知
る
。

〈
第
二
時
〉
和
歌
の
リ
ズ
ム
や
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
注
意
し
な
が
ら
、「
島
津

い
ろ
は
歌
」
を
音
読
し
読
み
慣
れ
る
。

〈
第
三
時
〉
意
見
を
交
換
し
な
が
ら
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
中
か
ら
好
き
な

一
首
を
選
び
、
そ
の
根
拠
を
書
く
。　

※
後
述

　

第
一
時
は
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
背
景
と
な
る
歴
史
的
な
状
況
、
作
者
の

当
時
の
立
場
や
置
か
れ
て
い
た
状
況
な
ど
を
知
る
た
め
に
「
島
津
い
ろ
は
歌
」

全
歌
を
提
示
し
、
作
者
で
あ
る
島
津
忠
良
公
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
っ
た
。
ま

た
、
当
時
の
時
代
背
景
や
明
治
維
新
に
与
え
た
影
響
な
ど
に
つ
い
て
も
考
え
さ

せ
た
。

　

第
二
時
は
、
和
歌
の
リ
ズ
ム
や
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
注
意
さ
せ
な
が
ら
、「
島

津
い
ろ
は
歌
」
を
音
読
さ
せ
た
。
小
学
校
の
段
階
か
ら
古
典
の
指
導
が
導
入
さ

れ
た
と
は
い
え
、
中
学
一
年
生
が
接
す
る
古
典
和
歌
の
音
読
は
読
み
慣
れ
る
の

に
時
間
を
要
す
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
も
う
一
時
間
か
け
て
音
読
練
習
を
す
べ

き
で
あ
っ
た
こ
と
が
課
題
と
し
て
残
っ
た
。
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四
　
本
時
の
実
際
〈
第
三
時
〉

　

中
学
一
年
生
二
ク
ラ
ス
（
一
、二
組
）
に
対
し
、
検
証
授
業
を
行
っ
た
。

　

教
材
名　

古
典
の
世
界
に
触
れ
よ
う
―
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
よ
む
―

　

学
習
指
導
要
領
と
の
関
連

　
　
　
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
⑴

ア

　
［
第
一
学
年
］

ア
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

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
。

　

本
時
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
は
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質

に
関
す
る
事
項
〕
⑴
ア
の
ア
・
イ
で
あ
る
。

　

ア
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
い
ろ
は
歌
の
学
習
を
通
し
て
歴
史
的
仮
名
遣
い
が

読
め
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
韻
文
の
音
読
に
読
み
慣
れ
、「
島
津
い
ろ
は

歌
」
の
も
つ
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
に
つ
い

て
は
、
教
科
書
教
材
の
み
な
ら
ず
、
郷
土
の
古
典
を
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
り
、

「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
古
典
の
種
類
が
あ
る
こ
と
を
知
る

こ
と
は
、
郷
土
に
関
わ
る
古
典
を
見
つ
け
、
そ
の
価
値
を
再
発
見
さ
せ
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。
教
材
の
主
な
目
標
で
示
し
た
よ
う
に
、
作
者
の
思
い
を
想
像
し

な
が
ら
古
典
和
歌
へ
の
関
心
を
持
つ
こ
と
は
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
通
し
て
、

鹿
児
島
の
風
土
、
精
神
性
と
自
己
と
の
関
係
性
を
見
つ
め
直
す
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、中
学
一
年
生
の
理
解
の
手
助
け
と
な
る
よ
う
に
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」

を
読
み
味
わ
う
た
め
の
学
習
資
料
を
準
備
し
た
。【
図
１
】
は
本
時
に
お
い
て

活
用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
あ
る
。

【
図
１
】
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こ
こ
で
の
学
習
活
動
は
大
き
く
分
け
て
四
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
、五
首
の「
島

津
い
ろ
は
歌
」
か
ら
自
分
の
好
き
な
和
歌
一
首
を
選
び
、
そ
の
理
由
を
書
く
活

動
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
グ
ル
ー
プ
で
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
一
首
を
決
め
、

な
ぜ
、
グ
ル
ー
プ
で
そ
の
和
歌
を
選
ん
だ
の
か
、
そ
の
理
由
を
小
黒
板
に
書
き
、

黒
板
に
掲
示
し
、
全
員
で
共
有
を
図
る
活
動
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
五

首
に
共
通
す
る
点
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
考
え
さ
せ
る
活
動
で
あ
る
。
五
首

か
ら
何
が
わ
か
る
か
、
作
者
の
島
津
忠
良
公
が
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
を
考

え
さ
せ
る
、
主
題
と
も
関
わ
る
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
域
教
材
「
島
津
い
ろ

は
歌
」
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
義
の
、「
Ⅲ　

当
時
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、

生
き
方
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
、
自
分
な
り
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き

る
。」
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
四
つ
目
は
自
己
評
価
で
あ
る
。
授
業
を
振

り
返
り
、
Ａ
か
ら
Ｃ
の
中
か
ら
○
を
つ
け
さ
せ
、
感
想
も
書
か
せ
る
。
そ
し
て
、

な
ぜ
島
津
忠
良
公
は
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
散
文
に
せ
ず
に
韻
文
（
和
歌
）
に

し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
難
し
い
課
題
で
は
あ
る
が
、
深
ま

り
の
あ
る
話
し
合
い
を
想
定
し
た
。
次
は
、
本
時
の
実
際
で
あ
る
。

　
〈
本
時
の
実
際
〉

　

１　

こ
れ
ま
で
の
学
習
を
想
起
す
る
。

　

２　

本
時
の
学
習
を
確
認
す
る
。

　
　



口
語
訳
を
参
考
に
し
て
、
交
流
し
な
が
ら
、「
い
ろ
は
歌
」
か
ら
好
き

な
一
首
を
選
び
、
そ
の
根
拠
を
書
く
。

　

３　

五
つ
の
和
歌
を
音
読
し
、
内
容
を
理
解
す
る
。

　

４　

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
課
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　

５　

そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
で
発
表
す
る
。

　

６　

歌
の
共
通
点
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

導
入
は
前
時
の
振
り
返
り
と
本
時
の
学
習
目
標
を
確
認
さ
せ
た
。
グ
ル
ー
プ

の
メ
ン
バ
ー
と
交
流
し
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し

た
。
そ
し
て
、
好
き
な
（
選
ん
だ
）
理
由
を
根
拠
を
も
っ
て
説
明
で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
」
の
三
つ
の
プ
ロ
セ
ス
、

「
情
報
の
取
り
出
し
」「
解
釈
」「
熟
考
・
評
価
」
を
問
う
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も

の
で
あ
る

）
（
（

。
学
習
者
が
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
理
解
・
評
価
し
な
が
ら
読
む
力

を
高
め
、
郷
土
に
関
わ
る
古
典
の
価
値
を
再
発
見
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
ま
た
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
に
基
づ
い
て
自
分
の
思
い
や
考
え
を
書
く
こ

と
も
目
指
し
て
い
る
。
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
り
書
い
た
り
す
る
言
語
活
動
を

設
定
し
た
。

　

第
一
時
、
第
二
時
を
終
え
た
実
感
と
し
て
、
す
ら
す
ら
と
読
め
る
よ
う
に
な

る
の
に
時
間
が
か
か
り
、「
竹
取
物
語
」の
学
習
を
終
え
た
中
学
一
年
生
に
は「
島

津
い
ろ
は
歌
」
が
難
解
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
四
十
七
首
す
べ
て
を

扱
う
の
で
は
な
く
、「
私
た
ち
現
代
人
が
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
上
で
考
え
た

い
和
歌
」
と
し
て
、
五
首
に
絞
っ
て
考
え
さ
せ
た
。
五
首
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。①

は
か
な
く
も
明
日
の
命
を
た
の
む
か
な
今
日
も
今
日
も
と
学
び
を
ば
せ
で

②
似
た
る
こ
そ
友
と
し
よ
け
れ
交
ら
ば
わ
れ
に
ま
す
人
お
と
な
し
き
人

③
下
手
ぞ
と
て
我
と
ゆ
る
す
な
稽
古
だ
に
つ
も
ら
ば
ち
り
も
や
ま
と
こ
と
の
は

④
流る
づ
う通

す
と
貴
人
や
君
が
物
が
た
り
は
じ
め
て
き
け
る
顔
も
ち
ぞ
よ
き

⑤
よ
き
あ
し
き
人
の
上
に
て
身
を
み
が
け
友
は
か
が
み
と
な
る
も
の
ぞ
か
し

　

五
首
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
習
者
は
話
し
合
い
の
焦
点
化
が
可
能
に

な
る
。
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
話
し
合
い
の
広
が
り
や
深
ま
り
が
期
待

で
き
る
。
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な
お
、【
図
２
】
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
意
し
た
。

【
図
２
】

　

◎
に
は
ま
ず
和
歌
に
関
す
る
事
柄
を
挙
げ
、
学
習
者
に
考
え
さ
せ
た
。
そ
し

て
、
和
歌
の
語
句
に
つ
い
て
押
さ
え
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
授
業
者
に
よ
る
口
語

訳
を
ふ
ま
え
、
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
る
と
ど
の
よ
う
に
な
る
か
を
考
え
さ

せ
る
。
ま
と
め
と
し
て
、
そ
の
和
歌
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
感
想
を
持
っ
た

か
を
考
え
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
学
習
に
よ
っ
て
和
歌
の
内
容
理
解
に
迫
る

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
工
夫
を
行
っ
た
。
冒
頭
、
中
学
校
に
お
け
る
古
典
の
指
導
の

あ
り
方
が
変
わ
っ
た
と
述
べ
た
よ
う
に
、
古
語
辞
典
を
活
用
し
て
調
べ
る
こ
と

は
高
等
学
校
で
の
古
典
の
学
習
に
つ
な
が
る
と
い
え
よ
う
。

五
　
検
証
授
業
の
考
察

　

次
は
一
年
一
組
（
三
十
二
名
）
が
個
人
で
選
ん
だ
和
歌
を
多
い
順
に
並
べ
、

内
訳
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

①
「
は
か
な
く
も
明
日
の
命
を
…
」　　

13
名　
（

40
％

）

　
　
　

③
「
下
手
ぞ
と
て
我
と
ゆ
る
す
な
…
」　

12
名　
（

38
％

）

　
　
　

⑤
「
よ
き
あ
し
き
人
の
上
に
て
…
」　　

4
名　
（

13
％

）

　
　
　

②
「
似
た
る
こ
そ
友
と
し
よ
け
れ
…
」　

3
名　
（

9
％

）

　
　
　

④
「
流
通
す
と
貴
人
や
君
が
…
」　　
　

0
名　
（

0
％

）

　

ま
ず
、
最
も
多
か
っ
た
①
の
、「
は
か
な
く
も
明
日
の
命
を
…
」
の
歌
を
選

択
し
た
根
拠
と
し
て
は
、「
自
分
が
い
つ
も
明
日
に
の
ば
し
て
、
全
然
努
力
を

し
な
い
か
ら
、
今
の
自
分
に
合
っ
て
い
る
歌
だ
と
思
っ
た
か
ら
」、「
今
の
こ
の

と
き
を
大
切
に
す
る
と
す
ご
く
感
じ
た
か
ら
」、「
こ
う
い
う
経
験
が
自
分
に
も

あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
い
い
と
思
っ
た
」
等
、
先
延
ば
し
や
後
回
し
と
い
っ
た
言

葉
を
用
い
て
自
分
の
経
験
に
ひ
き
つ
け
て
書
い
て
い
た
。
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③
の
「
下
手
ぞ
と
て
我
と
ゆ
る
す
な
…
」
を
選
ん
だ
根
拠
と
し
て
は
、「
自

分
を
下
手
だ
と
卑
下
し
て
努
力
を
怠
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
、
継
続
は

力
な
り
と
い
う
意
味
が
い
い
と
思
っ
た
か
ら
」
や
「
下
手
だ
か
ら
こ
そ
練
習
を

た
く
さ
ん
す
れ
ば
い
い
ん
だ
な
と
思
っ
た
か
ら
」
等
、
部
活
動
で
の
体
験
に
ひ

き
つ
け
て
書
い
て
い
る
学
習
者
が
目
立
っ
た
。

　

⑤
の
「
よ
き
あ
し
き
人
の
上
に
て
…
」
を
選
ん
だ
者
は
、「
五
首
の
中
で
自

分
に
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
か
ら
。
特
に
、
友
人
を
み
て
良
い
と
こ
ろ
は
ま
ね
て
、

自
分
を
み
が
く
と
い
う
の
が
心
に
残
っ
た
」
や
「
こ
の
歌
は
と
て
も
説
得
力
が

あ
る
か
ら
で
す
。
人
の
い
い
と
こ
ろ
は
見
習
い
、
悪
い
と
こ
ろ
は
反
省
す
る
と

い
う
の
が
と
て
も
い
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
」
等
を
記
し
て
い
た
。

　

②
の
「
似
た
る
こ
そ
友
と
し
よ
け
れ
…
」
に
つ
い
て
は
、
部
活
動
で
取
り
組

ん
で
い
る
サ
ッ
カ
ー
を
例
に
挙
げ
、「
上
を
目
指
す
と
き
に
、
二
年
の
人
や
自

分
よ
り
う
ま
い
人
を
選
ん
で
練
習
し
て
い
る
か
ら
」
と
述
べ
て
い
た
。

　
【
写
真
１
】
は
黒
板
に
和
歌
と
小
黒
板
を
掲
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
個
」
の

学
習
か
ら
四
人
編
成
の
九
グ
ル
ー
プ
を
作
ら
せ
た
。個
人
の
考
え
を
述
べ
合
い
、

好
き
な
歌
を
一
つ
に
絞
っ
て
選
ぶ
活
動
に
お
い
て
も
、
一
組
の
場
合
、
①
「
は

か
な
く
も
明
日
の
命
を
…
」
を
選
ん
だ
グ
ル
ー
プ
が
三
グ
ル
ー
プ
あ
り
、「
自

分
た
ち
も
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
し
、
誰
も
が
そ
う
で
あ
る
と
思
う
か
ら
」
と

書
い
た
小
黒
板
を
掲
示
し
た
。

　

②
「
似
た
る
こ
そ
友
と
し
よ
け
れ
…
」
を
選
ん
だ
グ
ル
ー
プ
も
①
同
様
、
三

グ
ル
ー
プ
あ
っ
た
。「
自
分
よ
り
優
れ
た
人
を
選
ん
だ
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
わ
か
っ
て
お
も
し
ろ
い
か
ら
」「
自
分
の
進
歩
の
た
め
に
も
こ
う
し
て
い
け

ば
い
い
の
か
な
と
思
っ
た
か
ら
」
と
小
黒
板
を
掲
示
し
た
。

【
写
真
１
】

　

⑤
「
よ
き
あ
し
き
人
の
上
に
て
…
」
を
選
ん
だ
の
は
二
グ
ル
ー
プ
あ
り
、

③
「
下
手
ぞ
と
て
我
と
ゆ
る
す
な
…
」
を
選
ん
だ
の
は
一
グ
ル
ー
プ
、
④
を
選

ん
だ
グ
ル
ー
プ
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。
④
の
歌
を
選
ん
だ
の
が
二
ク
ラ
ス
と
も

い
な
か
っ
た
の
は
、
生
活
経
験
が
乏
し
い
た
め
に
、
中
学
一
年
生
に
は
歌
意
が

と
ら
え
に
く
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

「
は
か
な
く
も
明
日
の
命
を
た
の
む
か
な

 

今
日
も
今
日
も
と
学
び
を
ば
せ
て
」（
和
歌
）

「
自
分
た
ち
も
経
験
し
た
こ
と

が
あ
る
し
、
誰
も
が
そ
う
で

あ
る
と
思
う
か
ら
」（
小
黒
板
）
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な
ぜ
、
そ
の
和
歌
に
学
習
者
が
共
感
で
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
共
感
で
き
な

か
っ
た
か
を
考
察
す
る
。①
の
和
歌
を
選
ん
だ
学
習
者
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
、

「
人
間
の
弱
さ
を
戒
め
た
こ
と
」
に
共
感
し
た
か
ら
で
あ
り
、
怠
け
心
が
生
じ

る
こ
と
を
自
分
に
重
ね
合
わ
せ
て
と
ら
え
た
か
ら
で
あ
る
。
①
と
②
が
全
体
の

八
割
を
占
め
て
い
る
の
は
、
四
百
年
前
に
書
き
記
し
た
忠
良
公
の
思
い
が
中
学

生
に
も
理
解
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
⑤
に
つ
い
て
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
道

徳
色
の
濃
い
、
耳
の
痛
い
表
現
に
思
え
た
の
で
は
な
い
か
。
④
を
選
ん
だ
学
習

者
が
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
は
、「
先
輩
へ
の
礼
儀
」
や
「
経
験
豊
か
な
先
輩

の
一
言
一
句
に
は
千
鈞
の
重
み
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
と
ら
え
き
れ

な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

終
末
の
、「
五
つ
の
歌
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
」

と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
次
の
表
現
が
見
ら
れ
た
。

・
若
者
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

・
誰
も
が
経
験
の
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

・
大
人
で
も
子
ど
も
で
も
心
が
け
て
い
き
た
い
こ
と
が
歌
っ
て
あ
る
。

・
自
分
を
進
歩
さ
せ
る
ア
ド
バ
イ
ス
が
書
い
て
あ
る
。

・
自
分
を
改
め
る
、
も
し
く
は
自
分
を
磨
く
た
め
の
手
段
を
書
い
て
い
る

・
人
を
思
い
や
る
こ
と

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
は
、「
若
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

で
、「
誰
で
も
経
験
の
あ
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
人
を
思
い
や
る
こ
と
」
で
も
あ

り
、「
自
分
を
改
め
磨
く
」
歌
と
な
る
。
い
ず
れ
も
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
本

質
を
と
ら
え
た
表
現
と
い
え
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
あ
る
べ
き
人
の
心
が
和

歌
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
表
現
で
あ
る
。

　

左
は
授
業
の
感
想
や
意
見
を
書
か
せ
た
も
の
で
あ
る
。

��

〈
和
歌
に
つ
い
て
〉

・
島
津
い
ろ
は
歌
が
四
十
七
首
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
り
、
人

生
で
生
き
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

・
言
葉
は
難
し
い
け
ど
、
意
味
を
考
え
た
ら
、
す
ご
く
深
い
言
葉
な
ん
だ

な
と
思
い
ま
し
た
。
い
い
歌
も
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。

・
こ
の
い
ろ
は
歌
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
教
訓
が
あ
る
な
と
思
っ
た
。
五
つ

の
歌
に
は
学
ば
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

��

〈
授
業
を
振
り
返
っ
て
、
伝
え
合
い
に
つ
い
て
〉

・
五
首
の
歌
に
つ
い
て
よ
く
わ
か
っ
た
。
自
分
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
で
な
く

ほ
か
の
グ
ル
ー
プ
の
意
見
も
聞
け
て
よ
か
っ
た
。

��

〈
今
と
昔
の
比
較
、
普
遍
性
に
つ
い
て
〉

・
昔
の
人
も
「
今
日
は
疲
れ
た
か
ら
明
日
に
し
よ
う
」
と
思
う
気
持
ち
が

あ
っ
た
こ
と
が
い
ろ
は
歌
で
わ
か
っ
た
。
時
間
を
大
切
に
し
な
い
と
い

け
な
い
。

��

〈
古
典
に
つ
い
て
、
島
津
忠
良
公
に
つ
い
て
〉

・
古
典
を
も
っ
と
知
り
た
い
。
島
津
家
の
歴
史
を
調
べ
た
い
。

・
島
津
い
ろ
は
歌
は
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
が
か
い
て
あ
っ
た
か
ら
、
島

津
忠
良
公
は
す
ご
い
人
だ
な
と
思
っ
た
。

　

授
業
の
感
想
や
意
見
を
も
と
に
、
地
域
教
材
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
活
用
す

る
こ
と
の
意
義
に
照
ら
し
て
考
察
す
る
。〈
今
と
昔
の
比
較
、普
遍
性
に
つ
い
て
〉

に
あ
る
よ
う
に
、「
昔
の
人
も
『
今
日
は
疲
れ
た
か
ら
明
日
に
し
よ
う
』
と
思

う
気
持
ち
が
あ
っ
た
こ
と
が
い
ろ
は
歌
で
わ
か
っ
た
。
時
間
を
大
切
に
し
な
い

と
い
け
な
い
。」、
ま
た
〈
和
歌
に
つ
い
て
〉
の
、「
島
津
い
ろ
は
歌
が
四
十
七

首
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
あ
り
、
人
生
で
生
き
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
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が
記
さ
れ
て
い
る
。」
に
つ
い
て
、
時
間
が
有
限
で
あ
る
こ
と
は
今
も
昔
も
変

わ
ら
な
い
こ
と
を
理
解
し
、
先
延
ば
し
を
諫
め
る
古
人
の
教
え
に
学
習
者
は
共

感
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
、
地
域
教
材
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
活
用

す
る
こ
と
の
意
義
の
、「
Ⅱ　

実
物
に
触
れ
、
実
体
験
に
基
づ
い
た
学
習
は
実

生
活
と
も
結
び
つ
き
、
確
か
で
豊
か
な
学
び
の
力
と
な
る
。」
及
び
、「
Ⅲ　

当

時
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
生
き
方
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
、
自
分
な
り

の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。」
の
有
効
性
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
、〈
古
典
に
つ
い
て
、
島
津
忠
良
公
に
つ
い
て
〉
の
、「
古
典
を
も
っ
と

知
り
た
い
。
島
津
家
の
歴
史
を
調
べ
た
い
。」「
島
津
い
ろ
は
歌
は
、
と
て
も
大

切
な
こ
と
が
か
い
て
あ
っ
た
か
ら
、
島
津
忠
良
公
は
す
ご
い
人
だ
な
と
思
っ

た
。」
に
は
、地
域
教
材
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
義
の
、「
Ⅳ　

社
会
科
な
ど
全
て
の
教
科
に
お
い
て
関
連
付
け
た
学
習
が
展
開
で
き
、
多
様
な

学
習
活
動
が
期
待
で
き
る
。」
及
び
、「
Ⅴ　

郷
土
の
伝
統
や
文
化
に
対
す
る
関

心
や
理
解
を
深
め
、
郷
土
愛
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
。」
を
指
し
示
す
も
の
で

あ
り
、
古
典
の
学
習
に
広
が
り
や
深
ま
り
を
も
た
ら
す
。
発
展
学
習
と
し
て
課

題
レ
ポ
ー
ト
を
課
す
な
ど
の
学
習
も
考
え
ら
れ
る
。

　

学
習
者
は
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
に
対
し
て
、〈
和
歌
に
つ
い
て
〉〈
伝
え
合
い

に
つ
い
て
〉〈
今
と
昔
の
比
較
、
普
遍
性
に
つ
い
て
〉〈
古
典
に
つ
い
て
、
島
津

忠
良
公
に
つ
い
て
〉
と
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
興
味
や
関
心
を
示
し
て
い
た
。

　

本
学
習
に
お
い
て
、
ま
ず
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
習
得
し
、
音
読
で
読
み
慣
れ
、

古
典
の
世
界
に
親
し
ま
せ
た
。「
言
葉
は
難
し
い
け
ど
、
意
味
を
考
え
た
ら
、

す
ご
く
深
い
言
葉
な
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
い
い
歌
も
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
楽

し
か
っ
た
で
す
。」
と
い
う
感
想
か
ら
、
こ
れ
ら
の
和
歌
を
教
訓
と
し
て
自
分

の
生
き
方
の
参
考
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
点
は
、
地
域
教

材
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
義
の
、「
Ⅰ　

学
習
者
の
興
味
・

関
心
を
喚
起
し
、
学
習
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
及
び
、「
Ⅲ　

当
時

の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
生
き
方
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
、
自
分
な
り
の

考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。」
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。
意
欲
、
関
心
の

高
さ
は
、
次
の
自
己
評
価
の
集
計
結
果
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

　

次
は
、
学
習
者
の
自
己
評
価
（
振
り
返
り
）
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

①　

好
き
な
一
首
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
か
。

　
　

Ａ
（
9（
％
）　　

Ｂ
（
3
％
）　　

Ｃ
（
0
％
）

②　

好
き
な
一
首
を
選
ん
だ
理
由
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
か
。

　
　

Ａ
（
84
％
）　　

Ｂ
（
13
％
）　　

Ｃ
（
3
％
）

③　

班
員
の
考
え
や
意
見
を
聞
い
て
自
分
の
意
見
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

た
か
。

　
　

Ａ
（
25
％
）　　

Ｂ
（
63
％
）　　

Ｃ
（
9
％
）　　

Ｄ
無
回
答
（
3
％
）

　

①
の
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
に
関
心
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
全
員
が

Ａ
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
②
の
、
好
き
な
一
首
を
選
び
、
そ
の
理

由
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
も
、
Ａ
と
答
え
た
者
が
八
割
を
超
え
た
。
①
と
②
は

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
「
情
報
の
取
り
出
し
」
及
び
「
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
」
等
に

関
す
る
質
問
項
目
で
あ
る
。
ま
た
、
③
の
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
こ
と
が
で

き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
は
一
割
程
度
い
た
も
の
の
、
Ａ
と
Ｂ
を

合
わ
せ
て
九
割
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、学
習
者
の
感
想
や
自
己
評
価
な
ど
か
ら
、

地
域
教
材
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
義
の
有
効
性
を
示
す
こ

と
が
で
き
た
。

　

終
末
の
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
が
す
べ
て
五
・
七
・
五
・
七
・
七
の
短
歌
の
形
式

を
と
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
一
年
生
に
は
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難
解
で
あ
っ
た
の
か
、
二
ク
ラ
ス
と
も
意
見
が
出
な
か
っ
た
。「
そ
れ
は
忠
良

公
が
家
臣
団
の
指
導
と
教
育
の
た
め
、
家
臣
団
と
し
て
の
規
律
を
理
解
し
や
す

い
よ
う
に
和
歌
に
よ
っ
て
覚
え
や
す
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
年
少
の
者

で
も
諳
ん
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
だ
」
と
授
業
者
か
ら
ヒ
ン
ト
を

出
し
な
が
ら
引
き
出
す
こ
と
に
な
り
、
も
う
少
し
時
間
を
確
保
し
て
じ
っ
く
り

と
考
え
さ
せ
た
か
っ
た
と
課
題
が
残
っ
た
。
ま
た
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
の
理

解
が
深
ま
る
た
め
に
、や
や
長
め
の
ま
と
ま
っ
た
文
章
を
書
か
せ
る
な
ど
、ワ
ー

ク
シ
ー
ト
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
。

　

今
回
の
実
証
授
業
は
中
学
一
年
生
に
対
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。こ
の「
島

津
い
ろ
は
歌
」
の
実
践
を
中
学
二
年
生
や
三
年
生
を
対
象
に
行
っ
て
み
て
も
よ

い
。
二
年
生
や
三
年
生
に
は
そ
れ
ぞ
れ
発
達
段
階
に
応
じ
た
言
語
活
動
例
や
指

導
法
が
考
え
ら
れ
る
。
指
導
法
の
工
夫
改
善
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

六
　
結
論

　

本
論
に
お
い
て
、
ま
ず
郷
土
や
地
域
に
着
目
し
た
古
典
指
導
の
先
行
研
究
か

ら
検
討
を
加
え
、
成
果
と
課
題
を
抽
出
し
、
鹿
児
島
県
に
関
わ
る
古
典
「
島
津

い
ろ
は
歌
」
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
義
を
導
き
出
し
た
。
五
つ
の
要
件
を
再
掲

す
る
。

Ⅰ　

学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
喚
起
し
、
学
習
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

Ⅱ　

実
物
に
触
れ
、実
体
験
に
基
づ
い
た
学
習
は
実
生
活
と
も
結
び
つ
き
、

確
か
で
豊
か
な
学
び
の
力
と
な
る
。

Ⅲ　

当
時
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、生
き
方
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
、

自
分
な
り
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅳ　

社
会
科
な
ど
全
て
の
教
科
に
お
い
て
関
連
付
け
た
学
習
が
展
開
で

き
、
多
様
な
学
習
活
動
が
期
待
で
き
る
。

Ⅴ　

郷
土
の
伝
統
や
文
化
に
対
す
る
関
心
や
理
解
を
深
め
、
郷
土
愛
を
育

む
こ
と
が
で
き
る
。

　

地
域
教
材
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
活
用
す
る
こ
と
の
意
義
の
有
効
性
を
確
認

す
る
た
め
に
、「
仮
名
遣
い
に
注
意
し
和
歌
の
リ
ズ
ム
に
読
み
慣
れ
、
作
者
の

思
い
を
想
像
し
な
が
ら
古
典
和
歌
へ
の
関
心
を
も
つ
こ
と
」
を
目
標
と
し
て
、

検
証
授
業
に
取
り
組
ん
だ
。
本
実
践
の
ね
ら
い
は
、
島
津
忠
良
公
の
遺
訓
が
今

も
昔
も
変
わ
ら
ぬ
普
遍
的
な
価
値
を
持
ち
、
現
代
に
生
き
る
人
々
の
指
針
と
な

り
う
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
学
習
者
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
記
述

や
自
己
評
価
の
集
計
結
果
か
ら
も
、「
島
津
い
ろ
は
歌
」
を
活
用
す
る
こ
と
の

意
義
の
有
効
性
を
確
認
で
き
た
。
郷
土
に
関
わ
る
古
典
を
見
つ
け
、
そ
の
価
値

を
再
発
見
さ
せ
る
こ
と
の
有
効
性
が
示
さ
れ
た
。

　
「
島
津
い
ろ
は
歌
」
は
、
薩
摩
人
と
し
て
、
あ
る
べ
き
人
の
心
を
和
歌
に
し

た
古
典
で
あ
る
。
戦
国
の
世
に
作
ら
れ
た
と
は
い
え
、生
き
方
を
教
え
る
な
ど
、

こ
れ
ら
の
教
え
に
存
在
す
る
普
遍
的
な
価
値
は
現
代
社
会
に
も
学
ぶ
と
こ
ろ
は

多
い
。
今
回
の
郷
土
や
地
域
に
着
目
し
た
古
典
の
学
習
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
二

年
次
、
三
年
次
と
系
統
性
を
も
た
せ
た
古
典
の
学
習
の
実
践
を
継
続
し
て
い
き

た
い
。

注

（
１
）
岩
間
正
則
「
中
学
校
で
地
域
の
文
化
・
伝
統
を
活
か
す
教
材
開
発
を
考

え
る
」『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
日
本
国
語
教
育
学
会　

二
〇
〇
九
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（
２
）米
田
猛
・
松
田
明
大「
中
学
校
国
語
科
古
典
指
導
に
お
け
る「
地
域
教
材
」

の
開
発
試
論
」
富
山
大
学
人
間
発
達
科
学
部
紀
要
第
二
巻
第
二
号　

二
〇
〇
八

（
３
）
井
上
昌
典
「
郷
土
に
ま
つ
わ
る
古
典
の
教
材
化
の
試
み
Ⅰ
・
Ⅱ
」『
全
国

大
学
国
語
教
育
学
会
発
表
要
旨
集
』
二
〇
〇
七
、二
〇
〇
八

（
４
）
島
津
忠
良
（
一
四
九
二
〜
一
五
六
八
）
は
島
津
氏
の
支
族
伊い

作ざ
く

領
主
の

伊
作
喜
久
の
子
で
あ
る
。
三
十
五
歳
の
と
き
、
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
三
国

を
支
配
し
た
。
一
五
二
七
年
に
出
家
し
て
日じ
っ

新し
ん

斎
と
名
乗
り
、
永
禄
一
一

（
一
五
六
八
）
年
に
七
十
七
歳
で
没
す
る
。
義
久
・
義
弘
は
い
ず
れ
も
忠
良

の
孫
で
幼
少
か
ら
祖
父
忠
良
の
薫
陶
を
受
け
て
い
た
。「
島
津
い
ろ
は
歌
」

が
、
後
の
薩
摩
藩
郷ご

中じ
ゅ
う

教
育
の
基
本
と
な
り
、
藩
主
の
教
育
は
も
と
よ
り
、

幕
末
維
新
の
西
郷
隆
盛
や
大
久
保
利
通
、
東
郷
平
八
郎
ら
の
生
き
方
や
考

え
方
に
も
影
響
を
与
え
た
。

（
５
）
武
久
康
高
「
児
童
生
徒
が
郷
土
文
学
教
材
を
学
習
す
る
意
義
と
は
何
か
」

　
　
『
国
語
教
育
研
究
』
広
島
大
学
国
語
教
育
学
会　

二
〇
一
三

（
６
）
本
実
践
は
、
平
成
二
十
三
年
度
に
前
勤
務
校
の
出
水
市
立
出
水
中
学
校

の
一
年
一
組
と
二
組
を
対
象
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
７
）
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
二
〇
〇
九
の
調
査
か
ら
「
読
解
力
の
三
つ
の
側
面
」
が
「
情

報
へ
の
ア
ク
セ
ス
」「
統
合
・
解
釈
」「
熟
考
・
評
価
」
に
改
ま
っ
た
。
本

論
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
ま
で
の
「
読
解
力
の
三
つ
の
側
面
」
を
使

用
し
て
い
る
。

参
考
・
引
用
文
献

井
上
昌
典
（
二
〇
〇
七
）「
郷
土
に
ま
つ
わ
る
古
典
の
教
材
化
の
試
み
（
Ⅰ
）」

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
発
表
要
旨
集
、
一
五
九
―
一
六
〇
頁

井
上
昌
典
（
二
〇
〇
八
）「
郷
土
に
ま
つ
わ
る
古
典
の
教
材
化
の
試
み
（
Ⅱ
）」

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
発
表
要
旨
集
、
二
四
三
―
二
四
六
頁

岩
間
正
則
（
二
〇
〇
九
）「
中
学
校
で
地
域
の
文
化
・
伝
統
を
活
か
す
教
材
開

発
を
考
え
る
」
月
刊
国
語
教
育
研
究　

日
本
国
語
教
育
学
会
、
一
六
―

二
一
頁

河
野
庸
介
編
（
二
〇
〇
八
）『
中
学
校
新
学
習
指
導
要
領
の
展
開　

国
語
科
編
』

明
治
図
書

国
語
教
育
探
求
の
会
（
二
〇
一
四
）『
国
語
教
育
探
求
』
第
二
七
号

米
田
猛
・
松
田
明
大
（
二
〇
〇
八
）「
中
学
校
国
語
科
古
典
指
導
に
お
け
る
「
地

域
教
材
」の
開
発
試
論
」富
山
大
学
人
間
発
達
科
学
部
紀
要
第
二
巻
第
二
号
、

一
―
一
二
頁

武
久
康
高
（
二
〇
一
三
）「
児
童
生
徒
が
郷
土
文
学
教
材
を
学
習
す
る
意
義
と

は
何
か
」
国
語
教
育
研
究　

五
四
号
、
二
三
―
三
一
頁

中
洌
正
堯（
二
〇
〇
一
）『
教
養
総
合
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
た
め
の
基
礎
論
文
集
成
』

私
家
版

堀
江
祐
爾
（
二
〇
〇
七
）『
国
語
科
授
業
再
生
の
た
め
の
五
つ
の
ポ
イ
ン
ト
』

明
治
図
書

宮
内
征
人
（
二
〇
一
二
）「
北
播
磨
の
時
代
的
・
文
化
的
背
景
と
関
連
付
け
る

古
典
の
指
導
」
解
釈　

第
五
十
八
巻
、
六
六
六
集
、
解
釈
学
会
、
三
五
―

四
二
頁
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日
本
国
語
教
育
学
会
（
二
〇
〇
八
）『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』　

第
四
三
巻　

四
二
九
集

文
部
科
学
省
（
二
〇
〇
八
）『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』

文
部
科
学
省
（
二
〇
〇
八
）『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
』
東
洋

館
出
版
社

文
部
科
学
省
（
二
〇
〇
八
）『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
』
東
洋

館
出
版
社

　

な
お
、
学
習
資
料
を
作
成
す
る
上
で
以
下
を
参
照
し
た
。

渡
邊
盛
衛
（
一
九
一
〇
）『
島
津
日
新
公
』
東
京
啓
発
舎

門
田
邦
義
（
一
九
三
八
）『
島
津
日
新
公
い
ろ
は
歌
解
説
』
金
海
堂
書
店

尚
古
集
成
館
編
（
一
九
九
二
）『
日
新
公
い
ろ
は
歌
』
尚
古
集
成
館

髙
城
書
房
編
集
部
（
二
〇
〇
〇
）『
島
津
日
新
公
い
ろ
は
歌
』
髙
城
書
房

熊
倉
江
美
『
子
ど
も
た
ち
に
…
い
に
し
へ
の
い
ろ
は
こ
と
ば
』（
二
〇
〇
二
）

ペ
ン
ギ
ン
社

（
み
や
う
ち　

ゆ
き
と
・
鹿
児
島
市
立
南
中
学
校
）


