
こ
れ
は
、
過
日
大
阪
市
立
天
王
寺
中
学
校
で
開
催
さ
れ
た
全
国
国
語
教
育
講

演
、
な
ら
び
に
協
議
会
の
席
上
研
究
発
表
し
た
論
旨
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
は
山
の
分
教
場

ぼ
く
ら
は
山
の
子

朗
読
詩
指
導
の
問
題
点

い
く
に
ち
か
の
旅
を
し
て

川
し
も
は
海
に
な
る
の
だ
っ
て

そ
こ
に
は
大
き
な
町
と
港
が
あ
る
の
だ
っ
て

枯
れ
草
の
か
げ
小
石
の
う
え

ぼ
く
ら
が
毎
日
わ
た
る

橋
の
下
を
洗
れ
て

大
き
な
大
き
な
川
に
な
る
の
だ
っ
て

い
く
つ
か
の
村
を
通
り

Ｉ
川
の
ゆ
く
え 朗

読
詩
指
導
の
問
題
点

ｌ
中
学
校
国
語
科
単
元
「
朗
読
し
て
味
わ
う
」
よ
り
Ｉ

I

六
木
実

ｒ

午
前
の
森
に
し
か
が
す
わ
っ
て
い
る

そ
の
せ
な
か
に
そ
の
つ
の
の
影

弾
道
を
え
が
い
て

・
あ
ぶ
が
一
び
き
き
と
ん
で
く
る
．

は
る
か
な
谷
川
を
き
い
て
い
る

あ
あ
ぼ
く
ら
の
知
ら
な
い
海

に
ぎ
や
か
左
大
き
な
町

ぼ
く
ら
は
い
つ
か
い
く
だ
ろ
う

川
を
く
だ
っ
て

ぼ
く
ら
一
は
い
つ
か
み
る
だ
ろ
う

山
を
な
が
め
な
が
ら
雨
の
午
後

先
生
は
遠
い
国
の
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た

Ⅱ
し
か

樋

口

ほ
ん
と
う
の
海
を

日
日

四

三
好
達
治

一



こ
れ
ら
の
詩
は
、
い
ず
れ
も
表
記
し
た
単
元
の
表
題
「
朗
読
し
て
味
わ
う
」

に
取
材
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
ら
の
詩
に
対
し
て
、
単
元

の
趣
旨
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
実
施
し
よ
う
と
考
え
、
詩
型
、
韻
律
、
そ
の
他

か
ら
た
ち
の
花
が
咲
い
た
よ
。

白
い
、
白
い
、
花
が
咲
い
た
よ
。

か
ら
た
ち
も
秋
は
み
の
る
よ
。

ま
る
い
ま
る
い
金
の
た
ま
だ
よ
◎

か
ら
た
ち
の
と
げ
は
い
た
い
よ
。

青
い
青
い
針
の
と
げ
だ
よ
。

か
ら
た
ち
の
そ
ば
で
泣
い
た
よ
。

み
ん
な
み
ん
な
や
さ
し
か
っ
た
よ
。

か
ら
た
ち
は
畑
の
か
き
ね
よ
。

い
つ
も
い
つ
も
と
お
る
道
だ
よ

Ⅲ
か
ら
た
ち
の
花

か
ら
た
ち
の
花
が
咲
い
た
よ
。

白
い
、
白
い
、
花
が
咲
い
た
よ
。

そ
の
耳
も
と
に

Ｉ
旧
１
１
・
制
｝

北
原
白
秋

A表
(対象250人）

ち
「
ｌ
、
明
か
る
い
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
「
２
、
も
の
静
か
な
感
じ

が
す
る
」
「
３
、
さ
び
し
い
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
」
の
三
項
目
を
設
け
、
三

つ
の
詩
が
そ
の
内
の
一
つ
に
該
当
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
三
項
目
は
、
詩
の
配
列
と
同
じ
順
序
を
も
っ
て
正
し
い
も
の
と
考
え
た
が
、

本
来
な
ら
ば
「
理
解
」
と
言
う
よ
り
、
「
感
じ
方
」
と
言
っ
た
方
が
妥
当
で
あ
る

か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
朗
読
上
欠
く
こ
と

B表 さ
ら
に
こ
の
生
徒
の
選
ん
だ
詩
に
対
し
て
、
ど
の
程
度
生
徒
は
理
解
し
て
い
た

か
を
同
時
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
表
の
よ
う
な
結
果
が
出
た
。

内
容
、
語
句
の
説
明
な
ど
は
だ
い
、
た
い
生
徒
に
自
由
研
究
の
課
題
と
し
て
与
え
、

同
単
元
に
あ
る
内
藤
濯
氏
の
「
も
の
言
う
術
」
を
本
詩
朗
読
指
導
の
導
入
に
利

．
Ｊ
Ｊ
Ｊ

用
し
た
。
つ
ま
り
、
Ｉ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
の
詩
を
朗
読
中
心
で
、
鑑
賞
理
解
さ
せ
、
生

く
く
く

徒
の
情
操
的
感
情
を
高
め
た
い
と
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
れ
か
ら
の

掲
示
す
る
デ
ー
タ
ー
作
成
を
前
提
に
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
用
し
た
も
の
で

な
い
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
う
し
て
、
少
く
と
も
こ
の
調

査
は
、
そ
の
評
価
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

率’理解

｜' |霧の好んだ霊
１
１
の
詩
一

ｔ

(擢人）
、′

、64％ E'’
108人

42％

(:人）
90％

ＪⅡ
の
詩

く
、
の
詩
一
叩
の
詩
一
不
明

人
％
人

９
８
２

６
２
７

(Ⅲ）
の

詩

31

人）Ｉ
’

29％
ソ砂

％
７
９４

1人”

こ
の
理
解
度
は
、
朗
読
す
る
作

業
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
で
、

そ
の
詩
自
体
を
如
何
に
把
握
し
て

い
た
か
を
中
心
に
し
た
。
す
な
わ

江I

Ａ
表
は
朗
読
す
る
と
い
う

こ
と
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
た

だ
単
に
、
好
き
だ
と
い
う
詩

を
三
つ
の
詩
の
中
か
ら
一
つ

を
選
ば
せ
た
比
率
で
あ
る
。



（
表
中
に
括
孤
を
し
た
の
は
当
を
え
て
い
な
い
選
択
理
由
を
示
す
）

以
上
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
各
表
を
中
心
に
究
明
し
て
み
よ
う
。

咽
、
、
、

Ａ
表
ｌ
Ｂ
表
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
朗
読
す
る
と
い
う
こ
と
を

Ｊ

度
外
視
し
て
、
生
徒
が
好
ん
だ
詩
は
Ｉ
の
詩
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

く

こ
の
詩
を
好
ん
だ
生
徒
が
、
実
際
に
そ
の
詩
趣
を
把
握
し
た
率
は
、
そ
の
中
の

過
半
数
詮
や
や
う
わ
ま
わ
る
軽
度
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
事
実
と

Ｊ

は
対
照
的
に
、
Ａ
表
で
Ⅲ
の
詩
と
は
わ
ず
か
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
差
で
は
あ
る
が
、

く

う

少
く
と
も
こ
の
表
で
は
最
低
の
率
を
示
し
た
Ⅱ
の
詩
を
、
Ｂ
表
の
理
解
率
で
は

く

朗
読
詩
指
導
の
問
題
点

の
で
き
な
い
基
本
的
理
解
を
眼
目
に
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
生
徒
に
は
目
巾
選
択
の
か
た
ち
で
、
こ
の
三
つ
一
の
詩
の
内
、
前
記
の

一
‐
好
み
‐
｜
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
一
つ
一
を
朗
読
さ
せ
た
の
で
、
三
日
十

名
の
朗
読
し
た
生
徒
を
対
象
に
選
択
の
比
率
を
調
べ
、
あ
わ
せ
て
朗
読
に
際
し

て
そ
の
詩
を
選
ん
だ
理
由
を
も
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
が
Ｃ
表
で
あ
る
。

C表

’
｜
、惑裂|’ |〔Ⅱ〕

(M1~)

鰻紬素|“認｜鯛'‘ 19%
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１
７
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つ

－
〉

さ
頃

や
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83％
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選|大へん好I
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地
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詞
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ｖ
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◎
白
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(2％）

象んなが

読んだか読んだ

ら

人から

すめら

たから

／
ロ

α
／

２
０

｜【％ ０
０
’

理
由 ’0蔦|’

|’
不

2人

明

Ｊ

ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
内
容
を
掴
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
問
題
は
、
Ⅲく

の
詩
に
つ
一
い
て
、
三
つ
の
詩
の
中
で
理
解
の
点
で
最
も
低
率
蓮
示
し
た
｝
」
と
を

、
も
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
現
実
的
な
疑
問
に
対
し

て
、
わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

Ｊ

第
一
点
の
Ｉ
の
詩
に
対
し
て
は
、
こ
の
詩
情
に
も
ら
れ
た
主
人
公
（
ぼ
く
ら
）

く

の
位
置
が
、
同
じ
よ
う
に
学
校
の
生
徒
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
好
み
の
最

高
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
解
の
点
で
の
低
下
は
、
都
会
と
山
村
と
い
う
地

域
的
な
観
点
の
相
違
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
生
徒
の
鐘

帳
す
る
主
観
的
な
面
で
の
誤
差
が
、
こ
の
詩
に
対
決
し
た
生
徒
の
思
考
を
混
乱

Ｊ

さ
せ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
そ
う
し
て
前
者
と
は
対
照
的
な
刑
の
詩
が
問
題
と

く

う

な
っ
て
く
る
。
こ
の
詩
の
》
好
み
の
低
さ
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
川
の

う

ぐ

詩
と
大
差
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
皿
の
詩
に
対
す
る
観
点
と
は
、
や
や
趣
き
を

う

ぐ

異
に
し
て
い
る
。
Ⅱ
の
詩
は
そ
の
詩
の
単
純
な
詩
型
の
中
に
、
一
見
理
解
の
困

く

難
さ
を
視
覚
の
上
で
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
は
生
徒
と
し
て
も
っ
と
も

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
一
目
見
た
詩
の
外
観
性
が
、
生
徒
の
好
み
を

低
率
に
し
た
わ
け
で
あ
２
Ｌ
、
実
は
、
ま
じ
め
に
こ
の
詩
に
対
処
し
て
い
っ
た

生
徒
に
と
っ
て
は
、
「
弾
道
」
と
い
う
こ
と
ば
の
迦
解
だ
け
に
よ
っ
て
十
分
そ
の

ｊ

詩
情
瀝
認
識
す
る
に
と
が
一
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
Ⅱ
の
詩

く

が
、
Ｉ
の
詩
及
び
Ⅲ
の
詩
の
要
求
す
る
主
観
性
と
い
う
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
加

く

く

味
さ
れ
て
お
ら
、
な
い
写
生
的
で
客
観
性
を
多
く
包
含
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

の
み
な
ら
ず
、
簡
潔
に
描
か
れ
た
場
面
の
想
像
が
、
短
い
詩
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
理
由
が
中
学
校
の
生
徒
と
し

て
、
自
主
的
な
理
解
を
助
長
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
三
点

』

に
あ
た
る
Ⅲ
の
詩
は
、
少
く
と
も
主
観
性
を
強
く
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
、
か

く

一
頃
『
・
Ｉ
‐
１
１
１
１
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

口
二



な
書
き
の
や
さ
し
い
よ
う
な
詩
で
あ
り
な
が
ら
、
好
み
の
上
で
も
、
こ
と
に
理

解
の
面
で
は
最
下
位
を
示
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
。
好
み
が
高

率
で
な
い
こ
と
は
、
生
徒
が
ど
ん
な
に
や
さ
し
い
よ
う
に
見
《
聖
」
、
、
、
一
応
は

目
を
通
し
て
こ
の
詩
を
吟
味
し
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
〃
の
詩
の
理
解
の
低
率
さ
は
そ
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
一
」
、
好
ん
だ
生
徒
は
一
‐

な
ん
と
な
く
好
き
な
詩
」
だ
と
し
、
主
体
性
を
把
み
え
な
か
っ
た
者
が
多
く
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

か
ら
た
ち
の
そ
ば
で
泣
い
た
よ
。

み
ん
な
み
ん
な
や
さ
し
か
っ
た
よ
。

ｊ

と
く
に
、
生
徒
に
と
っ
て
理
解
に
苦
し
ん
だ
箇
所
は
こ
れ
で
あ
っ
た
。
Ⅲ
の

く

詩
の
中
核
と
も
い
う
べ
き
こ
の
一
節
が
、
そ
の
理
解
如
何
に
よ
２
」
詩
情
を
左

右
す
る
。
教
師
が
、
大
人
の
心
境
を
助
言
し
て
や
る
べ
き
一
節
で
あ
る
。
結

局
、
子
供
の
枇
界
観
と
、
大
人
の
そ
れ
と
の
ち
が
い
、
年
令
的
な
面
で
の
理
解

の
む
ず
か
し
さ
が
、
自
主
的
学
習
に
よ
る
抑
解
の
低
率
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
な
お
ま
た
、
そ
の
大
人
の
祇
界
観
（
こ
の
詩
に
お
け
る
）
自
体
壷
、
生
徒

も
一
応
は
認
め
る
が
、
実
感
と
し
て
に
じ
み
出
て
来
た
い
と
こ
ろ
に
、
も
う
一

つ
の
要
因
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

こ
う
し
た
事
実
が
、
い
っ
そ
う
明
白
に
な
っ
て
来
る
の
は
、
朗
読
に
際
し
て

Ｊ

宗
し
た
Ｃ
表
で
判
然
と
す
る
。
つ
ま
り
、
Ｉ
の
詩
の
Ａ
表
で
明
ら
か
に
な
っ
た

く

好
み
の
率
が
、
朗
読
に
際
し
て
選
択
し
た
率
と
が
偶
然
に
一
致
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
真
意
を
示
す
よ
う
に
Ｃ
表
の
選
択
理
由
も
、
「
大
へ
ん

』
ｊ

好
き
だ
っ
た
か
ら
」
は
、
他
の
α
、
皿
の
詩
の
そ
れ
よ
り
も
圧
倒
的
に
そ
の
意

図
を
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
て
Ｉ
の
詩
を
単
純
に
「
や
さ
し
い
よ
う

く

に
思
っ
た
か
ら
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
気
持
ち
で
こ
れ
を
朗
読
し
よ
う
と
思
つ

■
日
用
一
‐
ｌ
Ｍ
ｒ
Ｆ
，
県
日
置

四
四
‐

た
者
は
、
わ
ず
か
に
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け

て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
文
体
の
平
易
さ
と
共
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の

主
人
一
公
が
同
じ
生
徒
と
い
う
位
置
に
お
い
て
つ
な
が
る
親
近
性
で
あ
る
。
》
」
の

う

親
近
感
が
、
Ｉ
の
詩
の
持
つ
山
ン
中
と
、
こ
の
詩
を
吟
味
す
る
都
会
の
生
徒
と

く

の
地
域
的
、
な
隔
た
り
や
、
朗
読
す
る
と
い
う
発
声
上
の
苦
痛
を
打
開
さ
せ
て
いう

つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
暗
黙
の
内
に
三
つ
の
詩
を
読
み
味
わ
い
な
が
ら
１く

の
詩
を
好
み
、
し
か
も
朗
読
す
る
と
い
う
一
応
聴
取
者
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

７

ば
な
ら
な
い
場
に
お
い
て
も
、
や
は
り
Ｉ
の
詩
を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
選
ん
で

く

い
る
事
実
は
、
要
す
る
に
こ
の
詩
が
、
あ
く
ま
で
生
徒
に
対
し
て
安
定
し
た
位

置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
見
逃
す
、
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
ま
、
わ
た
し
は
突
然
朗
読
す
る
と
い
う
発
声
上
の
苦
痛
と
述
べ
た
の
は
、

詩
情
の
商
抑
と
い
う
面
で
の
剛
読
技
巧
を
含
め
た
表
現
な
の
で
あ
る
が
、
生
徒

Ｊ

の
朗
読
に
当
っ
て
α
の
詩
が
、
表
記
の
よ
う
に
多
く
朗
読
さ
れ
な
が
ら
、
実
は
、

読
ん
だ
生
徒
が
如
何
に
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
問
題
に
蒋
慮
し
て
い
か

が
う
か
が
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
、
生
徒
た
ち
は
、
た
し
か
に
こ
こ
で
日
大
藷
と

い
う
も
の
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
新
し
い
認
識
を
持
つ
契
機
を
持
っ
た
の

で
あ
る
。
生
徒
は
み
な
標
準
語
と
か
共
通
語
と
い
う
こ
と
ば
を
知
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
関
西
の
、
そ
う
し
て
大
阪
人
の
生
徒
と
し
て
、
生
活
言
語
の
ア
ク

セ
ン
ト
と
や
や
離
れ
た
よ
そ
行
き
の
こ
と
ば
以
上
に
、
遠
呼
も
の
に
ぶ
ち
当
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
．
そ
れ
が
同
じ
地
域
の
、
同
じ
学
校
の
、
同
じ
学
年
の
、

そ
う
し
て
同
じ
学
級
の
生
徒
た
ち
を
相
手
に
朗
読
し
、
地
域
差
こ
そ
あ
れ
、
同

じ
生
徒
の
位
置
に
立
つ
主
人
公
の
親
近
性
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
が
朗
読
し
て
味

わ
え
る
詩
と
し
て
生
徒
を
満
足
さ
せ
一
」
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
事
実
は
、

Ｊ
Ｊ

さ
ら
に
Ⅱ
、
Ⅲ
の
詩
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
明

く
く

Ｆ
ｆ



白
に
、
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

Ｊ
Ｊ

例
え
ば
、
わ
た
し
の
一
番
注
目
し
た
の
ば
、
Ⅱ
及
び
Ⅲ
の
詩
が
最
初
の
好
ふ

く
く

の
率
と
、
朗
読
に
際
し
て
選
択
し
た
率
と
の
変
動
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
こ
の

Ｊ

場
合
、
Ⅱ
の
詩
は
Ａ
表
の
好
み
で
二
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た
の
が
、
朗
読
す

く

る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
の
選
択
（
Ｃ
表
）
で
は
三
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
向
上

う

し
、
こ
れ
と
は
逆
に
Ⅲ
の
詩
は
、
Ｃ
表
の
選
択
率
が
Ａ
表
よ
り
十
パ
ー
セ
ン
ト

く

う
Ｊ

の
減
少
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
Ⅱ
、
Ⅲ
の
詩
に
お
け
る
朗
読
に
際
し
て
の

く
く
う
Ｊ

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
減
は
、
少
く
と
も
、
Ｈ
、
Ⅲ
両
詩
の
相
互
間
で
の
移
動

く
く

う

で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
Ｉ
の
詩
に
比
較
し

、
１
ノ
、
‐
ノ

、
、
、
、

／
Ｉ
、

て
、
Ⅱ
と
Ⅲ
の
詩
が
朗
読
す
る
と
い
う
面
で
如
何
に
不
安
定
な
位
置
に
つ
な
が

く
く

っ
て
い
た
か
を
認
め
る
一
因
と
し
て
、
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

Ｊ

実
際
に
、
Ⅱ
の
詩
が
朗
読
の
前
提
に
立
っ
た
と
き
、
上
昇
し
た
理
由
を
考
え

く

う
』

て
み
る
と
、
だ
い
い
ち
に
こ
の
詩
が
、
Ｉ
及
び
皿
の
詩
よ
り
も
、
短
い
詩
で
あ

く
く

っ
た
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
Ｃ
表
の
選
択
理
由
の
項
目
か
ら
推
察
し
て

も
、
「
短
く
て
読
み
や
す
い
か
ら
」
と
す
る
者
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
、
本

当
に
好
き
だ
と
す
る
者
は
全
体
の
わ
ず
か
四
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
事
実
か

ら
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
声
を
上
げ
て
読
ん
で
も
、
よ
い
詩
だ
と
い
う
共
感
が

生
徒
に
対
し
て
薄
弱
だ
っ
一
た
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
だ
か
ら
、
た
だ
単
に
簡
単

に
読
み
お
え
て
し
ま
え
る
と
考
え
て
の
斐
動
で
あ
り
、
上
昇
し
た
理
由
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
「
そ
の
‐
｜
と
い
う
こ
と
既
に
よ
っ
て
受
け
つ
が

れ
、
詩
情
が
高
め
ら
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
と
い
、
う
よ
り
も
、
「
弾
道
」
と
い
う

、
、
、

こ
と
ば
の
理
解
に
よ
っ
て
、
読
め
る
と
い
う
単
純
さ
で
受
け
坂
つ
た
増
率
に
ち

が
い
な
い
。

朗
読
詩
指
導
の
問
題
点 ｂ

Ｊ
Ｐ

Ｊ
？
▼

Ｊ

そ
う
言
い
切
っ
て
し
ま
う
と
、
Ⅲ
の
詩
が
朗
読
に
際
し
て
敬
遠
さ
れ
た
理
由

く

う

が
、
成
立
た
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
Ⅲ
の
詩
に
お
い
て
も
Ｃ
表
の
選
択

く

理
由
で
、
「
や
さ
し
い
よ
う
に
思
っ
た
か
ら
」
が
三
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
応
こ
の
詩
を
朗
読
に
選
ん
だ
理
由
の
一
端
を
う
か
が

う

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
尤
も
、
そ
の
こ
と
が
Ⅲ
の
詩
の
朗
読
を
前
提
と
し

く

た
選
択
率
の
減
少
を
説
明
す
る
材
料
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
か
え
っ
て
意

味
が
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
詩
が
か
、
な
書
き
の
部
分

が
多
い
こ
と
と
、
二
行
詩
の
簡
潔
さ
に
よ
っ
て
、
生
徒
が
や
さ
し
い
と
思
い
朗

読
に
選
ん
だ
と
し
て
な
ん
の
不
思
議
も
な
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
生
徒
が

、
誼

読
む
と
い
う
面
で
そ
う
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
、
一
部
の
生
徒
の
中

う

で
は
小
学
校
の
六
年
で
一
度
習
っ
た
と
い
う
Ⅲ
の
詩
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う
し

、
述
、
、

〆
ｒ
、

、
１
ノ

て
こ
う
ま
で
朗
読
す
る
に
当
っ
て
敬
遠
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
川
の

く

詩
は
こ
こ
に
、
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
う
し
て
こ
の

問
題
は
、
掲
示
し
た
三
つ
の
詩
を
総
合
的
に
究
明
し
蔵
が
ら
、
解
き
明
か
さ
な

け
れ
ば
、
な
ら
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。

ＪⅢ
の
詩
は
、
「
朗
読
し
て
味
わ
う
」
の
朗
読
上
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
問
題

く

７

を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
生
徒
に
と
っ
て
Ⅲ
の
詩
は
苦
痛
だ
つ

く

た
の
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
関
西
の
、
そ
し
て
大
阪
地
方
の
‐
ナ
マ

リ
に
な
じ
ん
で
い
る
生
徒
に
と
つ
－
て
＄
そ
の
地
方
色
の
あ
る
ア
ク
セ
ン
ト
の
方

Ｊ

法
で
は
、
Ⅲ
の
詩
が
朗
読
詩
と
し
て
の
情
感
を
満
た
し
て
い
く
上
に
困
難
が
あ

く

っ
た
と
こ
ろ
に
帰
因
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
生
徒
と
大
人
と
い
う
世
界
観
の
相
違
も
否
定
で
き
な
い
が
、
音
声
の
強

弱
に
よ
っ
て
、
詩
の
美
し
さ
、
強
さ
、
明
か
る
さ
、
や
わ
ら
か
さ
な
ど
を
打
ち

出
そ
う
と
し
て
い
る
詩
な
の
で
あ
る
。

J，

咳

。
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、
、
、
、
、
油
、

例
ア
オ
イ
ア
オ
イ
ハ
リ
ノ
ト
ゲ
ダ
ョ

、
、

ア
、
オ
イ
．
ア
オ
イ
ハ
リ
ノ
ト
ゲ
ダ
ョ

・
右
は
太
字
が
強
音
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
後
者
の
部
分
が
関
西
の
地
方
的
ア

ク
セ
ン
ト
に
通
じ
る
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
こ
の
場
合
の
針
の
鋭
さ
、
強
さ
は

前
者
に
よ
っ
た
、
音
声
の
上
か
ら
打
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う

ｊ

い
っ
た
場
面
は
、
こ
の
詩
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
見
出
す
一
」
と
が
で
を
畠
。
Ⅲ
の

く

詩
は
、
右
の
よ
う
に
東
京
語
に
近
い
ア
ク
セ
ン
ト
を
要
求
し
て
い
る
と
共
に
、

最
も
強
く
朗
詩
技
巧
を
求
め
て
い
る
詩
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
・
生

Ｊ

徒
は
そ
れ
を
考
盧
に
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
Ⅲ
の
詩
を
好
み

う

ぐ

の
中
で
選
び
な
が
ら
、
朗
読
に
当
っ
て
は
Ⅲ
の
詩
へ
移
動
し
て
い
っ
た
十
パ
ー

く

う

セ
ン
ト
の
生
徒
を
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
反
面
Ⅱ
の
詩
が
、
見
た

、
、
、

く

と
こ
ろ
カ
タ
イ
よ
う
、
な
詩
で
あ
り
な
が
ら
、
短
く
て
し
か
も
自
由
律
の
詩
型
が

ア
ク
セ
ン
ト
の
要
求
を
僅
少
に
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
ひ
き
つ
け
ら

う

れ
た
要
因
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
Ｉ
の
詩
は
ど

う

Ｊ

く

う
な
る
の
か
。
Ｉ
の
詩
の
場
合
も
、
求
め
る
な
ら
ば
Ⅲ
の
詩
と
同
様
ア
ク
セ
ン

く

く

、
、

卜
に
つ
い
て
の
考
慮
も
見
出
す
｝
」
と
が
で
き
る
が
、
仮
り
に
「
海
」
を
「
ウ
ミ
」

と
読
み
、
「
川
」
を
「
カ
ワ
」
と
読
ん
で
も
、
生
徒
は
生
徒
と
し
て
、
お
の
ず

か
ら
実
感
を
誘
う
も
の
が
朗
読
す
る
生
徒
の
口
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
て
来
る
。

そ
れ
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
そ
れ
よ
り
も
真
実
味
の
あ
ふ
れ
た
声
と
し
て
、
受
け
収

Ｊ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
Ｉ
の
詩
を
朗
読
に
選
ん
だ
生
徒
の
七

く

十
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
「
大
へ
ん
好
き
だ
っ
た
か
ら
』
と
い
う
遜
巾
を
示
し
て

い
る
の
を
高
く
か
つ
て
や
り
た
い
と
思
う
。

Ｊ

し
た
が
っ
て
Ⅲ
の
詩
が
朗
読
す
る
面
で
不
振
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
生
徒
の
ぼ

く

ど
遠
い
世
界
観
と
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
敬
遠
さ
れ
た
わ
け
で

豆
。

砿
E

▼弾

ﾔ露

（
琴
二
一
貝
よ
り
）

い
と
し
み
ふ
か
う
な
つ
か
し
き
ほ
と
な
る
を
い
と
当
心
く
る
し
け
に
し
ま
せ
て

の
り
た
ま
ひ
ぬ
」
の
「
心
く
る
し
け
に
し
ま
ぜ
て
」
は
、
諸
本
で
は
「
心
く
る

し
け
に
し
み
た
て
」
「
心
く
る
し
け
う
し
み
せ
て
」
「
心
く
る
し
け
に
し
み
せ

て
」
｜
‐
心
く
る
し
け
に
し
み
せ
し
た
て
、
今
」
な
ど
の
異
同
が
見
え
る
。
こ
の
や

う
な
独
自
本
文
は
、
今
後
の
本
文
批
判
に
、
新
し
い
示
唆
を
与
へ
る
も
の
と
考

へ
る
。
（
昭
三
○
、
二
一
、
二
六
稿
）

（
昭
三
一
、
三
、
二
補
）

四
六

あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
生
徒
が
朗
読
詩
に
対
し
て
、
切
実
な
む
す
び
つ
き
を
ど

こ
か
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
事
実
を
物
語
２
」
い
る
の
で
あ
る
。
地
域
的
な

環
境
、
地
域
的
な
こ
と
ば
、
生
活
的
な
位
置
な
ど
、
生
徒
の
実
体
に
ふ
さ
わ
し

い
親
近
感
の
要
求
で
あ
る
。
真
実
に
そ
く
し
た
正
し
い
言
語
、
美
し
い
言
語
は

こ
う
し
た
親
し
い
朗
読
詩
の
中
か
ら
も
認
識
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
こ
ん
に
ち
の
生
徒
は
情
操
的
な
面
に
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ

は
少
く
と
も
、
生
徒
が
む
す
び
つ
こ
う
と
す
る
欲
求
に
ほ
ど
遠
い
も
の
が
あ
る

か
ら
に
ち
が
い
、
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
関
西
の
、
上
方
こ
と
ば
の
、
そ
う

し
て
大
阪
弁
の
中
に
、
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
詩
的
要
素
が
あ
る
の
か
、
こ
う

し
た
究
明
も
ま
だ
判
然
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
生
活
的
に
も
、
地
域
的

に
も
な
ん
ら
か
の
意
味
で
つ
な
が
る
作
品
を
通
し
て
、
情
操
的
な
一
面
も
打
開

さ
れ
、
真
実
性
の
あ
る
こ
と
ば
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
朗
読
詩
の

生
徒
の
動
向
を
調
査
し
な
が
ら
、
わ
た
し
は
生
徒
と
共
に
壯
が
渇
望
す
る
朗
読

詩
の
啓
発
を
う
な
が
し
た
い
の
で
あ
る
。

＊
本
論
の
《
教
材
「
中
学
校
国
語
」
下
一
（
学
校
脚
書
刊
行
）
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戸

・
昭
和
三
十
年
度
卒
業
生
論
文
題
目
〃
芥
川
龍
之
介
論
谷

啄
木
研
究
曾

竹
取
物
語
考
浅
井
省
吾
一
北
村
透
谷
論
高

石
川
啄
木
研
究
池
田
弘
北
村
透
谷
諭
呑

梁
塵
秘
抄
に
於
け
る
一
考
察
井
上
〃
隆
司
山
本
有
三
「
女
人
哀
詞
」
の
一
考
察

太
宰
治
論
岩
崎
太
／
刀
田

烏
崎
藤
村
論
内
海
弘
一
田
山
花
袋
論
竹

川
柳
の
研
究
采
尾
実
淋
芙
美
子
研
究
士

森
鴎
外
論
岡
本
正
幸
堀
辰
雄
諭
友

武
者
小
路
文
学
に
つ
い
て
大
槻
照
夫
北
村
透
谷
研
究
内

小
林
多
喜
二
論
奥
野
靖
夫
．
宮
本
百
合
子
の
一
考
察
長

石
．
川
啄
木
論
加
藤
秀
彦
尾
崎
紅
葉
論
羽

太
宰
治
論
苅
谷
健
三
愛
嫉
県
喜
多
郡
地
方
の
方
言
蕨

伊
勢
物
語
に
つ
い
て
の
一
考
察
川
口
昭
三
石
川
啄
木
研
究
古

島
崎
藤
村
研
究
上
条
勇
芥
川
龍
之
介
論
星

西
鶴
の
一
考
察
北
村
保
読
本
に
つ
い
て
松

志
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