
問
題
意
識
を
持
た
せ
、
自
主
学
習
力
を
た
か
め
る
試
み

－
　
一
九
九
三
年
度
高
校
二
年
生
「
国
語
H
L
　
に
お
け
る
実
践
　
－

橋
　
　
本
　
　
二
　
三
　
男

は
じ
め
に

生
徒
の
文
字
離
れ
・
活
字
離
れ
が
叫
ば
れ
し
久
し
く
、
つ
い
に
は
、
マ
ン

ガ
も
含
め
て
読
書
活
動
を
考
え
よ
う
と
い
う
昨
今
で
あ
る
。
国
語
の
授
業
も

旧
態
依
然
し
た
展
開
で
は
多
く
は
居
眠
り
と
私
語
の
部
屋
と
化
す
の
が
実
情

で
は
な
か
ろ
か
。

そ
れ
で
は
、
国
語
で
取
り
扱
う
内
容
に
ま
っ
た
く
興
味
関
心
を
無
く
し
て

し
ま
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
な
く
、
む
し
ろ
、
生
き
方
に
つ
い
て
何

か
を
悩
み
、
求
め
て
い
る
生
徒
が
現
代
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
し
、
興
味
関

心
を
持
つ
私
的
な
こ
と
に
は
熱
中
す
る
。
感
性
に
し
て
も
、
詩
に
曲
づ
け
さ

せ
た
り
C
M
の
コ
ピ
ー
を
作
ら
せ
た
り
す
れ
ば
、
光
る
も
の
を
出
し
て
く
る
。

た
だ
、
興
味
関
心
が
分
散
し
、
受
け
身
で
、
考
え
る
こ
と
を
面
倒
く
さ
が
り
、

読
書
力
の
格
差
も
ま
す
ま
す
開
い
て
い
て
、
国
語
の
授
業
を
困
難
な
も
の
に

し
て
い
る
。

こ
の
興
味
関
心
を
ど
の
よ
う
に
組
織
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
問
題
意
識
に

ま
で
高
め
、
自
ら
学
ぶ
こ
と
の
喜
び
を
体
験
さ
せ
る
か
が
今
日
の
「
国
語
教

室
」
の
課
題
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
知
識
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
大

学
に
お
い
て
も
期
待
さ
れ
る
学
生
像
は
、
こ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
下
の
実
践
は
純
然
な
単
元
学
習
で
は
な
い
が
、
一
九
九
四
年
度
か
ら
本

校
二
年
で
、
「
国
語
表
現
」
　
を
半
学
級
の
小
ク
ラ
ス
に
し
て
取
り
組
む
計
画

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
手
が
か
り
を
得
た
い
と
思
っ
て
行
っ
た
も
の
で
、

教
科
書
教
材
か
ら
発
展
さ
せ
て
い
く
方
法
を
と
っ
て
い
る
。

一
、
評
論
で
の
展
開

教
材
A
、
「
『
に
お
い
』
の
子
供
史
」
（
本
多
和
子
）

［
要
旨
］

調
理
法
の
近
代
化
に
伴
っ
て
、
夕
暮
れ
の
町
に
は
甘
辛
い
に
お
い
が
漂
う

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
に
お
い
は
、
明
治
の
子
と
も
た
ち
に
と
っ
て
一
日
の

遊
び
の
終
わ
り
を
告
げ
る
「
し
ろ
L
L
　
で
あ
り
、
「
家
」
　
と
「
家
族
」
　
と
を

想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
は
電
灯
の
普
及
に
よ
っ
て
、
家
族
の

真
ん
中
に
置
か
れ
て
い
た
行
灯
や
ラ
ソ
プ
の
に
お
い
が
消
え
、
子
ど
も
た
ち

は
母
か
ら
離
れ
て
一
人
寝
を
強
い
ら
れ
、
孤
独
で
不
安
な
夜
を
送
る
こ
と
に

な
っ
た
。
現
代
で
は
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
食
品
の
普
及
に
よ
っ
て
、
味
覚
が
画

一
化
す
る
と
と
も
に
、
無
数
の
に
お
い
が
消
え
つ
つ
あ
る
。
そ
こ
か
ら
育
っ

た
子
と
も
た
ち
の
「
無
臭
愛
」
は
、
彼
ら
の
在
り
方
を
ま
さ
に
一
変
さ
せ
て

し
ま
っ
た
。

教
材
B
、
随
想
「
東
の
音
、
西
の
音
」
（
武
満
　
徹
）

学
習
計
画
（
約
一
〇
時
間
）
　
と
展
開

目
標
　
「
現
在
、
失
っ
た
も
の
と
得
た
も
の
を
調
べ
、
そ
の
こ
と
が
我
々
の

生
き
方
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
を
探
求
す
る
。
」

①
　
評
論
を
読
ん
で
、
副
題
を
つ
け
る
。
（
2
時
間
）

こ
の
教
材
で
の
学
習
課
題
は
、
「
題
名
と
副
題
と
で
内
容
の
核
心
部
分
が

分
か
る
よ
う
に
せ
よ
。
」
の
一
問
だ
け
と
し
た
。
比
較
的
難
解
語
句
も
な
い

の
で
、
い
き
な
り
黙
読
で
要
点
を
メ
モ
し
つ
つ
副
題
を
作
る
作
業
を
課
し
た
。

疑
問
を
発
す
る
机
間
巡
視
を
経
て
、
五
人
程
度
の
副
題
を
板
書
。
部
分
か

ら
と
ら
え
た
も
の
、
要
点
を
つ
な
い
だ
長
文
の
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は

『
に
お
い
』
の
子
供
史

無
臭
を
愛
す
る
子
供
た
ち

の
類
い
で
あ
る
。

「
こ
れ
で
は
い
つ
の
時
代
の
子
と
も
た
ち
の
こ
と
な
の
か
分
か
ら
な
い
。

時
代
は
？
　
根
拠
は
？
　
子
ど
も
た
ち
は
～
　
…
‥
」
と
指
名
発
表
さ
せ
つ

問
題
意
識
を
持
た
せ
、
自
主
学
習
力
を
た
か
め
る
試
み

つ
、
構
造
読
み
・
主
題
読
み
を
文
図
で
板
書
し
、

『
に
お
い
』
の
子
供
史

無
臭
を
愛
す
る
時
代
へ

（
無
機
化
へ
の
流
れ
、
無
臭
時
代
と
し
て
の
現
代
　
な
ど
）

に
至
っ
た
。

②
　
教
材
B
を
音
読
し
、
筆
者
が
発
見
し
た
事
柄
の
意
味
を
考
え
、
身
近
な

と
こ
ろ
で
は
ど
ん
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
か
考
え
る
。
二
時
間
）

③
　
ま
ず
学
習
目
標
に
対
し
て
、
自
分
と
し
て
探
求
し
た
い
こ
と
が
ら
を
持

っ
。
そ
れ
を
挽
肉
で
出
し
合
っ
て
、
斑
と
し
て
の
テ
ー
マ
を
決
め
る
。
ど

ぅ
い
う
項
目
を
ど
う
い
う
調
べ
方
を
す
れ
ば
よ
い
か
話
し
合
い
、
全
員
ど

れ
か
の
項
目
を
分
担
す
る
。
（
1
時
間
。
班
構
成
は
座
席
の
七
、
人
名
）

④
　
班
の
共
同
探
求
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
図
書
室
で
調
べ
て
ま
と
め
る
。

（2時間）

授
業
者
は
書
架
の
と
こ
ろ
に
い
て
、
資
料
探
し
の
生
徒
と
対
応
し
た
。

「
資
料
が
な
い
」
と
い
っ
て
来
る
ほ
と
ん
ど
は
、
自
分
の
テ
ー
マ
通
り
の
書

名
で
探
し
て
い
る
。
筆
者
や
日
次
、
文
学
作
品
中
か
ら
も
探
す
こ
と
を
指
示
。

⑤
　
班
ご
と
に
各
自
の
分
担
部
分
（
ヮ
ー
ク
シ
ー
ト
l
）
と
斑
の
ま
と
め

（
口
頭
）
　
と
を
発
表
す
る
。
（
約
3
時
間
）

あ
ら
か
じ
め
司
会
・
板
書
な
ど
の
係
り
を
決
め
て
あ
っ
た
か
、
予
想
以
上

に
時
間
を
要
し
て
2
時
間
の
予
定
が
3
時
間
か
か
っ
た
。

発
表
要
領
は
、
簡
潔
に
次
の
三
点
と
し
た
。

ア
、
昔
と
今
の
違
い
　
ィ
、
資
料
（
根
拠
）
　
の
説
明
　
ウ
、
考
察
と
感
想

五
ク
ラ
ス
、
計
三
〇
班
が
選
ん
だ
テ
ー
マ
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
か

四
九
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に
は
、
3
の
「
ロ
バ
の
パ
ン
屋
」
の
発
表
の
日
、
京
都
新
聞
朝
刊
で
「
ロ
バ

の
パ
ン
物
語
」
の
著
者
を
紹
介
し
た
記
事
や
、
1
の
参
考
に
な
る
、
京
都
教

育
大
の
先
生
主
催
の
「
親
子
遊
び
塾
」
の
記
事
、
調
に
関
係
す
る
「
旬
の
野

菜
　
－
　
季
節
感
の
乱
れ
に
危
機
感
」
と
い
っ
た
特
集
な
ど
が
載
っ
た
、
と

い
う
幸
運
に
も
恵
ま
れ
て
、
俄
然
、
活
気
づ
い
た
発
表
と
な
っ
て
い
っ
た
。

テ
ー
マ
と
選
ん
だ
班
赦

1
「
子
供
の
遊
び
」
（
八
班
。
外
か
ら
内
へ
。
手
作
り
か
ら
フ
ァ
ミ
コ
ン
へ
）

2
「
食
事
に
関
す
る
も
の
」
（
五
班
。
団
欒
か
ら
個
別
化
へ
）

3
「
お
や
つ
・
お
菓
子
」
（
三
班
。
手
作
り
か
ら
お
金
へ
）

4
「
家
屋
」
（
二
晩
。
和
式
か
ら
洋
風
へ
）

5
「
服
装
」
（
二
晩
。
和
装
か
ら
洋
装
へ
）

6
「
交
通
」
（
二
班
。
ゆ
と
り
か
ら
ス
ピ
ー
ド
化
へ
）
・

7
「
買
物
」
（
二
晩
。
世
間
話
か
ら
無
言
へ
）

8
「
テ
レ
ビ
番
組
」
（
内
容
よ
り
も
視
聴
率
へ
）

9
「
父
親
像
」
（
厳
し
さ
か
ら
優
し
さ
へ
）

1
0
「
季
節
感
」
（
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
無
季
時
代
へ
）

n
「
人
権
」
（
ま
だ
残
る
差
別
・
偏
見
・
陰
湿
化
へ
）

1
2
「
家
庭
用
品
」
（
素
朴
さ
か
ら
電
子
レ
ン
ジ
へ
）

1
3
「
色
彩
感
覚
」
（
抽
象
的
な
も
の
の
感
性
言
語
へ
）

［
ヮ
ー
ク
シ
ー
ト
肌
1
の
発
表
原
稿
］
抄
例

☆
資
料
（
調
べ
た
作
品
・
文
献
・
記
事
の
核
心
部
分
）

「
ロ
バ
の
パ
ン
物
語
」
か
ら

ロ
バ
の
パ
ン
の
こ
と
は
も
う
古
い
記
憶
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ロ
バ

が
引
く
馬
車
に
蒸
し
パ
ン
を
満
載
し
て
、
町
か
ら
村
へ
パ
ン
売
り
の
お

じ
さ
ん
が
出
没
し
た
時
期
が
か
つ
て
あ
っ
た
。
昭
和
三
十
年
代
の
こ
と

で
あ
る
。

♪
ロ
バ
の
お
じ
さ
ん
チ
シ
カ
ラ
リ
ン
　
チ
シ
カ
ラ
リ
ン
ロ
ン
や
っ
て
く

る
…
…
・
。
当
時
こ
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
が
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
と
、

子
ど
も
た
ち
は
遊
び
も
循
題
も
放
り
出
し
、
親
に
お
金
を
無
心
し
た
。

そ
し
て
十
円
玉
を
握
り
し
め
、
大
急
ぎ
で
歌
の
聞
こ
え
る
方
角
を
目
指

し
て
一
目
散
に
走
っ
た
。‥

（
後
略
）
！
…
…
…
・

☆
探
求
　
（
私
が
考
え
た
今
日
的
意
味
の
要
旨
）

ロ
バ
の
パ
ン
屋
が
売
っ
て
い
た
の
は
、
今
も
売
っ
て
い
る
一
個
七
十

円
く
ら
い
の
蒸
し
パ
ン
だ
そ
う
で
す
。
現
代
で
は
、
正
直
い
っ
て
蒸
し

パ
ン
な
ん
て
珍
し
く
も
な
く
、
ロ
バ
の
パ
ン
屋
で
な
く
て
も
貰
え
ま
す
。

ほ
か
に
も
卵
や
砂
糖
が
た
っ
ぷ
り
と
入
っ
た
ケ
ー
キ
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

だ
っ
て
バ
ナ
ナ
だ
っ
て
す
ぐ
に
買
え
、
別
に
贅
沢
品
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
当
に
世
の
中
が
豊
か
に
な
っ
た
ん
だ
な
あ
…
と
改
め
て
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
子
供
達
（
私
も
含
め
て
）
　
の
舌
は
肥
え
、
贅

沢
に
な
っ
て
い
ま
す
。

問
題
意
識
を
持
た
せ
、
自
主
学
習
力
を
た
か
め
る
試
み

…

…

・

・

…

（

中

略

）

…

…

…

…

現
在
、
ロ
バ
　
（
馬
）
　
で
売
り
に
く
る
パ
ン
屋
さ
ん
は
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
「
ロ
バ
が
お
い
し
い
パ
ン
を
運
ん
で
き
て
く
れ
る
…
…
・
。
」
と

待
つ
な
ん
て
、
な
ん
と
夢
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
昔
の
子
供
達
に
は
、
お

な
か
一
杯
に
な
る
く
ら
い
の
お
や
つ
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
こ
う

い
う
夢
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
反
対
に
、
現
代
は
豊
か
な
あ
ま
り
、

欲
し
い
も
の
は
直
ぐ
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
う
い
う
夢
を
子

供
達
は
持
た
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

⑥
［
ヮ
ー
ク
シ
ー
ト
肌
2
「
学
習
の
ま
と
め
」
の
記
入
（
1
時
間
）
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C
、
「
蘭
」
（
竹
西
寛
子
）

D
、
「
蛍
川
」
　
（
官
本
　
輝
）

学
習
計
画
　
（
約
十
一
時
間
）

目
標
　
「
お
も
し
ろ
い
小
説
が
ど
う
し
て
文
学
な
の
か
」

①
　
「
山
月
記
」
を
読
み
（
再
会
す
る
ま
で
を
斉
読
し
、

発
感
想
を
書
い
て
提
出
。
（
一
斉
↓
個
別
学
習
3
時
間
）

ア
、
率
直
な
初
発
感
想

ィ
、
作
者
の
意
図

ウ
、
疑
問
点

以
下
黙
読
）
、
初

⑦
学
習
の
反
省
会
（
1
時
間
）

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
肌
1
と
肌
2
を
一
点
ず
つ
、
お
よ
び
全
員
の
肌
2
か
ら
特

徴
点
を
一
枚
に
ま
と
め
た
も
の
（
省
略
）
に
よ
っ
て
、
根
拠
、
現
代
的
意
味
、

発
表
要
領
を
中
心
に
学
習
総
括
を
行
っ
た
。

二
、
小
説
で
の
展
開

教
材
　
A
、
「
山
月
記
」
（
中
島
　
敦
）

B
、
「
待
つ
」
（
太
宰
　
治
）

工
、
こ
の
作
品
を
読
ん
で
思
い
浮
か
べ
る
実
在
の
人
物

②
　
場
面
ご
と
に
、
初
発
感
想
で
の
感
想
や
疑
問
点
を
中
心
に
読
解
。
（
一

斉
学
習
3
時
間
）

こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
読
み
間
違
っ
て
い
る
点
を
論
証
す
る
こ
と
に
と
ど

め
、
疑
問
点
を
明
確
に
し
て
次
の
課
題
に
取
り
組
む
中
で
深
め
る
こ
と
と
し

た。③
　
各
自
の
読
解
を
発
展
的
に
ま
と
め
る
作
業
。
（
個
別
ま
た
は
同
二
プ
ー

マ
で
の
共
同
学
習
で
2
時
間
）

［
『
山
月
記
』
学
習
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
］
例

小
説
『
山
月
記
』
を
読
ん
で
、
自
分
が
更
に
深
く
知
り
た
い
問
題
、

素
晴
ら
し
い
と
思
っ
た
点
を
、
次
の
、
共
通
課
題
の
ほ
か
に
一
つ
選
ん

で
考
え
、
ま
と
め
よ
う
。

1
、
共
通
課
題
「
『
李
徴
』
は
な
ぜ
虎
に
な
っ
た
の
か
。
」

2
、
「
構
成
・
文
体
・
表
現
」
　
か
ら
。

3
、
こ
の
小
説
の
素
材
と
な
っ
た
『
人
虎
伝
』
と
の
比
較
か
ら
。

4
、
『
山
月
記
』
の
続
編
で
。

5
、
作
者
の
意
図
を
考
え
る
。

6
、
作
者
の
「
生
い
立
ち
・
境
遇
」
　
か
ら
。

7
、
数
人
に
よ
る
「
群
読
」
　
で
。

8
、
一
場
面
を
「
戯
曲
」
　
で
。

9
、
こ
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
た
「
実
際
の
人
物
」
を
挙
げ
て
。

調
、
『
山
月
記
』
と
他
の
『
変
身
小
説
』
と
の
比
較
か
ら
。

H
、
そ
の
他
の
面
か
ら
。

私
の
テ
ー
マ

二
年
　
　
組
　
　
番
氏
名

A
、
共
通
課
題
の
ま
と
め

（　省略　）

B
、
私
の
テ
ー
マ
の
ま
と
め
（
作
品
）

（
作
品
省
略
）

問
題
意
識
を
持
た
せ
、
自
主
学
習
力
を
た
か
め
る
試
み

こ
の
様
式
で
、
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
の
根
拠
を
外
さ
な
い
よ
う
に
、
と

指
示
し
て
取
り
組
ま
せ
た
。

特
徴
点

1
の
共
通
課
題
に
つ
い
て
は
「
臆
病
な
自
尊
心
・
尊
大
な
羞
恥
心
」
　
と
「
愛

の
欠
如
」
　
と
を
挙
げ
た
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
で
、
授
業
者
の
ね
ら
っ
た
「
芸

術
を
志
す
著
の
苦
悩
」
は
ク
ラ
ス
に
二
～
三
名
で
あ
っ
た
。

2
、
「
場
面
ご
と
の
自
称
語
の
変
化
」
「
風
景
描
写
」
。

3
、
最
初
、
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
っ
た
が
、
「
書
き
下
し
文
」
　
を
与
え
た
途

端
に
激
減
し
た
。
授
業
者
が
解
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

4
、
「
李
徴
の
息
子
が
父
の
遺
骨
を
求
め
、
真
相
を
知
る
」
「
や
が
て
愛
に
目

覚
め
た
李
徴
が
人
間
に
戻
り
、
ふ
る
さ
と
で
平
和
に
暮
ら
す
家
族
を
遠
く

か
ら
眺
め
、
満
足
し
て
ど
こ
へ
と
も
な
く
去
っ
て
い
く
」
、
逆
に
「
李
徴

を
説
得
し
よ
う
と
し
た
者
の
す
べ
て
が
食
い
殺
さ
れ
て
し
ま
う
」
内
容
の

もの。

5
お
よ
び
6
は
、
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
た
も
の
が
多
く
、
作
者
と
李
徴
と
を

重
ね
合
わ
せ
た
も
の
が
多
か
っ
だ
。

1
を
選
ん
だ
生
徒
は
皆
無
。

8
で
は
、
「
若
き
李
徴
が
大
官
と
い
さ
か
い
を
起
こ
し
、
決
然
と
飛
び
出
す

場面」。

9
、
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
」
「
豊
臣
秀
吉
」
「
ゴ
ッ
ホ
」
な
ど
。

授
業
者
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
中
原
中
也
」
な
ど
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。

1
0
で
は
、
カ
フ
カ
の
「
変
身
」
や
安
部
公
房
の
作
品
。

五
三



日
で
は
、
劇
画
が
出
て
く
る
か
と
期
待
し
た
が
皆
無
で
あ
っ
た
。

④
　
③
の
ま
と
め
（
作
品
）
　
を
ク
ラ
ス
ご
と
、
課
題
ご
と
に
一
例
プ
リ
ン
ト

し
て
、
一
斉
学
習
。
（
2
時
間
）

煩
雑
な
作
業
と
な
っ
た
が
、
原
典
に
即
し
な
が
ら
合
評
し
合
っ
た
。

⑤
　
教
材
B
C
D
の
三
編
を
黙
読
し
、
「
な
ぜ
『
文
学
』
な
の
か
」
を
考
え

る
。
（
個
別
－
一
斉
学
習
　
1
時
間
）

実
際
は
家
庭
で
の
読
み
を
循
題
と
し
て
展
開
し
、
宮
本
輝
の
こ
と
ば
「
人

間
の
幸
せ
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
」
　
で
締
め
括
っ
た
。

三
、
詩
歌
教
材
で

教
材
　
A
「
短
歌
」
十
九
首
　
B
「
俳
句
」
十
二
旬

日
漂
　
「
作
品
を
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
鑑
賞
す
る
と
と
も
に
、
各
自
の
イ
メ
ー

ジ
を
口
語
の
短
詩
形
で
表
現
す
る
。
」

学
習
計
画
　
（
約
六
時
間
）

①
　
「
日
本
の
詩
歌
の
リ
ズ
ム
」

古
代
歌
謡
か
ら
ニ
ュ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ま
で
を
プ
リ
ン
ト
で
た
ど
る
。

②
　
教
科
書
の
「
短
歌
」
「
俳
句
」
　
を
授
業
着
が
範
読
し
、
文
法
的
注
釈
を

入
れ
な
が
ら
直
訳
の
み
行
う
。
（
短
歌
朗
詠
を
入
れ
る
。
）

③
　
各
自
一
首
を
選
び
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
詳
し
く
叙
述
す
る
。

④
　
そ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
原
作
の
味
わ
い
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
留
意
し

て
、
憲
訳
し
た
口
語
短
歌
を
作
る
。

五
四

［
生
徒
の
作
品
］
例

☆
　
歌
人
の
作
品

萱
ざ
う
の
小
さ
さ
萌
を
見
て
を
れ
ば
胸
の
あ
た
り
が
う
れ
し
く
な
り
ぬ

生
徒
作
品

枯
れ
草
の
中
に
芽
を
吹
く
忘
れ
草
勇
気
を
出
し
て
生
き
ろ
と
教
え
る

☆
　
歌
人
の
作
品

草
つ
た
ふ
朝
の
蛍
よ
み
じ
か
か
る
わ
れ
の
い
の
ち
を
死
な
し
む
な
ゆ
め

生
徒
作
品

生
き
物
は
短
い
命
と
い
う
け
れ
ど
蛍
よ
あ
た
し
は
燃
え
て
死
に
た
い

☆
　
歌
人
の
短
歌

垂
乳
根
の
母
が
釣
り
た
る
青
蚊
帳
を
す
が
し
と
い
ね
っ
た
る
み
た
れ
と
も

生
徒
作
品

年
寄
っ
て
腰
も
曲
が
っ
た
母
親
に
世
話
を
や
か
せ
る
病
気
の
わ
た
し
は

（
以
下
省
略
）

⑥
　
各
自
一
句
を
選
び
、
原
作
の
味
わ
い
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
留
意
し
て
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
口
語
自
由
詩
を
作
る
。

［
生
徒
の
作
品
］
例

○

す
ず
めめ

だ
か

か
ら
す

「
い
つ
に
な
っ
た
ら
眠
る
の
」

「
か
ら
す
　
か
ら
す
か
ら
だ
よ
　
お
母
さ
ん
」

す
い
か

が

…

…

か

　

か

？

「
も
う
お
し
ま
い
」

か
も
め

「
お
母
さ
ん
の
番
」

↑

降
り
積
も
っ
た
雪
の
中
を

転
げ
回
り

雪
を
固
め
て

放
り
投
げ

ひ
と
し
き
り

遊
び
疲
れ
て
帰
っ
て
く
る
。

病
院
の
庭
に
降
る
雪
は

－
も
云
ノ

ど
れ
ほ
ど
積
も
っ
た
ろ
う
。

↑

い
く
た
び
も
雪
の
深
さ
を
尋
ね
け
り
　
（
子
規
）

咳
の
子
の
な
ぞ
な
ぞ
あ
そ
び
き
り
も
な
や
　
（
汀
女
）

○

窓
か
ら
差
し
込
む
光
が

私
の
病
床
を
白
い
ベ
ー
ル
で
つ
つ
み

静
ま
り
返
っ
た
時
の
な
か
で

幼
児
と
な
っ
た
私
は

野
原
に
出
か
け
て
い
く
。

問
題
意
識
を
持
た
せ
、
自
主
学
習
力
を
た
か
め
る
試
み

○

元
日
の
昼
下
が
り

雪
か
き
寄
せ
て
羽
根
を
つ
く

晴
れ
着
の
君
が
ま
ぶ
し
い

コ

ト

ン

　

と

打
ち
上
げ
た
君
の
羽
根
が

真
っ
青
な
空
に

天
女
の
よ
う
に
舞
っ
た

見
と
れ
た
僕
の
額
に

君
は



ド
ポ
リ
　
と
墨
を
塗
っ
た

↑

大
空
に
羽
子
の
白
妙
と
と
ま
れ
り
　
（
虚
子
）

（
以
下
省
略
）

こ
れ
ら
の
生
徒
作
品
は
、
い
く
つ
か
板
書
さ
せ
、
合
評
し
合
っ
て
い
る
う

ち
に
、
二
人
の
も
の
を
一
つ
の
詩
に
し
た
り
し
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

小
説
（
『
山
月
記
』
）
　
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
特
に
詩
歌
の
場
合
、

表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
か
ら
作
者
が
沈
黙
し
て
い
る
部
分
を
想
像
す
る
と

こ
ろ
に
、
文
学
の
お
も
し
ろ
さ
や
味
わ
い
が
鬱
み
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
、

生
徒
た
ち
は
体
験
し
た
よ
う
で
あ
る
。

四
、
授
業
を
終
え
て

①
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら

生
徒
の
反
応
で
授
業
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
参
考
に
す
る
た
め
、
こ
の

よ
う
な
学
習
方
法
に
つ
い
て
ど
の
様
に
感
じ
て
い
る
か
を
調
査
し
た
。
そ
の

代
表
的
な
意
見
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

A
、
「
よ
い
と
す
る
も
の
」
　
7
4
％

○
　
教
科
書
の
文
章
だ
け
な
ら
、
そ
れ
し
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、
発

展
的
に
学
習
す
る
こ
と
で
国
語
の
神
髄
を
見
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

○
　
今
ま
で
先
生
の
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
が
、
自
分
で
考
え
て

授
業
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
面
倒
く
さ
い
が
力
が
つ
く
。

五
六

〇
　
自
分
で
調
べ
る
こ
と
、
他
人
の
発
表
や
意
見
に
は
一
生
懸
命
に
な
る

の
で
、
問
題
意
識
が
高
ま
っ
た
し
、
受
け
身
な
私
に
は
い
い
と
思
っ
た
。

B
、
「
よ
く
な
い
と
す
る
も
の
」
　
6
％

○
　
深
め
る
と
い
っ
て
も
、
自
分
が
思
う
と
い
う
の
は
個
人
差
が
あ
り
、

あ
ま
り
よ
く
な
い
。

○
　
こ
の
方
法
は
面
倒
く
さ
い
。
教
科
書
の
内
容
も
よ
く
分
か
ら
な
か
っ

た
の
で
、
発
展
学
習
と
言
わ
れ
て
も
と
思
っ
た
。

○
　
質
は
高
い
と
思
う
が
、
な
に
も
調
べ
た
い
と
思
あ
な
か
っ
た
。
押
し

つ
け
は
止
め
て
ほ
し
い
。

C
、
「
よ
い
と
思
う
が
不
安
と
す
る
も
の
」
　
8
％

○
　
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
学
べ
て
よ
い
が
、
定
期
テ
ス
ト
に
直
接
関
係
し

て
い
な
い
の
で
、
勉
強
し
に
く
い
。

○
　
テ
ス
ト
前
、
教
科
書
の
文
章
に
つ
い
て
ど
こ
を
押
さ
え
て
お
く
べ
き

か
分
か
り
に
く
い
の
で
、
あ
ま
り
よ
く
な
い
。

○
　
国
語
を
楽
し
む
の
に
は
い
い
が
、
テ
ス
ト
と
か
実
力
が
つ
い
て
い
る

の
か
な
ど
を
考
え
る
と
不
安
だ
。

（
残
り
1
2
％
は
、
「
な
ん
と
も
い
え
な
い
」
お
よ
び
無
回
答
。
）

②
課
題

非
常
に
生
き
生
き
と
取
り
組
み
、
自
分
の
力
で
資
料
か
ら
発
見
し
て
ま
と

め
る
楽
し
さ
を
体
験
し
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
初
め
て
担
当
し
た
学
年

で
八
ク
ラ
ス
の
内
五
ク
ラ
ス
に
い
き
な
り
四
月
当
初
か
ら
始
め
た
の
で
無
理

も
あ
っ
た
。
「
単
元
学
習
」
を
め
ざ
す
上
か
ら
、
い
く
つ
か
を
私
の
教
訓
と

し
た
い
。

ア
、
資
料
の
集
め
方
や
ま
と
め
方
、
発
表
・
討
論
の
訓
練
を
、
単
元
学
習
を

す
す
め
る
初
期
の
段
階
か
ら
積
み
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
教
材
で
、

あ
る
時
期
だ
け
実
践
し
て
も
効
果
は
う
す
い
。
文
字
・
音
声
活
動
の
三
つ

の
分
野
、
「
理
解
活
動
」
「
批
評
活
動
」
「
表
現
活
動
」
　
の
視
点
か
ら
、
年

間
計
画
あ
る
い
は
三
年
間
の
展
開
計
画
の
下
に
、
国
語
科
教
師
集
団
が
協

同
研
究
し
っ
つ
進
め
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
活
動
の
中
心
に
あ
る
「
内
言
形

成
活
動
」
が
活
発
化
し
、
次
第
に
、
生
徒
の
学
ぶ
姿
勢
や
学
力
観
も
変
革

す
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
社
会
性
が
ま
だ
十
分
で
な

い
段
階
（
中
学
校
段
階
）
　
で
は
、
あ
ま
り
多
く
の
こ
と
を
期
待
せ
ず
、
基

本
的
な
こ
と
に
重
点
を
置
く
の
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ィ
、
担
当
者
が
資
料
を
準
備
し
た
り
図
書
室
と
事
前
に
連
携
し
た
り
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
が
、
高
校
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
る
。

公
の
施
設
の
利
用
、
他
教
科
と
の
連
携
も
視
野
に
い
れ
て
準
備
、
展
開
す

る
と
い
っ
た
行
動
的
な
教
材
研
究
・
学
習
が
望
ま
れ
る
。

ウ
、
現
代
の
高
校
生
は
、
授
業
や
生
徒
個
人
お
よ
び
班
の
発
表
に
対
し
て
よ

ほ
ど
の
自
由
な
雰
囲
気
で
も
な
い
限
り
、
質
問
し
た
り
反
論
し
た
り
し
な

い
。
最
後
の
ま
と
め
の
と
こ
ろ
で
、
か
な
り
重
要
な
質
問
や
反
論
を
記
述

し
た
り
す
る
。
人
の
前
で
は
恥
を
か
き
た
く
な
い
、
か
か
し
た
く
な
い
と

い
う
自
意
識
が
働
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
春
期
、
男
女
共
学
に
よ
っ
て

助
長
さ
れ
て
い
る
面
は
あ
っ
て
も
、
昨
今
で
は
そ
れ
以
前
に
過
敏
な
子
が

多
く
な
っ
て
い
る
。
低
次
元
の
取
り
決
め
（
例
え
ば
「
質
問
、
発
言
の
多

い
班
に
は
発
表
点
を
加
算
す
る
。
」
）
　
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
を
口
実
に

し
て
、
か
え
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
が
目
的
で
な
い
自
然
な
人
間
関
係
の
寡

聞
題
意
識
を
持
た
せ
、
自
主
学
習
力
を
た
か
め
る
試
み

囲
気
が
で
き
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
「
い
ま
感
性
が
あ
ぶ
な
い
」
　
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
も
、
こ
う

し
た
側
面
も
一
つ
で
あ
ろ
う
。
文
学
作
品
に
し
て
も
そ
の
中
に
込
め
ら
れ

て
い
る
情
感
を
汲
み
取
る
こ
と
が
苦
手
で
、
自
意
識
が
絶
対
で
あ
っ
て
、

「
人
は
そ
れ
ぞ
れ
」
な
の
で
あ
る
。
詩
歌
の
と
こ
ろ
で
、
作
者
が
沈
黙
し

て
い
る
部
分
を
ど
ん
ど
ん
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
を
課
し
た
の
も
、
こ
う

し
た
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

工
、
こ
の
学
習
方
法
は
、
一
人
一
人
が
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
め
、
教
師

の
方
も
個
別
指
導
が
容
易
で
あ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
が
旧
態
依
然
と
し
た

知
識
偏
重
の
評
価
方
法
で
は
や
が
て
破
綻
す
る
。
形
成
評
価
の
重
視
、
総

括
評
価
の
多
面
化
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
教
師
の
側
の
意
識

変
革
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

（
は
し
も
と
・
ふ
み
お
　
立
命
館
高
校
）


