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こ
の
小
説
は
H˝
現
在
と
過
去
と
い
う
二
つ
の
場
面
か
ら
成
り
立
ち
H˝
し
か
も

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
語
り
手
が
変
わ
H
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
H˛

小
説
の
第
一
場
面

(
現
在)

で
は
H˝｢

わ
た
し｣

と
い
う
語
り
手
が

｢

客｣

で
あ
る

｢

彼｣

と
思
い
出
話
を
し
な
が
ら
H˝｢

チ
H
ウ｣

を
囲
む
H˝
と
い
う
場

面
か
ら
始
ま
る
H˛｢

彼｣
は

｢
チ
H
ウ｣

を
見
る
こ
と
で
昔
の
思
い
出
を
よ
み

が
え
ら
せ
H˝｢

わ
た
し｣

に
昔
の
思
い
出
を
語
り
出
す
H˛｢

彼｣

が

｢

僕｣

と
し

て
語
H
た
思
い
出
が
第
二
場
面

(
過
去)

で
あ
る
H˛
小
説
は
こ
の
二
つ
の
場
面

か
ら
成
り
立
つ
が
H˝
出
来
事
の
中
心
は
ほ
と
ん
ど
第
二
場
面
に
書
か
れ
て
お
り
H˝

題
名
も

｢

少
年
の
日
の
思
い
出｣

と
な
H
て
い
る
H˛
過
去
の
第
二
場
面
だ
け
で

も
十
分
H˝
一
つ
の
小
説
と
し
て
成
立
し
う
る

(
読
ん
で
違
和
感
が
な
い
と
い
う

点
で
は)

も
の
で
あ
る
H˛
し
か
し
H˝
こ
の
小
説
に
は
現
在
と
過
去
の
二
つ
の
場

面
が
用
意
さ
れ
て
お
り
H˝
し
か
も
時
間
の
流
れ
に
沿
わ
ず
H˝
現
在
か
ら
過
去
へ

と
時
を
戻
す
形
と
な
H
て
い
る
H˛
そ
し
て
H˝
現
在
の
場
面
で

｢
わ
た
し｣

H˛
過

去
の
場
面
で

｢

僕｣

と
い
う
二
人
の
語
り
手
を
用
意
し
て
い
る
H˛
こ
の
特
異
な

構
造
に
は
や
は
り
作
者
の
意
図
が
働
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
H˛
こ
の

構
造
で
な
け
れ
ば
描
け
な
か
H
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
H˛
そ
の
構
造
の

意
味
を
考
え
る
こ
と
が
H˝
作
者
が
意
図
し
た
世
界
に
近
づ
き
H˝
主
題
に
せ
ま
る

こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛
そ
し
て
H˝
そ
れ
は
こ
の
小
説
を
授

業
す
る
上
で
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
H˛

で
は
ま
ず
H˝
現
在
の
場
面
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
H˛
作
者
が
用

意
し
た
の
は
H˝
現
在
と
過
去
と
い
う
時
間
の
変
化
が
あ
る
場
面
で
あ
る
H˛
つ
ま

り
H˝
こ
の
物
語
に
は

｢

時
間｣

が
大
き
く
関
わ
H
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
H˛

現
在
の
場
面
と
過
去
の
場
面
で
共
通
す
る
人
物

｢

彼｣

は
大
き
く
変
化
し
て

い
る
H˛
あ
れ
ほ
ど
チ
H
ウ
を
愛
し
て
い
た

｢

僕｣

が
大
人
に
な
る
と
チ
H
ウ
に

対
し
て

｢

不
愉
快｣

な
思
い
出
を
も
つ

｢

彼｣

と
変
化
す
る
の
は
H˝
過
去
に
経

験
し
た

｢

少
年
の
日
の
思
い
出｣

が
あ
る
た
め
だ
H˛
ま
た
H˝
現
在
と
過
去
の
場

面
を
比
べ
て
み
る
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
見
ら
れ
る
H˛
ラ
ン
プ
や
ろ
う
そ
く

の

｢

明
か
り｣

の
中
H˝｢

厚
紙｣

の
箱
か
ら
出
て
き
た

｢

チ
H
ウ｣

H˝｢

け
H
こ

う｣

と
い
う
言
葉
・
・
・
H˛
こ
れ
ら
は

｢

彼｣

に
昔
の
思
い
出
を
苦
い
思
い
出

と
し
て
否
応
な
し
に
よ
み
が
え
ら
せ
て
し
ま
う
仕
掛
け
と
な
H
て
い
る
H˛｢

少

年
の
日
の
思
い
出｣

は

｢

彼｣

に
と
H
て
過
去
に
終
わ
H
た
物
語
で
は
な
く
H˝

時
を
超
え
て
H˝
現
在
で
も
癒
さ
れ
な
い
傷
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
H˛
そ
れ
を
描

く
た
め
に
H˝
こ
の
物
語
は
過
去
と
現
在
の
両
方
の
場
面
を
描
く
必
要
が
あ
H
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛

も
う
一
つ
の
理
由
は
こ
の
物
語
に｢

わ
た
し｣

と
い
う
語
り
手
が
必
要
で
あ
H

た
と
い
う
こ
と
だ
H˛
し
か
し
H˝
そ
れ
を
語
る
前
に
過
去
の
場
面
の
語
り
手
が

｢

僕｣

で
あ
る
理
由
を
先
に
述
べ
た
い
H˛

過
去
の
場
面
に
お
い
て
語
り
手
が

｢

僕｣

で
あ
る
効
果
は
H˝
一
人
称
で
あ
る

た
め
に
読
者
が｢

僕｣

の
心
の
内
面
や
そ
の
時
の
心
情
を
深
く
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
H˛
チ
H
ウ
に
夢
中
に
な
る

｢

僕｣

H˝
チ
H
ウ
の
美
し

さ
に
心
奪
わ
れ
る｢

僕｣

H˝
エ
I
ミ
I
ル
に
対
す
る
複
雑
な
感
情
H˝
チ
H
ウ
を
盗

む
と
き
の
心
情
の
変
化
H˝
最
後
の
絶
望
感
H˛
そ
の
心
の
動
き
を

｢

僕｣

と
一
緒

に
体
験
す
る
か
ら
こ
そ
H˝
最
後
の
ラ
ス
ト
の

｢

チ
H
ウ
を
一
つ
一
つ
取
り
出
し
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粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
H
た｣

と
い
う
一
文
は
読
者
自
身
に
強
い
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
H˛

『

文
学
の
力
×
教
材
の
力』

(

教
育
出
版)

の
中
で
H˝
綾
目
広
治
氏
は

｢

少

年
の
日
の
思
い
出｣

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
H˛

(

ｐ
２
０
５
I)

『

少
年
の
日
の
思
い
出』

に
は
ハ
Hø
ピ
I
エ
ン
ド
も
カ
タ
ル
シ

ス
も
な
い
H˛
そ
れ
は
H˝
前
非
を
悔
い
た
者
の
気
持
ち
が
相
手
に
伝
わ
ら
な
い
か
ら
で

あ
り
H˝
も
H
と
い
え
ば
そ
の
気
持
ち
が
相
手
か
ら

｢

け
い
べ
つ
的｣

な
眼
差
し
で
拒

絶
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
H˛『

少
年
の
日
の
思
い
出』

で
は
H˝
ま
さ
に
主
人
公
の
少
年

が

｢

悟
H
た｣
よ
う
な
H˝｢

一
度
起
き
た
こ
と
は
H˝
も
う
償
い
の
で
き
な
い
も
の
だ｣

と
い
う
H˝
い
わ
ば
人
生
の
苦
い
真
実
が
読
者
に
示
さ
れ
る
の
だ
H˛
違
う
言
い
方
を
す

る
な
ら
ば
H˝『

少
年
の
日
の
思
い
出』

は
読
者
を
カ
タ
ル
シ
ス
の
中
に
甘
く
取
り
込

む
の
で
は
な
く
H˝
読
者
を
冷
た
く
突
き
放
し
H˝
こ
の
苦
い
真
実
を
ど
う
考
え
れ
ば
い

い
の
か
H˝
と
い
H
た
問
題
に
向
き
合
わ
せ
る
話
な
の
で
あ
る
H˛

こ
こ
ま
で

｢

僕｣

の
心
の
動
き
を
同
化
体
験
し
て
き
た
読
者
だ
か
ら
こ
そ
H˝

｢

僕｣

が
突
き
つ
け
ら
れ
た

｢

苦
い
真
実｣

を
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て

｢

ど

う
考
え
れ
ば
い
い
の
か｣

と
向
き
合
わ
ざ
る
得
な
く
な
る
H˛｢

僕｣

の
問
題
を

自
分
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
H˝
こ
れ
が
過
去
の
場
面
が

｢

僕｣

で

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
H
た
理
由
で
は
な
い
か
H˛
少
な
く
と
も
三
人
称
視
点
で
読

む
こ
と
よ
り
そ
の
効
果
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
H˛

で
は
H˝
そ
れ
に
対
し
て
現
在
場
面
の

｢

わ
た
し｣

の
語
り
に
は
ど
の
よ
う
な

意
図
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
H˛｢

僕｣

と
い
う
人
称
が
読
者
に
自
分
自
身
と
し

て
問
題
を
考
え
さ
せ
る
仕
掛
け
な
ら
ば
H˝
や
は
り

｢

わ
た
し｣

と
い
う
人
称
も

読
者
が

｢

わ
た
し｣

と
し
て
物
語
を
考
え
さ
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
る
は
ず

だ
H˛
し
か
し
H˝｢

わ
た
し｣

に
は
別
の
効
果
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛

教
科
書
の
次
の
よ
う
な
部
分
を
読
む
と
H˝｢

僕｣

の
語
り
と
は
少
し
違
う
仕
掛

け
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
H˛

(

教
科
書
Ｐ
１
２
３
I)

わ
た
し
の
チ
H
ウ
は
H˝
明
る
い
ラ
ン
プ
の
光
を
受
け
て
H˝

箱
の
中
か
ら
H˝
き
ら
び
や
か
に
光
り
輝
い
た
H˛
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
上
に
体
を
か
が

め
て
H˝
美
し
い
濃
い
み
ご
と
な
色
を
眺
め
H˝
チ
H
ウ
の
名
前
を
言
H
た
H˛(

中
略)

友
人
は
一
つ
の
チ
H
ウ
を
H˝
ピ
ン
の
つ
い
た
ま
ま
H˝
箱
の
中
か
ら
用
心
深
く
取
り
出

し
H˝
羽
の
裏
側
を
見
た
H˛(

中
略)

I
と
彼
は
言
H
た
H˛
そ
し
て
チ
H
ウ
を
ま
た
元

の
場
所
に
刺
し
H˝
箱
の
ふ
た
を
閉
じ
て
H˝｢

も
う
け
H
こ
う
H˛｣

と
言
H
た
H˛
そ
の
思

い
出
が
不
愉
快
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
H˝
彼
は
口
早
に
そ
う
い
H
た
H˛
そ
の
直
後
H˝

わ
た
し
が
箱
を
し
ま
H
て
戻
H
て
く
る
と
・
・
・

｢

わ
た
し｣

は
出
来
事
や
行
動
H˝
彼
の
客
観
的
描
写

(

不
愉
快
そ
う
・
口
早

に
な
ど)

は
語
H
て
も
H˝
自
分
の
心
の
内
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
な
い
H˛｢

僕｣

が
赤
裸
々
に
自
分
の
心
の
内
を
語
H
た
の
に
比
べ
る
と
H˝｢

わ
た
し｣

と
い
う

語
り
手
は
あ
ま
り
に
も
語
ら
な
す
ぎ
で
は
な
い
か
H˛
つ
ま
り
H˝｢

僕｣

と
い
う

人
称
の
よ
う
に
H˝
心
情
を
同
化
体
験
さ
せ
る
た
め
に

｢

わ
た
し｣

が
あ
る
の
で

は
な
い
H˝
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
H˛

ま
た
H˝｢

わ
た
し｣

と
い
う
人
物
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
H˛｢

わ
た
し｣

は

幼
年
時
代
に

｢

僕｣

と
同
じ
よ
う
に
チ
H
ウ
収
集
と
い
う
体
験
を
し
た
人
物
で

あ
る
H˛
だ
が
H˝
大
人
に
な
H
た
二
人
は
チ
H
ウ
に
対
し
て
全
然
違
う
思
い
を
も
H

て
い
る
H˛
苦
い
思
い
出
を
も
つ

｢

彼｣

に
対
し
て
H˝
大
人
に
な
H
て
も
チ
H
ウ

に
対
し
て
良
い
思
い
出
を
も
ち
続
け
る

｢

わ
た
し｣

H˛
そ
の

｢

わ
た
し｣

に
語

る
H˝
と
い
う
こ
と
は
こ
の
物
語
を
別
の
観
点
か
ら
見
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
H˝

つ
ま
り
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
H˛
過
去
の

｢

僕｣

の
感
情
は

主
観
的
で
あ
り
H˝
絶
対
的
な
も
の
で
あ
H
た
H˛
だ
か
ら
こ
そ
H˝
エ
I
ミ
I
ル
の

性
格
描
写
は
あ
く
ま
で
も

｢

僕｣

の
側
か
ら
描
か
れ
て
い
た
し
H˝
そ
こ
に
相
対

化
す
る
視
点
は
な
か
H
た
H˛
こ
の
よ
う
に
主
観
的
に
語
ら
れ
た

｢

彼｣

の
物
語

を
客
観
的
に

｢

わ
た
し｣

が
聞
く
こ
と
で
こ
の
物
語
は

｢

主
観｣

と

｢

客
観｣

と
い
う
二
つ
の
側
面
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛
こ
の
小

説
は
現
在
と
過
去
と
い
う
場
面
で
語
り
手
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
H˝
主
観
的
な
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視
点
と
客
観
的
な
視
点
か
ら
同
じ
物
語
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
仕
掛
け
に
な
H

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛

で
は
H˝
こ
の
場
面
が
一
人
称
で
あ
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
H˛
客
観
性
な

ら
ば
三
人
称
を
用
い
て
も
成
立
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛
し
か
し
H˝
先
述

し
た
よ
う
に
H˝
や
は
り
H˝｢

僕｣

と
同
じ
よ
う
に

｢

わ
た
し｣

に
も
問
題
は
突

き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
H˛｢

彼｣

の
話
を
聞
い
た

｢

わ
た
し｣

は

｢

僕｣

の

行
動
を
ど
う
評
価
す
る
の
か
H˝
ど
う
思
う
の
か
H˝
と
い
う
こ
と
を
H˛
そ
れ
を
読

者
が
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
H˝
や
は
り
こ
こ
は

｢

わ
た
し｣

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
H
た
の
だ
H˛

そ
う
考
え
た
と
き
H˝
こ
の
作
品
が
現
在
か
ら
過
去
へ
と
展
開
し
H˝
再
び
現
在

へ
と
戻
H
て
こ
な
い
こ
と
へ
の
説
明
も
つ
く
の
で
あ
る
H˛

逆
に
過
去
か
ら
現
在
へ
展
開
し
た
り
H˝
も
う
一
度
過
去
か
ら
現
在
へ
と
戻
H

て
き
た
場
合
は
ど
の
よ
う
な
展
開
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
H˛
チ
H
ウ
を
つ

ぶ
し
た
後
H˝｢

僕｣

の
そ
の
後
や
話
し
た
後
の

｢

彼｣

の
様
子
H˝｢

彼｣

の
話
を

聞
い
た

｢

わ
た
し｣

の
気
持
ち
や
様
子
に
触
れ
ず
に
物
語
は
終
わ
れ
る
だ
ろ
う

か
H˛
い
や
H˝
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
結
末
が
用
意
さ
れ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
H˛

し
か
し
H˝｢

僕｣

に
つ
き
つ
け
ら
れ
た
問
題
を
ど
う
見
る
か
H˝｢

わ
た
し｣

が

｢

彼｣

の
行
為
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
読
者
一
人
一
人
に
考
え
さ

せ
る
た
め
に
は
H˝
こ
の
物
語
に
結
末
を
用
意
し
て
は
な
ら
な
か
H
た
の
だ
H˛
閉

じ
ら
れ
て
い
な
い
物
語
だ
か
ら
こ
そ
H˝
読
者
は
そ
こ
に
様
々
な
も
の
を
見
よ
う

と
す
る
で
あ
ろ
う
H˛
そ
の
た
め
に
H˝
物
語
は
こ
の
よ
う
な
構
造
を
と
る
必
要
が

あ
H
た
の
だ
H˛
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場
面
の
設
定
や
視
点
の
置
き
方
に
こ
の
作
品
の
特
異
な
構
造
が
あ
り
H˝
そ
れ

が
主
題
に
つ
な
が
る
も
の
だ
と
前
章
で
は
述
べ
て
き
た
H˛
そ
れ
な
ら
ば
H˝
こ
の

設
定
や
視
点
に
目
を
向
け
た
授
業
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
H˛
そ
こ
で
H˝

授
業
の
展
開
と
し
て
次
の
学
習
活
動
を
考
え
て
み
た
H˛

そ
れ
は
H˝
物
語
の
流
れ
に
沿
H
て
学
習
し
た
後
に
H˝
も
う
一
度
現
在
の
場
面

に
返
H
て
み
る
と
い
う
活
動
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
H˛
生
徒
が
日
常
生
活
で

自
主
的
に
行
う
読
書
で
は
H˝
物
語
の
流
れ
に
沿
H
て
読
み
H˝
そ
こ
で
終
わ
る
の

が
普
通
で
あ
ろ
う
H˛
今
ま
で
の
自
分
自
身
の
授
業
で
も
過
去
の
場
面
を
学
習
し

た
と
こ
ろ
で
終
わ
H
て
し
ま
H
て
い
た
H˛
し
か
し
H˝
過
去
と
現
在
は
つ
な
が
H

て
お
り
H˝｢

少
年
の
日
の
思
い
出｣

は

｢

彼｣

に
と
H
て
過
去
に
終
わ
H
た
物

語
で
は
な
く
H˝
現
在
で
も
癒
さ
れ
な
い
傷
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解

す
る
た
め
に
は
H˝
や
は
り
H˝
過
去
の
物
語
を
学
習
し
た
後
で
H˝
現
在
の

｢

彼｣

が
こ
の
出
来
事
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
H˛
ま
た
H˝
過
去
か
ら
現
在
へ
返
る
読
み
取
り
の
中
で
H˝
生
徒
に
作

者
が
用
意
し
た
様
々
な
暗
示
の
意
味
に
も
生
徒
は
気
づ
く
だ
ろ
う
H˛
過
去
の
出

来
事
を
理
解
し
た
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
仕
掛
け
は
H˝
こ
の
小
説
の
構
造
な
ら

で
は
の
面
白
さ
で
あ
る
と
思
う
H˛
さ
ら
に
H˝
そ
の
活
動
を
入
れ
る
こ
と
で
こ
の

小
説
が
も
つ
視
点
の
面
白
さ
に
も
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
H˛

西
郷
竹
彦
氏
が

｢

文
芸
教
育
全
集
第
14
集
文
芸
学
講
座
Ⅰ
視
点
・
形
象
・
構

造｣

の
中
で
視
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
H˛

(

ｐ
２
３
１
I)

視
点
人
物
に
よ
H
て
見
ら
れ
て
い
る
が
わ
の
人
物
を
対
象
人
物

(

特
に
そ
の
中
心
と
な
る
人
物
を
焦
点
人
物)

と
い
い
ま
す
H˛
視
点
人
物
と
対
象
人

物
は
そ
の
描
写
・
表
現
の
上
で
次
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
H˛(

中
略)

視
点
人
物

(

見
る
が
わ)

内
面

(

心)

は
よ
く
描
か
れ
て
い
る

↓

外
面

(

姿)

は
と
ら
え
に
く
い

対
象
人
物

(

見
ら
れ
る
が
わ)

内
面

(

心)

は
と
ら
え
に
く
い

外
面

(

姿)

は
よ
く
描
か
れ
て
い
る

｢

少
年
の
日
の
思
い
出｣

は
こ
の
視
点
の
特
徴
を
学
習
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
教
材
で
あ
る
H˛
過
去
の
場
面
で

｢

僕｣

は
視
点
人
物
と
し
て
物
語
を
語
る
立

���

｢少年の日の思い出｣ の作品の特徴を生かした授業改善の在り方
～発問の在り方を中心に～
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場
で
あ
H
た
H˛
そ
の

｢

僕｣

が
現
在
の
場
面
で
は

｢

彼｣

と
し
て
対
象
人
物
と

な
る
H˛
一
人
の
人
物
が
一
つ
の
物
語
の
中
で
H˝
主
観
的
な
人
物
と
客
観
的
な
人

物
の
両
方
と
な
る
と
い
う
面
白
さ
を
味
わ
う
た
め
に
は
H˝
や
は
り
H˝
過
去
か
ら

現
在
へ
と
返
る
そ
の
過
程
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛

以
上
の
事
か
ら
H˝
次
の
よ
う
に
授
業
の
展
開
計
画
を
立
て
た
H˛

活
動
１

小
説
を
読
み
H˝
新
出
漢
字
や
難
解
語
句
の
意
味
調
べ
を
行
う
H˛

活
動
２

現
在
と
過
去
の
場
面
の
構
成
や
共
通
点
を
考
え
る
H˛

活
動
３

現
在
の
場
面
の
読
み
取
り
を
す
る
H˛

①

｢

わ
た
し｣

と

｢

彼｣

の
違
い
に
つ
い
て
考
え
る
H˛

活
動
４

過
去
の
場
面
の
読
み
取
り
を
す
る
H˛

②

｢

僕｣

の
チ
H
ウ
へ
の
思
い
を
読
み
取
る
H˛

③

｢

僕｣

の

｢

エ
I
ミ
I
ル｣

へ
の
思
い
を
読
み
取
る
H˛

④

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
を
盗
む
時
の
心
情
を
読
み
取
る
H˛

⑤

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
を
つ
ぶ
す
時
の
気
持
ち
を
考
え
る
H˛

活
動
５

現
在
の
場
面
に
戻
H
て
読
み
取
り
を
す
る
H˛

⑥
過
去
の
出
来
事
が
現
在
の

｢

彼｣
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い

る
か
を
考
え
る
H˛

⑦

｢

わ
た
し｣

が
こ
の
物
語
を
ど
う
と
ら
え
た
か
を
考
え
る
H˛

今
ま
で
の
授
業
で
は
活
動
４
の
場
面
を
中
心
に
授
業
を
行
H
て
き
た
H˛
し
か

し
H˝
そ
れ
は

｢

僕｣

の
気
持
ち
を
主
観
的
に
と
ら
え
さ
せ
る
と
い
う
視
点
よ
り

も
H˝
内
容
把
握
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
H˛
構
造
の
特
質
を
生
か

す
な
ら
ば
H˝
こ
こ
で
は
徹
底
的
に

｢

僕｣

の
気
持
ち
だ
け
を
追
H
て
い
く
こ
と

で
H˝｢

僕｣

の
物
語
を
生
徒
に
主
観
的
に
と
ら
え
さ
せ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
H˛

活
動
５
の
内
容
が
H˝
今
回
の
授
業
改
善
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
H˛
日
常

の
読
み
で
は

｢

わ
た
し｣

か
ら

｢

僕｣

へ
と
読
ん
で
い
く
が
H˝
あ
え
て
H˝
も
う

一
度

｢

わ
た
し｣

に
返
H
て
読
む
こ
と
で
H˝
生
徒
に
日
常
の
読
み
方
と
は
違
う

読
み
の
観
点
を
与
え
ら
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
H˛

ま
ず
H˝
５
の
⑥
の
活
動
を
過
去
の
出
来
事
が
現
在
に
ど
う
関
わ
H
て
い
る
か

の
因
果
関
係
を
考
え
さ
せ
る
た
め
に
設
定
し
た
H˛｢

僕｣

が
こ
の
思
い
出
に
よ
H

て
H˝
ど
の
よ
う
な

｢

彼｣

へ
と
変
化
し
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
H˝
現
在
と
過
去

の
場
面
の
設
定
し
た
と
い
う
小
説
の
構
造
の
意
図
を
一
番
感
じ
ら
れ
る
部
分
で

あ
ろ
う
H˛

そ
し
て
H˝
５
の
⑦
の
活
動
で
は
４
の
活
動
で

｢

僕｣

と
い
う
視
点
で
と
ら
え

た
物
語
が
H˝｢

わ
た
し｣

と
し
て
ど
う
と
ら
え
ら
れ
る
か
を
考
え
さ
せ
る
た
め

に
５
の
⑦
の
活
動
を
設
定
し
た
H˛
視
点
を
転
換
し
て
物
語
を
味
わ
う
と
い
う
こ

と
が
こ
の
小
説
の
構
造
の
良
さ
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
H˛
し
か
し
H˝
単
に

｢

わ

た
し｣

が
ど
う
思
う
の
か
で
は
な
く
H˝
そ
こ
に
新
た
な
読
み
の
観
点
を
加
え
て

考
え
さ
せ
た
い
H˛
日
常
的
な
読
み
で
は
生
徒
は
色
々
な
感
想
を
抱
く
だ
ろ
う
が
H˝

そ
の
読
み
の
観
点
は
様
々
で
あ
る
H˛
授
業
で
読
む
こ
と
の
良
さ
は
H˝
日
常
的
な

読
み
で
は
得
ら
れ
な
い
新
た
な
観
点
を
教
師
が
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
と
考
え
る
H˛
そ
こ
で
H˝
現
在
の

｢

わ
た
し｣

が

｢

僕｣

の
行
為
や
H˝

｢

僕｣

が
抱
い
た
自
責
の
念
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
H˝
ま
た
H˝
そ
の
こ
と
を

｢

彼｣

が
現
在
ま
で
引
き
ず
H
て
い
る
こ
と
を
ど
う
思
う
の
か
を
考
え
さ
せ
た

い
H˛
そ
の
こ
と
で
H˝
生
徒
の
読
み
が
深
ま
り

｢

わ
た
し｣

に
返
H
て
読
む
こ
と

の
意
味
も
ま
た
深
ま
る
と
考
え
る
H˛

続
い
て
H˝
活
動
２
と
活
動
３
は
活
動
５
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
設
定
し
た

も
の
で
あ
る
H˛

活
動
２
で
現
在
と
過
去
の
場
面
の
構
成
や
共
通
性
を
考
え
る
と
い
う
活
動
を

設
定
し
た
H˛
こ
の
二
つ
の
物
語
は
そ
れ
ぞ
れ
に
成
り
立
H
て
い
る
物
語
で
は
な

く
H˝
密
接
に
絡
ん
で
い
る
こ
と
H˝
そ
こ
に
作
者
の
意
図
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

理
解
さ
せ
る
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
る
H˛

活
動
３
で
は
H˝｢

わ
た
し｣

と

｢

彼｣

と
の
違
い
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
H˝

こ
の
物
語
を

｢

彼｣

と
は
違
う
視
点
で
と
ら
え
さ
せ
る
活
動
５
の
⑦
に
つ
な
が

上野由夏・菅 邦男���
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る
と
考
え
て
い
る
H˛

さ
て
H˝
次
に
H˝
こ
の
学
習
活
動
を
具
体
化
す
る
た
め
に
は
H˝
ど
の
よ
う
な
発

問
を
行
H
て
い
く
か
H˝
と
い
う
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
H˛

発
問
は
授
業
の
中
核
を
為
す
も
の
で
あ
る
H˛｢

ど
ん
な
発
問
を
す
る
か｣

H˝
と

は
生
徒
に

｢

何
を
考
え
さ
せ
る
の
か｣

と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
H˛
今
ま
で

の
私
自
身
の
授
業
で
も

｢

考
え
さ
せ
た
い
こ
と｣

は
何
か
H˝
と
い
う
観
点
で
発

問
を
設
定
し
て
き
た
H˛
具
体
的
に
言
う
と

｢

○
○
の
こ
の
時
の
気
持
ち
は
ど
う

だ
H
た
で
し
H
う｣

｢

○
○
の
気
持
ち
が
わ
か
る
表
現
に
線
を
引
き
ま
し
H
う｣

な
ど
と
い
う
も
の
だ
H˛
確
か
に
気
持
ち
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
H˛

し
か
し
H˝
こ
の
よ
う
な
発
問
の
仕
方
で
は
H˝
理
解
で
き
る
生
徒
は
で
き
る
し
H˝

で
き
な
い
生
徒
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
H˛
な
ぜ
な
ら
H˝
そ
こ
に
は

｢

手
立
て｣

が
な
い
か
ら
で
あ
る
H˛
発
問
の
作
り
方
は
ど
う
あ
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
私
の
課

題
の
答
え
は
次
の
文
献
に
あ
H
た
H˛

そ
れ
は
渋
谷
孝
・
市
毛
勝
雄
両
氏
の『 ｢

少
年
の
日
の
思
い
出｣

の
言
語
技

術
教
育』

(

明
治
図
書)

の
中
の

｢

な
ぜ
言
語
技
術
は
必
要
な
の
か｣

の
一
説

で
あ
る
H˛

(

ｐ
９
I)

本
文
の
ど
ん
な
語
句
や
成
句
に
着
目
し
て
H˝
ど
う
い
う
順
序
で
検

討
し
て
い
H
た
ら
H˝
内
容
の
理
解
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
H˛
そ
れ
が
H˝
学
習

者
の
学
習
事
項
で
あ
り
H˝
授
業
者
の
指
導
事
項
で
あ
る
H˛
従
H
て
読
み
方
指
導
は
学

習
者
に
読
み
取
り
方
の
手
立
て
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
H˛

(

ｐ
10
I)

I
作
中
人
物
の
気
持
ち
を
探
る
こ
と
が
誤
り
な
の
で
は
な
い
H˛
私
達

は
H˝
文
学
教
材
の
文
章
を
読
み
な
が
ら
H˝
作
中
人
物
の
気
持
ち
を
考
え
る
こ
と
は
H˝

普
通
に
行
H
て
い
る
H˛
気
持
ち
を
探
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
正
し
い
の
で
は
な
い
H˛

作
中
の
人
物
の
気
持
ち
を
H˝
途
中
の
手
立
て
を
配
慮
し
な
い
で
問
う
こ
と
を
行
H
て

こ
な
か
H
た
か
H˝
そ
の
検
討
が
必
要
な
の
で
あ
る
H˛

日
常
で
行
う
自
主
的
な
読
書
で
は
H˝
私
達
は
H˝
自
然
に
表
現
さ
れ
た
こ
と
か

ら
H˝
登
場
人
物
の
人
間
性
や
心
情
を
読
み
取
H
て
い
る
は
ず
で
あ
る
H˛
そ
れ
は

あ
く
ま
で
も
無
意
識
の
も
の
だ
H˛
読
ん
で
い
る
時
に

｢

I
と
い
う
表
現
が
あ
H

た
か
ら
今
主
人
公
は
こ
う
思
H
て
い
る｣

な
ど
と
一
々
考
え
て
読
書
す
る
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
H˛
し
か
し
H˝
授
業
で
の
読
み
は
そ
れ
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
H˛
逆
に
言
う
と
H˝
授
業
の
中
で
H˝｢

何
に
着
目
す
れ
ば
い
い
の
か｣

｢

こ
の

表
現
か
ら
何
か
わ
か
る
か｣

と
い
う
手
立
て
を
示
す
こ
と
が
H˝
生
徒
に
読
み
の

経
験
を
積
み
上
げ
さ
せ
H˝
次
の
作
品
へ
向
か
う
時
の
指
針
と
も
な
る
だ
ろ
う
H˛

発
問
と
は

｢

何
を
考
え
る
か｣

で
あ
る
と
と
も
に

｢

ど
こ
に
着
目
す
れ
ば
内

容
が
理
解
で
き
る
か｣

と
い
う
手
立
て
で
も
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
H˛

で
は
H˝
実
際
に
自
分
の
今
ま
で
の
授
業
を
振
り
返
H
て
H˝
何
が
自
分
に
足
り

な
か
H
た
か
を
具
体
的
に
考
え
て
い
き
た
い
H˛

�
�
�
�
�
�
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自
分
の
授
業
の
問
題
点
を
あ
ぶ
り
出
す
に
は
優
れ
た
授
業
実
践
と
比
較
す
る

こ
と
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
と
考
え
る
H˛
そ
の
対
象
と
し
て
H˝
Ⅱ
章
で
あ
げ
た

渋
谷
孝
・
市
毛
勝
雄
両
氏
の『 ｢

少
年
の
日
の
思
い
出｣

の
言
語
技
術
教
育』

(

明
治
図
書)

の
中
の
岩
田
光
世
氏
の
実
践
を
取
り
上
げ
た
H˛
ま
た
H˝
言
語
技

術
の
観
点
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
H˝
鶴
田
清

司
氏
の

｢

読
み
の
技
術｣

の
中
の
読
み
の
視
点
を
用
い
て
分
析
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
H˛[

表
中
の

(
)

書
き
は
鶴
田
氏
の
提
唱
す
る
読
み
の
技
術
に
よ
る

資
料
１
参
照]

(

本
書
で
は
岩
田
氏
の
実
践
は
発
問
・
指
示
と
解
答
H˝
解
説
と
い
う
形
で

書
か
れ
て
い
た
H˛
し
か
し
H˝
比
較
す
る
と
き
に
筆
者
の
方
で
集
約
さ
せ
て

頂
く
こ
と
に
し
た
H˛)

���

｢少年の日の思い出｣ の作品の特徴を生かした授業改善の在り方
～発問の在り方を中心に～
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１

全
文
を
通
読
し
て
読
み
方
の
確
認
を
し
H˝

初
読
後
の
感
想
を
ま
と
め
る
H˛

２

ワ
I
ク
シ
I
ト
を
基
に
H˝
初
読
の
感
想
・

印
象
に
残
H
た
表
現
な
ど
を
発
表
し
合
い
H˝

全
体
の
疑
問
点
を
集
約
す
る
H˛

３

描
写
の
効
果
を
考
え
な
が
ら
H˝｢

彼｣

が

語
り
出
そ
う
と
す
る
場
面
の
雰
囲
気
を
読
み

取
る

ア

｢

消
え
失
せ
る｣
と
い
う
言
葉
と

｢

消

え
る｣

と
い
う
言
葉
の
違
い
を
考
え
る
H˛

(

②
H£
ｇ)

イ

ア
の
活
動
を
受
け
H˝
他
の
言
葉
で
情
景

が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
る
か
を
考
え

る
H˛

ウ

情
景
の
暗
さ
と
対
比
的
に
描
か
れ
て
い

る
も
の
を
考
え
る
H˛

(

②
H£
ａ)

エ

｢

熱
情
的
な
収
集
家
だ
H
た
も
の
だ｣

の
文
末
表
現
に
注
目
さ
せ
る
H˛(

②
H£
ｇ)

オ

朗
読
に
三
つ
の
観
点

(

①
ど
こ
を
H˝
②

な
ぜ
H˝
③
ど
の
よ
う
に)

で
考
え
さ
せ
る
H˛

カ

｢

緑
色
の
か
さ
を
ラ
ン
プ
に
載
せ
た｣

の
行
動
か
ら

｢

わ
た
し｣

の
行
動
の
意
図

を
考
え
さ
せ
る
H˛

キ

描
写
の
工
夫
点
を
考
え
H˝
描
写
が
暗
示

し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
H˛

(

②
H£
ｆ)

４

チ
H
ウ
に
夢
中
に
な
H
て
い
る
少
年
の
姿

を
読
み
取
る
H˛

ア

｢

と
り
こ｣

と
い
う
言
葉
か
ら『

僕｣

が
チ
H
ウ
に
夢
中
に
な
H
て
い
る
様
子
を

読
み
取
る
H˛

(

③
H£
ｃ)

イ

｢

今
で
も
I
感
じ
た
こ
と
は
な
か
H
た｣

の
範
囲
の
表
現
の
特
徴
と
そ
の
効
果
に
つ

い
て
考
え
る
H˛

(

②
H£
ｇ)

ウ

｢

宝
物｣

と

｢

宝
石｣

と
い
う
表
現
か

ら

｢

僕｣

と

｢

エ
I
ミ
I
ル｣

の
収
集
の

違
い
を
考
え
さ
せ
る
H˛

(

③
H£
ｂ)

エ

｢

非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
い｣

と

｢

悪

徳｣

と
い
う
言
葉
か
ら｢

僕｣

の
エ
I
ミ
I

ル
へ
の
感
情
を
と
ら
え
さ
せ
る
H˛

(

⑤
H£
ｅ
③
H£
ｅ)

５

協
力
し
て
文
章
を
分
析
し
な
が
ら
H˝
ク
ジ
Hœ

ク
ヤ
マ
マ
ユ
を
盗
ん
で
し
ま
H
た
少
年
の
姿

を
読
み
取
る
H˛

ア

二
カ
所
の

｢

眺
め
た｣

と
い
う
言
葉

を
も
と
に｢

僕｣

の
様
子
を
考
え
さ
せ
る
H˛

(

③
H£
ｃ)

イ

｢

興
奮｣

と
い
う
言
葉
か
ら
他
の
表
現

で
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
H˝
と
い

う
こ
と
を
手
が
か
り
に

｢

僕｣

の
そ
の
と

き
の
心
情
を
考
え
さ
せ
る
H˛

(

③
H£
ｃ)

ウ
｢

果
た
し
て｣

の
意
味
か
ら

｢

僕｣

の

心
情
を
考
え
さ
せ
る
H˛

(

③
H£
ｃ)

上野由夏・菅 邦男���

岩
田
光
世
氏
の
実
践
内
容

１

本
文
を
読
み
H˝
初
読

の
感
想
を
書
く
H˛

２

文
章
の
構
成
に
つ
い

て
学
習
す
る
H˛

(

①
H£
ｃ
④
H£
ａ)

ア

ど
の
よ
う
な
時
間

の
変
化
が
あ
る
か
H˛

イ

登
場
人
物
は
誰
か

３

前
半
場
面
の
印
象
を

問
い
H˝
そ
こ
か
ら
叙

述
の
効
果
に
つ
い
て

考
え
る
H˛(

②
H£
ｆ)

ア

こ
の
場
面
に
ど
ん

な
印
象
を
持
H
た
か
H˛

イ

そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
記
述
か
ら
感
じ
ら

れ
た
か
H˛

４

｢

僕｣
の
チ
H
ウ
へ

の
熱
情
が
感
じ
ら
れ
る

部
分
を
読
み
取
る
H˛

(

③
H£
ｃ
・
ｅ)

ア

僕
の
チ
H
ウ
へ
気

持
ち
が
感
じ
ら
れ
る

表
現
に
線
を
引
こ
う
H˛

私
自
身
の
実
践

５

｢

僕｣

と｢

エ
I
ミ
I

ル｣

の
違
い
を
考
え
る
H˛

ア

｢

僕｣

が

｢

エ
I

ミ
I
ル｣

に
抱
い
て

い
る
感
情
に
つ
い
て

｢

非
の
打
ち
ど
こ
ろ

が
な
い｣

｢

悪
徳｣

｢

嘆
賞｣

と
い
う
３

つ
の
言
葉
か
ら
考
え

る
H˛

(

③
H£
ｃ)

イ

チ
H
ウ
に
対
す
る

二
人
の
考
え
方
の
違

い
に
気
づ
く
H˛

(

③
H£
ｂ
・
ｅ)

６

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
を

盗
ん
だ
と
き
の
心
情
の

変
化
を
読
み
取
る
H˛

(

③
H£
ｄ)

７

こ
の
場
面
で
の｢

僕｣

の
気
持
ち
を
理
解
す
る
H˛

ア

こ
れ
ま
で
の
学
習

を
振
り
返
り
H˝｢

僕｣

が
謝
罪
を
た
め
ら
H

て
い
た
理
由
を
考
え

る
H˛

(

③
H£
ｃ)

イ

｢

そ
ん
な
や
つ｣

と
い
う
言
葉
に
着
目

し
H˝｢

僕｣

が
エ
I



���

エ

｢

僕｣

が
ク
ジ
Hœ
ク
ヤ
マ
マ
ユ
を
見
た

場
面
で
の
表
現
の
効
果
を
と
ら
え
る
H˛

(

②
H£
ａ
・
ｃ
・
ｇ)

オ

｢

宝｣
｢

獲
物

｢

チ
H
ウ｣

｢

ク
ジ
Hœ
ク

ヤ
マ
マ
ユ｣

と
い
う
表
現
の
違
い
を
考
え

さ
せ
る
H˛

カ

｢
見
た｣

と
い
う
繰
り
返
し
に
ど
の
よ

う
な
効
果
が
あ
る
の
か
考
え
る
H˛

(

②
H£
ａ)

６

チ
H
ウ
を｢
粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
H

た｣

少
年
の
姿
に
つ
い
て
考
え
る
H˛

ア

母
の
姿
を
表
現
を
根
拠
に
考
え
る
H˛

(

⑤
H£
ｃ)

イ

謝
罪
の
場
面
で
の

｢

僕｣
の
心
情
に
つ

い
て
考
え
る
H˛

ウ

｢｣

の
省
略
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
H˛
(

②
H£
ｇ)

エ

エ
I
ミ
I
ル
の
様
子
を
朗
読
の
工
夫
に

よ
り
理
解
さ
せ
る
H˛

オ

｢

あ
い
つ｣

と
い
う
表
現
の
効
果
を
考

え
る
H˛

(

②
H£
ｆ)

カ

｢

H˝｣

の
多
用
に
ど
の
よ
う
な
僕
の
心

情
が
あ
る
の
か
H˝
考
え
さ
せ
る
H˛

(

②
H£
ｆ)

キ

な
ぜ
H˝｢

僕｣

は
チ
H
ウ
を
粉
々
に
押

し
つ
ぶ
し
た
の
か
を
考
え
る
H˛

(

③
H£
ｄ

①
H£
ｅ)

予
想
ど
お
り
私
の
授
業
は

｢

気
持
ち
を
考
え
る｣

こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が

多
い
が
H˝
ど
の
言
葉
に
着
目
す
れ
ば
こ
の
気
持
ち
が
わ
か
る
の
か
H˝
と
い
う

｢

途
中
の
手
立
て｣

が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
明
確
と
な
H
た
H˛
ま
さ
し
く
H˝

生
徒
の
感
覚
の
み
に
頼
H
た
授
業
で
あ
H
た
H˛
ま
た
H˝
比
較
す
る
た
め
の
参
考

と
し
た
鶴
田
氏
の

｢

読
み
の
技
術｣

で
技
術
の
種
類
を
比
べ
て
み
て
も
H˝
私
の

授
業
は『

③
人
物
を
読
み
解
く
技
術』

に
偏
H
て
い
る
H˛
し
か
し
H˝
岩
田
氏
は

『

②
表
現
の
工
夫
で
読
み
解
く
技
術』

や『

⑤
文
体
で
読
み
解
く
技
術』

な
ど

様
々
な
観
点
で
文
章
を
読
み
解
い
て
い
る
H˛
私
の
授
業
で
は
H˝
同
じ
よ
う
な
観

点
ば
か
り
を
生
徒
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
H˝
生
徒
に
読
み
取
り
方
の
幅

を
広
げ
て
い
な
い
こ
と
も
浮
き
彫
り
と
な
H
た
H˛

例
え
ば
H˝
次
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
H˛

(

引
用
は
全
て

｢

少
年
の
日
の
思
い
出｣

の
言
語
技
術
教
育

明
治
図
書

に
よ
る)

＊

(
)

は
筆
者
の
補
足
部
分
で
あ
る
H˛

過
去
の
場
面
で

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
に
夢
中
に
な
る
場
面
東
京
書
籍
ｐ
１
２
４

I
ｐ
１
２
６]

の
読
み
取
り
に
お
い
て
岩
田
氏
は
発
問
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
H˝

そ
の
流
れ
の
意
図
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
H˛

１
指
示

｢

と
り
こ｣

と
は
ど
ん
な
意
味
で
す
か
H˛
辞
書
で
確
認
し
よ
う
H˛

２
発
問

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
の

｢

と
り
こ｣

に
な
H
て
い
る
様
子
が
ど
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
ま
す
か
H˛

３
発
問

｢

今
で
も
I
感
じ
た
こ
と
は
な
か
H
た｣

の
表
現
の
特
徴
を
考
え
よ
う
H˛

４
発
問

今
挙
げ
ら
れ
た
表
現
へ
の
特
徴
は
こ
の
場
面
で
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
り

ま
す
か
H˛

(

ｐ
２
８
I)

２
発
問
で
は

｢

内
容｣

の
部
分
か
ら
問
う
た
が
H˝
こ
の
発
問
で

は
｢

表
現
の
特
徴｣

か
ら
切
り
込
ん
だ
H˛｢

H˝｣

や

｢

H˛｣

H˝
そ
し
て
H˝｢

H§｣
(
｢
｣

は
筆
者
に
よ
る)

な
ど
H˝
記
号
に
も
着
目
し
な
が
ら
読
み
解
く
視
点
は
大
切
に
し
た

���

｢少年の日の思い出｣ の作品の特徴を生かした授業改善の在り方
～発問の在り方を中心に～

ミ
I
ル
に
飛
び
か
か

ろ
う
と
し
た
理
由
を

考
え
る
H˛(

③
H£
ｃ)

８

こ
の
小
説
の
主
題
は

何
か
考
え
る
H˛

ア

こ
の
出
来
事
で

｢

僕｣

が
学
ん
だ
こ

と
を
考
え
る
H˛

(

③
H£
ｄ)

イ

ラ
ス
ト
の
一
文
の

｢

一
つ
一
つ｣

｢

粉
々

に｣

な
ど
の
表
現
か

ら

｢

僕｣

が
チ
H
ウ

を
押
し
つ
ぶ
し
た
気

持
ち
を
考
え
る
H˛

(

③
H£
ｃ)

ウ

こ
の
事
件
で
の

｢
僕｣

の
変
化
に
つ

い
て
考
え
る
H˛

(
③
H£
ｄ)

９

少
年
の
日
の
思
い
出

の
題
名
の
意
味
に
つ
い

て
考
え
る



���

い
H˛
ま
た
H˝
単
に

｢

反
復
法
I~
強
調｣

と
い
う
よ
う
な
知
識
面
で
の
理
解
に
と
ど
ま

る
こ
と
な
し
に
H˝
文
脈
の
中
で
そ
れ
が
H˝
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
つ
の
か
H˝
内
容
と

絡
め
て
有
機
的
に
考
え
る
場
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
は

｢

生
き
た
言
葉｣

を
実
感
さ

せ
る
上
で
も
大
切
に
し
た
い
点
で
あ
る
H˛

私
の
発
問
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
H˛

｢
僕｣
は
チ
H
ウ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
持
H
て
い
ま
す
か
H˛

同
じ
よ
う
に

｢

と
り
こ｣

と
い
う
キ
I
ワ
I
ド
は
導
き
出
さ
れ
H˝
そ
こ
か
ら

チ
H
ウ
に
夢
中
に
な
る
姿
や
チ
H
ウ
に
対
す
る
熱
情
な
ど
を
考
え
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
る
H˛
し
か
し
H˝
内
容
の
理
解
に
留
ま
H
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
H˛
読
み
解

く
中
で
岩
田
氏
の
３
発
問
と
同
じ
一
文
を
取
り
上
げ
る
場
面
も
あ
H
た
の
だ
が
H˝

そ
こ
も

｢

ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
表
し
た
の
か｣

と
い
う
内
容
理
解
に
終
わ
H

て
し
ま
H
て
い
た
H˛
岩
田
氏
記
号
の
効
果
と
い
う
読
み
の
視
点
を
与
え
る
こ
と

で
H˝｢

書
き
手
の
意
図｣

に
ま
で
生
徒
は
考
え
を
及
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
H˛
一
方
向
か
ら
読
み
方
の
観
点
し
か
示
し
て
こ
な
か
H
た
こ
と
を
痛
感

し
た
H˛

次
の

｢

僕｣

と

｢

エ
I
ミ
I
ル｣

の
人
物
像
の
違
い
を
読
み
取
る
部
分[

東

京
書
籍
ｐ
ｐ
１
２
６]

で
は
H˝
岩
田
氏
は
次
の
よ
う
な
発
問
か
ら
切
り
込
ん
で

い
る
H˛

６
発
問

な
ぜ

｢

僕｣

の
収
集
は

｢

宝
物｣

と
表
現
し
H˝｢

少
年｣
の
収
集
は

｢

宝

石｣

と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
H˛

こ
れ
は
生
徒
の
最
初
の
疑
問
点
か
ら
出
た
発
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
H˝
岩
田
氏
は
こ
の
発
問
か
ら
H˝
対
に
な
る
表
現
を
基
に
し
て
H˝
チ
H
ウ
に
対

す
る
二
人
の
考
え
方
の
差
に
つ
な
げ
て
い
る
H˛
表
現
か
ら
内
容
へ
と
広
げ
て
い

る
の
で
あ
る
H˛
生
徒
に
は
わ
か
り
や
す
い
切
り
込
み
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛

ま
た
H˝
こ
の

｢

宝
物｣

｢

宝
石｣

と
い
う
言
葉
が
人
物
像
の
読
み
取
り
に
ま
で

結
び
つ
く
こ
と
に
対
し
て
H˝
生
徒
は
新
鮮
な
驚
き
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
H˛
こ
れ

は
作
者
の
言
葉
の
セ
ン
ス
の
素
晴
ら
し
さ
を
味
わ
わ
せ
る
と
と
も
に
H˝
読
み
取

り
の
面
白
さ
を
も
生
徒
に
感
じ
さ
せ
る
発
問
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛

そ
れ
に
対
し
て
私
の
発
問
は
H˝

そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
像
が
表
れ
て
い
る
部
分
に
線
を
引
こ
う
H˛

と
い
う
も
の
で
あ
る
H˛｢

人
物
像
を
読
み
取
る｣

と
い
う
目
標
を
最
初
に
提
示

す
る
こ
と
で
H˝
内
容
理
解
を
行
H
て
い
る
H˛
対
照
的
な
登
場
人
物
の
姿
を
描
き

出
す
と
言
う
結
論
は
変
わ
ら
な
い
が
H˝
生
徒
に
作
者
の
言
葉
選
び
の
セ
ン
ス
を

感
じ
さ
せ
た
り
H˝
読
み
取
り
の
面
白
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
H˛
そ

れ
の
面
白
さ
は
次
の
発
問
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
H˛
そ
れ
は

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
を

盗
む
場
面
で
の
こ
の
よ
う
な
発
問
で
あ
る
H˛

11
指
示
・
発
問

｢

こ
の
宝
を
手
に
入
れ
た
い｣

の

｢

宝｣
｢

本
能
的
に
獲
物
を｣

の

｢

獲
物｣

H˝｢

す
ぐ
に
僕
は
H˝
こ
の
ち
H
う
を｣

の

｢

ち
H
う｣

H˝｢

ク
ジ
Hœ

ク
ヤ
マ
マ
ユ
は
つ
ぶ
れ
て
し
ま
H
た
の
だ｣

の

｢

ク
ジ
Hœ
ク
マ
ユ｣

を
各
々

丸
で
囲
み
H˝
線
で
つ
な
ぎ
な
さ
い
H˛
同
じ
内
容
を
各
々
別
の
言
葉
に
言
い
換

え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
H˛
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
表
現
を
変
え

た
の
で
し
H
う
H˛
周
辺
部
の
表
現
を
読
み
解
き
な
が
ら
考
え
ま
し
H
う
H˛｣

(

解
答
例)

①

｢

宝｣

前
出
の

｢

宝
物｣

と
つ
な
が
る
言
葉
で
あ
る
H˛
こ
こ
で
は
H˝
何
も

の
に
も
代
え
が
た
い
H˝｢

僕｣

の
心
を
す
H
か
り
奪
H
て
し
ま
H
た
対
象
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
H˛(

中
略)

②

｢

獲
物｣

直
前
の

｢

本
能
的
に｣

と
つ
な
が
る
表
現
で
あ
る
H˛
我
に
返
H

た

｢

僕｣

が
不
安
や
恐
れ
H˝
恥
ず
か
し
さ
な
ど
の
感
情
を
伴
い
な
が
ら
H˝

｢

盗
ん
だ
も
の｣

と
し
て
描
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
H˛(

中
略)

③

｢

ち
H
う｣

一
般
的
な

｢

物｣

と
し
て
の
意
味
で
描
か
れ
た
表
現
で
あ
る
H˛

自
分
を
取
り
戻
し
た

｢

僕｣

に
と
H
て
の
問
題
は
H˝
こ
の

｢

物｣

を
ど
う
す

上野由夏・菅 邦男���
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る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
H˛
②
の

｢

獲
物｣

の
時
よ
り
も
冷
静
に
な
H
て
い

る
H˛(

中
略)

④

｢

ク
ジ
Hœ
ク
ヤ
マ
マ
ユ｣

I
自
分
の
あ
こ
が
れ
の
対
象
で
あ
H
た
H˝
解
く
的

の
対
象
を
H˝
再
び
認
識
し
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
H˛(

中
略)

こ
の
発
問
は
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
に

｢

僕｣

の
心
情
に
つ
い
て
自
分
読
み
し
た

後
に
H˝
補
助
発
問
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
H˛

こ
の
場
面
で
は

｢

僕｣

の
移
り
変
わ
る
心
情
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
な
学

習
内
容
で
あ
る
H˛
私
は
こ
こ
で
は
ワ
I
ク
シ
I
ト
を
用
い
H˝
行
動
と
心
情
を
記

入
さ
せ
て
H˝
心
情
曲
線
を
描
く
こ
と
で
H˝
生
徒
に
心
情
の
変
化
を
理
解
さ
せ
よ

う
と
し
て
い
た
H˛
し
か
し
H˝
そ
れ
は
H˝
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
H˝
と
い

う
内
容
の
把
握
に
過
ぎ
な
い
H˛
岩
田
氏
の
発
問
の
素
晴
ら
し
さ
は

｢

僕｣

が
ど

う

｢

チ
H
ウ｣

を
表
現
す
る
か
H˝
そ
の
表
現
の
変
化
と
心
情
の
変
化
の
結
び
つ

き
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
あ
る
H˛
学
習
の
初
め
か
ら
こ
の
発
問
を

提
示
し
て
も
生
徒
に
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
H˝
一
度

｢

僕｣

の
心
情
を
考

え
さ
せ
た
後
な
ら
ば
H˝
生
徒
に
も
理
解
で
き
H˝
作
者
の
表
現
の
素
晴
ら
し
さ
に

目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
H˛

表
現
か
ら
内
容
を
読
み
解
く
H˝
と
い
う
観
点
は
私
の
授
業
改
善
の
大
き
な
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
の
で
は
な
い
か
H˛

ま
た
H˝
チ
H
ウ
を
粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
H
た
場
面[
東
京
書
籍
ｐ
１

３
３]

で
も
そ
の
違
い
は
明
確
に
な
H
た
H˛
岩
田
氏
の
発
問
の
流
れ
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
H˛

１
発
問

母
の
姿
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
ま
す
か
H˛
表
現
を
根
拠
に
考
え
ま
し
H

う
H˛

２
指
示
・
発
問

｢

彼
が
僕
の
言
う
こ
と
を
分
か
H
て
く
れ
な
い
し
H˝
I
は
H
き
り
感

じ
て
い
た｣

に
傍
線
を
引
き
ま
し
H
う
H˛｢

僕｣

は
彼
に
何
を
信
じ
て
欲
し

か
H
た
の
で
し
H
う
H˛

３
指
示
・
発
問｢

そ
れ
で
H˝
僕
は
出
か
け
て
い
き
I
見
る
こ
と
が
で
き
た
さ』

と
い
H

た
H˛｣

ま
で
の
範
囲
で
H˝
何
箇
所
か

｢｣

が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
H˛
省
略
さ

れ
て
い
る
部
分
に

｢｣

を
つ
け
ま
し
H
う
H˛｢｣

の
省
略
に
よ
り
ど
ん
な
効

果
が
あ
る
か
H˝
考
え
て
み
ま
し
H
う
H˛

(

解
答
例)

エ
I
ミ
I
ル
の
H˝
僕
の
心
を
突
き
刺
す
よ
う
な
会
話
文
の
描
写

(

例

｢

ち
HŒ
H｣

｢

そ
う
か
H˝
そ
う
か
I｣

｢

結
構
だ
よ
H˛
I｣)

を
強
調
し
て
い
る
H˛

こ
の
こ
と
に
よ
り
H˝
一
層

｢

僕｣

の
エ
I
ミ
I
ル
に
対
す
る
感
情
を
浮
き
彫

り
に
し
て
い
る
H˛

４
発
問

｢

そ
う
か
H˝
そ
う
か
H˝
つ
ま
り
君
は
そ
ん
な
や
つ
な
ん
だ
な
H˛｣

の
一
文
を
H˝

こ
の
時
の
エ
I
ミ
I
ル
の
様
子
が
よ
く
表
れ
る
よ
う
に
朗
読
を
工
夫
し
ま
し
H

う
H˛
特
に
イ
ン
ト
ネ
I
シ
H
ン
に
着
目
し
な
が
ら
考
え
ま
し
H
う
H˛

５
発
問

｢

す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
あ
い
つ
の
の
ど
ぶ
え
に
I｣

で

｢

あ
い
つ｣

と
い
う

表
現
に
は
ど
ん
な
効
果
が
あ
る
の
で
し
H
う
か
H˛

そ
れ
に
対
し
て
の
私
の
設
定
し
た
発
問
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
H˛

１
発
問

な
ぜ
H˝｢

僕｣

は
謝
罪
を
た
め
ら
H
て
い
た
の
だ
ろ
う
H˛

２
発
問

｢

そ
ん
な
や
つ｣

と
は
ど
ん
な
や
つ
の
こ
と
だ
ろ
う
H˛

３
発
問

な
ぜ
H˝｢

僕｣

は
飛
び
か
か
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
H˛

こ
こ
で
は

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
を
つ
ぶ
そ
う
と
決
意
す
る
理
由

(

追
い
つ
め
ら

れ
る
僕
の
心
情)

を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
H˛
つ
ま
り
H˝
出
来
事
の
因

果
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
H˛
そ
の
因
果
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理

解
さ
せ
る
か
と
い
う
部
分
で
H˝
岩
田
氏
は
母
や
エ
I
ミ
I
ル
の
言
葉
か
ら

｢

僕｣

が
心
情
を
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
理
解
さ
せ
て
い
る
H˛
具
体
的
に
は
１
発
問

で
の
人
物
像
に
着
目
す
る
こ
と
で
H˝｢

僕｣

が
謝
罪
を
決
心
す
る
き
H
か
け
を
H˝

エ
I
ミ
I
ル
の
言
葉
に
よ
H
て
H˝｢

僕｣

が
感
情
を
爆
発
す
る
こ
と
を
H˝
冷
静

な
軽
蔑
的
な
態
度
に
よ
H
て
H˝｢

僕｣

が

｢

も
う
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
い｣

H˝

���

｢少年の日の思い出｣ の作品の特徴を生かした授業改善の在り方
～発問の在り方を中心に～
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｢

一
度
起
き
た
こ
と
は
償
い
よ
う
が
な
い
こ
と
を
悟
H
た｣

と
い
う
心
情
の
流

れ
H˝
因
果
関
係
を
理
解
さ
せ
て
い
る
H˛
そ
れ
が
H˝
最
後
の

｢

僕｣

の
行
為
の
意

味
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
H
て
い
く
の
だ
ろ
う
H˛

そ
れ
に
対
し
て
H˝
私
の
発
問
の
流
れ
は
バ
ラ
バ
ラ
で
そ
の
因
果
関
係
を
理
解

す
る
の
に
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
H
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
H˛
ま
た
H˝
発
問

の
仕
方
に
も
大
き
な
違
い
が
あ
る
H˛
例
え
ば
H˝
私
の
発
問
１
と
岩
田
氏
の
発
問

２
は
同
じ
部
分
を
問
う
て
い
る
も
の
で
あ
る
H˛
し
か
し
H˝
岩
田
氏
は

｢

信
じ
て

も
ら
え
な
か
H
た｣

こ
と
で
は
な
く
H˝｢

信
じ
て
欲
し
か
H
た｣

と
い
う
逆
の

気
持
ち
を
問
う
こ
と
で
H˝
そ
れ
が
か
な
え
ら
れ
な
か
H
た

｢

僕｣

の
怒
り
や
許

す
こ
と
も
の
の
し
ら
れ
る
こ
と
も
し
て
も
ら
え
な
か
H
た

｢

僕｣

の
絶
望
感
H˝

ひ
い
て
は
自
ら
チ
H
ウ
を
つ
ぶ
さ
ざ
る
を
得
な
か
H
た

｢

僕｣

の
心
情
の
理
解

へ
と
つ
な
げ
て
い
る
の
だ
H˛
こ
の
よ
う
な
方
向
か
ら
発
問
を
提
示
す
る
こ
と
も
H˝

生
徒
に
新
た
な
読
み
方
の
視
点
を
気
づ
か
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
H˛
出
来
事
の
因
果
関
係
と
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
主
人
公
の
心
情

を
理
解
す
る
た
め
に
発
問
や
H˝
色
々
な
方
向
か
ら
問
う
発
問
の
在
り
方
に
つ
い

い
て
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
H˛

�
�
�
�
�
�
�
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一
つ
目
は
ど
の
よ
う
な
表
現
に
着
目
し
た
ら
読
み
解
け
る
の
か
H˝
と
い
う
途

中
の
手
立
て
を
入
れ
た
発
問
を
作
る
こ
と
だ
H˛
登
場
人
物
の
あ
る
一
つ
の
行
動
H˝

一
つ
の
描
写
を
選
ん
で
H˝
そ
こ
か
ら
心
情
を
読
み
取
る
に
は
H˝｢
ど
こ
を｣

発

問
の
場
所
に
選
ぶ
の
か
が
重
要
に
な
H
て
く
る
H˛
授
業
者
の
選
ん
だ
表
現
が
生

徒
の
読
み
取
り
の
視
点
を
再
確
認
さ
せ
た
り
H˝
新
し
い
視
点
を
感
じ
さ
せ
た
り

す
る
も
の
で
あ
り
た
い
H˛
特
に
文
末
表
現
や
記
号
か
ら
内
容
を
読
み
解
く
H˝
と

い
う
観
点
は
今
回
新
た
に
学
ん
だ
こ
と
で
あ
り
H˝
今
後
の
実
践
に
生
か
し
て
い

き
た
い
H˛

二
つ
目
は
出
来
事
の
因
果
関
係
を
理
解
さ
せ
る
発
問
作
り
を
行
う
こ
と
で
あ

る
H˛
登
場
人
物
の
心
情
の
変
化
が
ど
の
よ
う
な
行
動
に
つ
な
が
る
の
か
H˝
そ
れ

を
理
解
す
る
こ
と
が
主
題
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
H˛

さ
ら
に
H˝
分
析
を
重
ね
る
中
で
H˝
生
徒
に

｢

自
分
が
ど
う
い
う
手
順
で
こ
の

答
え
に
た
ど
り
着
い
た
か｣

と
い
う
道
筋
を
し
H
か
り
と
意
識
さ
せ
る
こ
と
が

次
の
文
章
に
向
か
う
時
に
必
要
な
力
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
H
た
H˛

そ
こ
で
H˝
授
業
で
は
自
分
の
意
見
に
根
拠
を
も
H
て
発
表
す
る
こ
と
に
力
を
入

れ
て
い
き
た
い
H˛

そ
の
手
立
て
と
し
て

｢

書
く｣

と
い
う
活
動
を
入
れ
て
は
ど
う
か
と
考
え
る
H˛

｢

書
く｣

こ
と
は

｢

話
す｣

こ
と
に
比
べ
H˝
自
分
の
意
見
を
一
呼
吸
お
い
て
客

観
的
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
徴
を
も
H
て
い
る
H˛
生
徒
は

｢

書

く｣

と
い
う
行
為
を
通
し
て
H˝
自
分
の
意
見
を
見
直
し
た
り
H˝
根
拠
の
正
当
性

に
つ
い
て
検
討
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
H˛
そ
こ
で
H˝
改
善
点
の
一

つ
と
し
て

｢

書
く｣

活
動
を
取
り
入
れ
H˝
自
分
の
意
見
に
根
拠
が
あ
る
か
ど
う

か
を
確
か
め
な
が
ら
活
動
す
る
こ
と
で
H˝
学
ん
だ
道
筋
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
を

追
加
観
点
と
し
て
授
業
を
組
み
立
て
て
い
き
た
い
H˛

�


�
�
�
�

前
述
の
改
善
点
か
ら
次
の
よ
う
に
発
問
計
画
を
立
て
た
H˛

１

本
文
を
読
み
H˝
新
出
漢
字
H˝
難
語
句
の
意
味
調
べ
を
行
う
H˛

２

こ
の
作
品
の
大
ま
か
な
内
容
を
把
握
す
る
H˛

(

①
H£
ｂ
ｃ)

発
問
ア

こ
の
物
語
の
時
間
の
流
れ
は
ど
の
よ
う
に
な
H
て
い
ま
す
か
H˛

発
問
イ

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
登
場
人
物
を
答
え
な
さ
い
H˛

発
問
ウ

こ
の
物
語
の
あ
ら
す
じ
を
隣
の
席
の
人
に
説
明
し
よ
う
H˛

上野由夏・菅 邦男���
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３

現
在
と
過
去
の
場
面
で
共
通
す
る
部
分
を
出
し
合
う
H˛

(

②�

ａ)

発
問
エ

現
在
と
過
去
の
場
面
で
H˝
共
通
す
る
状
況
や
も
の
を
あ
ら
わ

す
言
葉
を
さ
が
そ
う
H˛

４
｢

わ
た
し｣

と

｢

客｣

の
違
い
に
つ
い
て
考
え
る
H˛

(

③�

ｂ)

発
問
オ

｢

わ
た
し
た
ち
は
そ
の
上
に
体
を
か
が
め
て｣

と
あ
る
が
H˝
わ

た
し
た
ち
と
は
だ
れ
か
H˛

発
問
カ

そ
の
時
の

｢

わ
た
し｣

｢

客｣

は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
チ
H

ウ
を
眺
め
て
い
た
だ
ろ
う
か
H˛

５

｢

僕｣

の
チ
H
ウ
へ
の
熱
情
を
読
み
取
る
H˛

(

③�

ｅ
⑤�

ａ)

発
問
キ

｢

耳
に
入
ら
な
か
H
た｣

の
は
い
つ
か
H˛

発
問
ク

｢

今
で
も
I
感
じ
ら
れ
る｣
｢

襲
わ
れ
る｣

の
は
い
つ
か
H˛

発
問
ケ

発
問
キ
・
ク
か
ら
描
か
れ
る
彼
の
気
持
ち
は
何
か
H˛

発
問
コ

こ
の
部
分
の
内
容
を
一
文
で
ま
と
め
て
み
よ
う
H˛

６

｢

僕｣

の｢

エ
I
ミ
I
ル｣

へ
の
思
い
を
読
み
取
る
H˛

(

③�

ｃ
ｅ
④�

ｄ)

指
示
サ

｢

嘆
賞｣

｢

憎
む｣

の
意
味
を
答
え
な
さ
い
H˛(

１
活
動
に
て

す
で
に
調
べ
済
み)

発
問
シ

｢

嘆
賞
し
な
が
ら
憎
む｣

と
い
う
反
対
の
意
味
を
も
つ
言
葉

が
な
ぜ
H˝
一
つ
の
文
に
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
H˛

発
問
ス

｢

僕｣

は
な
ぜ

｢

隣
の
息
子｣

に
チ
H
ウ
を
見
せ
た
の
か
H˛

７

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
を
盗
ん
だ
時
の
気
持
ち
の
変
化
を
読
み
取
る
H˛

(

③�

ｃ
②�

ｃ)

指
示
セ

｢

僕
は

(

が)｣

と
書
か
れ
て
い
る
主
語
の
部
分
と
そ
の
述

語

(

述
部)

に
あ
た
る
部
分
を
丸
で
囲
も
う
H˛

発
問
ソ

述
語

(

述
部)

の
中
で
H˝
行
動
を
表
す
も
の
に
は
青
線
H˝
心

情
を
表
す
も
の
に
は
赤
線
を
引
こ
う
H˛

発
問
タ

こ
こ
で
は

｢

僕
は

(

が)

I
し
た｣

と
い
う
表
現
が
多
様
さ

れ
て
い
る
H˛
し
か
し
H˝｢

僕
が｣

と
い
う
表
現
を
使
わ
な
い
で

心
情
を
表
し
て
い
る
部
分
が
一
カ
所
だ
け
あ
る
H˛
そ
れ
を
さ
が

し
な
さ
い
H˛

発
問
チ

｢

僕｣

の
心
情
の
変
化
を
ま
と
め
て
い
こ
う
H˛

８

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
を
握
り
つ
ぶ
す
ま
で
の
気
持
ち
を
考
え
る
H˛

(

③�

ｃ)

発
問
ツ

母
に
言
わ
れ
る
ま
で

｢

僕｣

が
出
か
け
な
か
H
た
の
は
H˝
ど

う
し
て
だ
ろ
う
H˛

発
問
テ

｢

僕｣

は
エ
I
ミ
I
ル
に
何
を
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
H˛

発
問
ト

｢

僕｣

は
ど
う
し
て
飛
び
か
か
ら
な
か
H
た
の
だ
ろ
う
H˛

発
問
ナ

｢

僕｣

は
チ
H
ウ
を
握
り
つ
ぶ
し
な
が
ら
H˝
心
の
中
で
何
を

考
え
て
い
た
だ
ろ
う
H˛

９

現
在
の
場
面
に
再
び
戻
H
て
考
え
る
H˛

(

③�

ｃ
ｄ
④�

ｃ)

発
問
ニ

な
ぜ
H˝｢

彼｣

は

｢

用
心
深
く｣

チ
H
ウ
を
取
り
扱
H
て
い

る
の
だ
ろ
う
H˛

発
問
ヌ

現
在
の

｢

彼｣

に
と
H
て
チ
H
ウ
は
ど
の
よ
う
な
思
い
出
の

象
徴
と
な
H
て
い
る
の
だ
ろ
う
H˛｢

少
年
の
日
の

(
)

思
い
出｣

の

(
)

に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
書
こ
う
H˛
ま

た
H˝
そ
の
理
由
を
書
こ
う
H˛

発
問
ネ

｢

彼｣

の
話
を
聞
い
た

｢

わ
た
し｣

は
ど
う
い
う
反
応
を
示

し
た
と
思
う
か
H˛

①

言
葉
に
出
し
て
何
か
言
H
た
H˛

���

｢少年の日の思い出｣ の作品の特徴を生かした授業改善の在り方
～発問の在り方を中心に～
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②

言
葉
に
出
さ
な
か
H
た
H˛

①
を
選
ん
だ
人
は
ど
ん
な
こ
と
を

｢

彼｣

に
言
H
た
と
思
う
か
H˛

②
を
選
ん
だ
人
は
そ
の
時
の

｢

わ
た
し｣

の
気
持
ち
を
考
え
よ
う
H˛

発
問
ノ

あ
な
た
が

｢

わ
た
し｣

だ
H
た
ら
H˝
こ
の

｢

僕｣

の
行
為
を

ど
う
思
う
か
H˛

２
の
活
動
で
は
小
説
の
全
体
像
を
簡
単
に
と
ら
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
次

の
発
問
を
用
意
し
た
H˛

発
問
ア

こ
の
物
語
の
時
間
の
流
れ
は
ど
の
よ
う
に
な
H
て
い
ま
す
か
H˛

発
問
イ

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
登
場
人
物
を
答
え
な
さ
い
H˛

発
問
ウ

こ
の
物
語
の
あ
ら
す
じ
を
隣
の
席
の
人
に
説
明
し
よ
う
H˛

単
純
な
発
問
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
作
品
の
構
成
と
出
来
事
に
つ
い
て
初
め
に

理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
考
え
H˝
こ
れ
を
設
定
し
た
H˛
初
め
に
小
説
に
二

つ
の
場
面
が
あ
り
H˝
現
在
と
過
去
と
い
う
時
間
の
差
が
あ
る
こ
と
H˝
第
１
場
面

で

｢

彼｣

と
し
て
登
場
し
た
人
物
が

｢

僕｣

と
い
う
語
り
手
に
な
る
こ
と
H˝
そ

こ
で
起
こ
H
た
出
来
事
な
ど
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
今
後
の
学
習
の
理
解
に
必

要
だ
と
考
え
る
H˛
読
み
の
技
術
と
し
て
は
前
出
の
鶴
田
氏
の
提
示
し
た
読
み
の

視
点

｢

①
構
成
を
読
み
解
く
技
術
ｂ
設
定
を
あ
き
ら
か
に
す
る

ｃ
全
体
構
成

を
明
ら
か
に
す
る｣

と
関
連
す
る
H˛

３
の
活
動
で
は

現
在
の
場
面
と
過
去
の
場
面
を
対
比
す
る
こ
と
が
現
在
の

場
面
の
読
み
取
り
に
必
要
な
こ
と
か
ら
次
の
よ
う
な
発
問
を
設
定
し
た

発
問
エ

現
在
と
過
去
の
場
面
で
H˝
共
通
す
る
状
況
や
も
の
を
あ
ら
わ
す
言

葉
を
さ
が
そ
う
H˛

第
一
場
面
と
第
二
場
面
に
は
細
か
な
共
通
点
が
い
く
つ
も
出
て
く
る
H˛

例
え
ば
H˝
チ
H
ウ
や
闇
の
描
写
H˝｢

け
H
こ
う｣

と
い
う
言
葉
・
・
・
H˛

こ
れ
ら
の
部
分
に
は
勿
論
H˝
対
比
す
る
部
分
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
H˝
ま

ず
H˝
最
初
の
読
み
と
し
て
は
H˝
第
一
場
面
と
第
二
場
面
に
関
連
が
あ
る
こ
と
を

理
解
さ
せ
る
た
め
に
H˝
ま
ず

｢

共
通｣

と
い
う
キ
I
ワ
I
ド
で
考
え
さ
せ
て
み

た
い
H˛
そ
れ
は
作
品
の
構
成
の
巧
み
さ
を
知
る
こ
と
や
H˝｢

こ
の
思
い
出
が
僕

に
と
H
て
ど
ん
な
思
い
出
で
あ
る
か｣

と
い
う
主
題
に
せ
ま
る
上
で
後
々
重
要

な
発
問
と
な
る
と
考
え
た
H˛

続
い
て
H˝
登
場
人
物
の
対
比
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
活
動
で
あ
る
H˛
こ
の

｢

彼｣

と

｢

わ
た
し｣

の
相
違
点
を
理
解
す
る
こ
と
が
最
後
の
学
習
活
動
に
大

き
く
影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
た
め
H˝
こ
の
二
人
の
違
い
に
つ
い
て
は
し
H
か
り

と
理
解
さ
せ
た
い
H˛
以
前
の
授
業
な
ら
ば
こ
こ
に

｢

こ
の
二
人
の
共
通
点
と
相

違
点
を
さ
が
し
な
さ
い｣

と
い
う
発
問
を
設
け
て
い
た
に
違
い
な
い
H˛

し
か
し
H˝
表
現
に
着
目
し
て
読
み
解
く
と
い
う
こ
と
で
H˝
次
の
よ
う
な
表
現
に

着
目
し
て
発
問
を
設
定
し
た
H˛

発
問
オ

｢

わ
た
し
た
ち
は
そ
の
上
に
体
を
か
が
め
て｣

と
あ
る
が
H˝
わ
た

し
た
ち
と
は
だ
れ
か
H˛

発
問
カ

そ
の
時
の

｢

わ
た
し｣

｢

客｣

は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
チ
H
ウ

を
眺
め
て
い
た
だ
ろ
う
か
H˛

登
場
人
物
の
行
動
か
ら
二
人
の
共
通
点
と
相
違
点
を
描
き
出
せ
る
の
は
H˝
こ

の
場
面
し
か
な
い
よ
う
に
思
う
H˛
オ
の
発
問
で
二
人
の
共
通
点
で
あ
る

｢

チ
H

ウ
に
対
し
て
興
味
を
も
H
て
い
る
人
物
で
あ
る｣

と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
H˛

カ
の
発
問
で
H˝
チ
H
ウ
へ
の
思
い

(

思
い
出
さ
れ
る
も
の)

が
違
う
と
い
う
相

違
点
が
浮
か
び
上
が
H
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛

５
の
活
動
で
は

｢

僕｣

の
チ
H
ウ
へ
の
強
い
気
持
ち
を
読
み
解
く
活
動
で
あ

る
H˛
教
科
書
の
本
文
で
は
H˝｢

僕｣

の
チ
H
ウ
へ
の
思
い
が
回
想
的
視
点
に
よ

り
描
か
れ
て
い
る
H˛
そ
の
視
点
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
も
次
の
部
分
に
着
目
さ

上野由夏・菅 邦男���
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せ
て
発
問
を
設
定
し
た
H˛

発
問
キ

｢

耳
に
入
ら
な
か
H
た｣

の
は
い
つ
か
H˛

発
問
ク

｢

今
で
も
I
感
じ
ら
れ
る｣

｢

襲
わ
れ
る｣

の
は
い
つ
か
H˛

発
問
ケ

発
問
キ
・
ク
か
ら
描
か
れ
る
彼
の
気
持
ち
は
何
か
H˛

発
問
キ
で
は｢

I
た｣

と
い
う
文
末
表
現
か
ら｢

僕｣

が
チ
H
ウ
に
夢
中
に
な
H

て
い
た
過
去
の
彼
の
様
子
が
読
み
取
れ
る
H˛
ま
た
H˝
次
の
発
問
ク
で
は

｢

今
で

も
I
れ
る｣
と
い
う
表
現
か
ら
チ
H
ウ
へ
の
強
い
感
情
が
大
人
に
な
H
た
今
で

も
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
H˝
そ
れ
ほ
ど
の
感
情
に
は
大
人
に
な
H
た
今
で
も
出

会
わ
な
い
こ
と
な
ど
H˝
現
在
の｢

彼｣

の
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
H˛
こ
の
場
面

が
回
想
と
い
う
語
り
口
を
と
H
て
い
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
発
問
で
あ
る
H˛
こ
の

視
点
の
二
重
性
に
も
生
徒
の
目
を
向
け
さ
せ
た
い
H˛(

読
み
の
技
術
⑤
文
体
を

読
み
解
く
ａ
・
③
人
物
を
読
み
解
く
ｃ)

ま
た
H˝｢

僕｣

の
エ
I
ミ
I
ル
へ
の
感
情
を
読
み
解
く
部
分
で
は
次
の
よ
う

に
発
問
を
設
定
し
た
H˛

指
示
サ

｢

嘆
賞｣
｢

憎
む｣

の
意
味
を
答
え
な
さ
い
H˛(

１
活
動
に
て
す
で

に
調
べ
済
み)

発
問
シ

｢

嘆
賞
し
な
が
ら
憎
む｣

と
い
う
反
対
の
意
味
を
も
つ
言
葉
が
な

ぜ
H˝
一
つ
の
文
に
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
H˛

発
問
ス

｢

僕｣

は
な
ぜ

｢

隣
の
息
子｣

に
チ
H
ウ
を
見
せ
た
の
か

｢

僕｣

は
エ
I
ミ
I
ル
に
対
し
て

｢

非
の
打
ち
所
が
な
い
悪
徳｣

｢

気
味
が

悪
い｣

｢

模
範
少
年｣

｢

こ
H
ぴ
ど
い
批
評
家｣

な
ど
の
好
意
的
で
な
い
表
現
を

用
い
て
H˝
そ
の
感
情
を
表
し
て
い
る
H˛
し
か
し
H˝
好
意
的
で
な
い

｢

僕｣

か
ら

見
て
も
エ
I
ミ
I
ル
は
チ
H
ウ
に
関
し
て
は

｢

専
門
家｣

で
あ
り
H˝｢

非
常
に

珍
し
い
技
術｣

を
心
得
て
い
る

｢

嘆
賞
す
べ
き｣

人
物
な
の
で
あ
る
H˛
む
し
ろ
H˝

そ
の
よ
う
な
自
分
に
は
な
い
チ
H
ウ
の
技
術
を
持
H
て
い
る
か
ら
こ
そ
H˝｢

ね

た
み｣

｢

憎
ん
で｣

し
ま
う
人
物
と
も
な
H
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
H˛
こ
の
複

雑
な

｢

僕｣

の
感
情
が
一
番
表
れ
て
い
る
の
が
H˝
こ
の

｢

嘆
賞
し
な
が
ら
憎
む｣

と
い
う
矛
盾
し
た
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛

発
問
ス
で
は
H˝
そ
の
矛
盾
し
た
気
持
ち
が
あ
H
た
か
ら
こ
そ
H˝
エ
I
ミ
I
ル

に
あ
え
て
H˝
チ
H
ウ
を
見
せ
る
に
至
H
た
と
い
う

｢

僕｣

の
行
動
の
理
由
H˝
そ

の
因
果
関
係
に
目
を
向
け
さ
せ
た
い
と
思
い
H˝
発
問
を
設
定
し
た
H˛

そ
し
て
こ
の
事
を
理
解
す
る
こ
と
が

｢

こ
H
ぴ
ど
い
批
評
家｣

の
た
め
H˝

｢

僕｣

の
プ
ラ
イ
ド
は
ず
た
ず
た
に
な
H
て
し
ま
い
H˝｢

わ
か
り
あ
え
な
い｣

と

い
う

｢

僕｣

の
心
情
へ
と
つ
な
が
H
て
い
く
と
考
え
る
H˛

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
を
盗
む
場
面
で
は
そ
の
心
情
の
変
化
が
臨
場
感
あ
ふ
れ
る

文
体
で
書
か
れ
て
い
る
H˛
そ
の
変
化
を
読
み
取
る
た
め
に
こ
こ
で
は
次
の
よ
う

な
発
問
を
設
定
し
た
H˛

指
示
セ

｢

僕
は

(

が)｣

と
書
か
れ
て
い
る
主
語
の
部
分
と
そ
の
述
語

(

述
部)

に
あ
た
る
部
分
を
丸
で
囲
も
う
H˛

発
問
ソ

述
語

(

述
部)

の
中
で
H˝
行
動
を
表
す
も
の
に
は
青
線
H˝
心
情
を

表
す
も
の
に
は
赤
線
を
引
こ
う
H˛

発
問
タ

こ
こ
で
は

｢

僕
は

(

が)

I
し
た｣

と
い
う
表
現
が
多
様
さ
れ
て

い
る
H˛
し
か
し
H˝｢

僕｣

が
と
い
う
表
現
を
使
わ
な
い
で
心
情
を
表

し
て
い
る
部
分
が
一
カ
所
だ
け
あ
る
H˛
そ
れ
を
さ
が
し
な
さ
い
H˛

発
問
チ

｢

僕｣

の
心
情
の
変
化
を
ま
と
め
て
い
こ
う
H˛

こ
の
場
面
で
は
非
常
に
多
く
の

｢

僕
は

(

が)｣

と
い
う
主
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
H˛
だ
か
ら
こ
そ
H˝
た
H
た
一
カ
所
だ
け
登
場
す
る

｢

斑
点
が｣

と
い
う
表
現
が
浮
か
び
上
が
H
て
く
る
の
だ
ろ
う
H˛
し
か
し
H˝
こ

の
部
分
に
つ
い
て
は
岩
田
氏
が
す
で
に
実
践
と
し
て
行
H
て
お
ら
れ
た
の
で
H˝

あ
え
て
今
回
は
そ
れ
以
外
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
H˛
そ
れ
は
述
語

���

｢少年の日の思い出｣ の作品の特徴を生かした授業改善の在り方
～発問の在り方を中心に～
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(

述
部)

を
行
動
と
心
情
と
に
色
分
け
す
る
こ
と
で
視
覚
的
に

｢

僕｣

の
行
動

と
心
情
が
交
互
に
出
て
く
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
方
法
だ
H˛
行
動
と
心

情
が
交
互
に
表
れ
る
こ
と
で
H˝
生
徒
に
そ
の
臨
場
感
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
H˛
さ
ら
に
発
問
チ
で

｢

僕｣

の
心
情
の
変
化
だ
け
に
目
を
向
け

る
こ
と
で
H˝
大
き
な
満
足
感
か
ら
後
悔
へ
と
向
か
う

｢

僕｣

の
感
情
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
H˛

次
は
H˝
今
ま
で
の
活
動
を
元
に

｢

僕｣

が
チ
H
ウ
を
つ
ぶ
す
時
の
心
情
に
つ

い
て
迫
H
て
い
く
発
問
に
つ
い
て
述
べ
た
い
H˛

発
問
ツ

母
に
言
わ
れ
る
ま
で

｢

僕｣

が
出
か
け
な
か
H
た
の
は
H˝
ど
う
し

て
だ
ろ
う
H˛

発
問
テ

｢

僕｣

は
エ
I
ミ
I
ル
に
何
を
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
H˛

発
問
テ

｢

僕｣

は
ど
う
し
て
飛
び
か
か
ら
な
か
H
た
の
だ
ろ
う
H˛

発
問
ト

｢

僕｣

は
チ
H
ウ
を
握
り
つ
ぶ
し
な
が
ら
H˝
心
の
中
で
何
を
考
え

て
い
た
だ
ろ
う
H˛
実
際
に
セ
リ
フ
が
あ
H
た
ら
ど
う
い
う
こ
と
を

｢

僕｣

は
語
る
か
考
え
て
み
よ
う
H˛

発
問
ツ
で
は
H˝
活
動
６
の
発
問
サ
・
シ
の
発
展
問
題
で
あ
る
H˛
今
ま
で
の

｢

僕｣

と
エ
I
ミ
I
ル
の
関
係
を
原
因
と
し
た
因
果
関
係
が
理
解
で
き
て
い
る

か
ど
う
か
が
求
め
ら
れ
る
H˛

発
問
テ
は
岩
田
氏
の

｢

僕
は
何
を
信
じ
て
欲
し
か
H
た
の
だ
ろ
う｣

と
類
似

す
る
発
問
で
あ
る
H˛｢

僕｣

は
エ
I
ミ
I
ル
に
信
じ
て
も
ら
う
こ
と
も
許
し
て

も
ら
う
こ
と
も
で
き
な
か
H
た
H˛
の
の
し
る
こ
と
さ
え
も
し
て
も
ら
え
な
か
H

た
の
で
あ
る
H˛
許
し
も
罰
も
受
け
な
か
H
た

｢

僕｣

は
だ
か
ら
こ
そ
H˝
チ
H
ウ

を
潰
す
こ
と
で
自
分
自
身
を
罰
す
る
し
か
な
か
H
た
の
で
あ
る
H˛
こ
の
最
後
の

僕
の
行
為
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
も
こ
の
発
問
は
必
要
だ
と
感
じ
H˝
こ
こ

に
設
定
し
た
H˛

発
問
テ
も
出
来
事
の
因
果
関
係
を
理
解
す
る
た
め
の
発
問
と
な
H
て
い
る
H˛

私
の
今
ま
で
の
授
業
で
は
H˝｢

な
ぜ
H˝
飛
び
か
か
ろ
う
と
し
た
の
か｣

と
い
う

も
の
で
あ
H
た
H˛
こ
の
発
問
で
は
H˝｢

僕｣

が
エ
I
ミ
I
ル
に
感
じ
た
怒
り
し

か
問
え
な
い
H˛
し
か
し
H˝
あ
え
て

｢

飛
び
か
か
ら
な
か
H
た
の
は
な
ぜ
か｣

と

逆
の
方
向
か
ら
問
う
こ
と
で
H˝
生
徒
は
そ
の
叙
述
以
前
の
エ
I
ミ
I
ル
と

｢

僕｣

と
の
や
り
と
り
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
H˛
そ
の
や
り
と
り
が

｢

僕｣

の

｢

も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い｣

と
い
う
心
情
を
生
み
出
し
た
こ
と
を

理
解
し
H˝
出
来
事
と
心
情
と
が
深
く
絡
ん
で
い
る
と
い
う
小
説
の
読
み
方
を
学

ぶ
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
H˛
そ
れ
が
H˝
ひ
い
て
は

｢

一
度
起
き
た
こ
と
は
も

う
償
い
の
で
き
な
い
も
の
だ｣

と
悟
H
た

｢

僕｣

の
絶
望
へ
の
理
解
に
も
つ
な

が
H
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
H˛

そ
し
て
H˝
発
問
ト
の
発
問
で

｢

僕｣

の
心
情
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
H˝
過
去

の
場
面
の
学
習
の
ま
と
め
と
し
た
い
H˛｢

僕｣

と
し
て
こ
の
物
語
の
最
後
に

(

過
去
の
場
面
に
お
い
て)

何
を
思
う
の
か
H˝
主
観
的
に
と
ら
え
る
こ
と
H˝
そ

れ
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
H˝
こ
の
小
説
の
構
造
の
理
由
の
一
つ
だ
と
考
え
る
か

ら
だ
H˛

こ
こ
で
は
H˝｢

実
際
に
セ
リ
フ
が
あ
H
た
ら｣

と
い
う
設
定
の
方
が
生
徒
が

答
え
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
H˝
こ
の
よ
う
な
発
問
形
式
に
し
た
H˛

発
問
ウ
か
ら
発
問
チ
ま
で
は
過
去
の
物
語
を

｢

僕｣

が
ど
う
と
ら
え
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
が
H˝
再
び
現
在
の
場
面
に
返
H
て
こ
の

物
語
を
と
ら
え
直
し
て
い
く
た
め
に
次
の
よ
う
な
発
問
を
設
定
し
た
H˛

発
問
ツ

な
ぜ
H˝｢

彼｣

は

｢

用
心
深
く｣

チ
H
ウ
を
扱
H
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
H˛

発
問
ヌ

現
在
の

｢

彼｣

に
と
H
て
チ
H
ウ
は
ど
の
よ
う
な
思
い
出
の
象
徴

と
な
H
て
い
る
の
だ
ろ
う
H˛｢

少
年
の
日
の

(
)

思
い
出｣

の

(
)

に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
書
こ
う
H˛
ま
た
H˝
そ
の
理
由

を
書
こ
う
H˛

上野由夏・菅 邦男���
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こ
の
二
つ
の
発
問
は
こ
の
小
説
が
持
つ

｢

過
去
の
出
来
事
は
過
去
だ
け
の
も

の
で
は
な
く
H˝
現
在
ま
で
も
つ
な
が
H
て
い
る｣

と
い
う
主
題
に
つ
な
が
る
も

の
と
考
え
る
H˛

発
問
ツ
で
は
過
去
の

｢

僕｣

の
経
験
が
現
在
の

｢

彼｣

に
ど
の
よ
う
に
影
響

を
与
え
た
か
を
問
う
発
問
で
あ
る
H˛
過
去
の
経
験
か
ら

｢

チ
H
ウ
の
も
ろ
さ
H˝

壊
れ
や
す
さ｣

を
十
分
に
分
か
H
て
い
る

｢

僕｣

は

｢

一
度
起
き
た
こ
と
は
取

り
返
し
が
つ
か
な
い｣

こ
と
を
十
分
に
痛
感
し
て
い
る
H˛
だ
か
ら
こ
そ
現
在
の

｢

彼｣

は
チ
H
ウ
を

｢

用
心
深
く｣

取
り
扱
う
人
物
に
な
H
て
い
る
の
で
あ
る
H˛

現
在
と
過
去
の
因
果
関
係
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
解
け
な
い
発
問
で
あ
る
H˛

発
問
テ
で
は

｢
僕｣
が
理
解
し
た

｢

一
度
起
き
た
こ
と
は
取
り
返
し
が
つ
か

な
い｣

と
い
う
気
持
ち
を
現
在
の

｢

彼｣

の
視
点
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
H˝

｢

現
在
ま
で
も
続
い
て
い
る｣
感
情
で
あ
る
こ
と
H˝
そ
し
て
H˝
チ
H
ウ
を
見
る

た
び
に
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
た
め

の
発
問
で
あ
る
H˛
こ
の
発
問
は
現
在
と
過
去
の
両
方
の
場
面
を
理
解
し
て
い
な

け
れ
ば
解
け
な
い
も
の
で
あ
る
H˛

ま
た
H˝
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
今
ま
で
の
学
習
活
動
の
応
用
問
題
と
し
た
い
H˛

こ
の
発
問
に
至
る
ま
で
の
授
業
の
展
開
は
主
に
H˝
教
師
側
か
ら
考
え
る
手
立
て

と
し
て
着
目
す
べ
き
表
現
を
挙
げ
る
も
の
で
あ
H
た
H˛
し
か
し
H˝
こ
の
発
問
で

は
H˝
逆
に
H˝
生
徒
が
自
分
か
ら
根
拠
と
な
る
べ
き
表
現
を
さ
が
さ
せ
る
活
動
を

展
開
し
た
い
H˛
今
ま
で
学
習
し
て
き
た
こ
と
や
現
在
の
場
面
で
の

｢

彼｣

の
言

葉
を
根
拠
に
自
分
の
考
え
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
H˝
今
ま
で
の
学
習
の

一
つ
の
ま
と
め
と
な
る
と
考
え
た
か
ら
だ
H˛

さ
ら
に
H˝
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
前
述
の

｢

書
く｣

と
い
う
活
動
を
行
い
H˝

そ
の
根
拠
を
考
え
さ
せ
た
い
H˛

｢

僕｣

の
物
語
を

｢

わ
た
し｣

が
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
は
H˝
こ
の
よ

う
な
二
つ
の
発
問
を
設
定
し
た
H˛

発
問
ト

｢

彼｣

の
話
を
聞
い
た

｢

わ
た
し｣

は
ど
う
い
う
反
応
を
示
し
た

と
思
う
か
H˛

①

言
葉
に
出
し
て
何
か
言
H
た
H˛

②

言
葉
に
は
出
さ
な
か
H
た
H˛

①
を
選
ん
だ
人
は
ど
ん
な
こ
と
を

｢

彼｣

に
言
H
た
と
思
う
か
H˛

②
を
選
ん
だ
人
は
そ
の
時
の

｢

わ
た
し｣

の
気
持
ち
を
考
え
よ
う
H˛

発
問
ナ

あ
な
た
が

｢

わ
た
し｣

だ
H
た
ら
H˝
こ
の

｢

僕｣

の
行
為
を
ど
う

思
う
か
H˛

発
問
ト
で
は
H˝｢

彼｣

と
は
違
う
人
物
で
あ
る

｢

わ
た
し｣

の
人
物
像
を
理

解
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
H˛
そ
の
た
め
に
発
問
ト
を
設
定
し
た
H˛
①
②

の
選
択
式
に
し
た
の
は
H˝
生
徒
が
答
え
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
だ
H˛

こ
こ
で
は
今
ま
で
の
学
習
を
踏
ま
え
た
様
々
な
読
み
が
出
て
く
る
は
ず
だ
H˛

そ
し
て
H˝
生
徒
一
人
一
人
の
こ
れ
ま
で
の
体
験
や
読
書
経
験
を
踏
ま
え
た
上
で

生
徒
の
答
え
は
変
わ
H
て
く
る
だ
ろ
う
H˛
そ
の
答
え
の
違
い
が
文
学
作
品
を
読

む
こ
と
の
面
白
さ
を
生
徒
に
伝
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
H˛
ま
た
H˝
自
分
と
は
違
う

意
見
を
聞
く
こ
と
で
H˝
さ
ら
に
読
み
を
深
め
る
生
徒
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
H˛

意
見
を
ま
と
め
る
こ
と
は
せ
ず
H˝
一
人
一
人
の
読
み
を
大
切
に
し
た
い
H˛
た
だ
H˝

ど
の
よ
う
な
根
拠
で
そ
の
考
え
に
至
H
た
か
は
し
H
か
り
と
押
さ
え
た
い
の
で
H˝

こ
こ
で
も

｢

書
く｣

と
い
う
活
動
を
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
H˛

な
お
か
つ
H˝
生
徒
に

｢

わ
た
し
だ
H
た
ら｣

と
い
う
立
場
で
H˝
自
分
自
身
の

問
題
に
置
き
換
え
て
こ
の
物
語
を
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
う
H˛
そ

こ
で
発
問
ナ
を
設
定
し
た
H˛
こ
の
二
つ
の
発
問
で
H˝
登
場
人
物
を
異
化
し
て
見

る
こ
と
H˝
同
化
し
て
見
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
物
語
を
見
つ
め
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
と
考
え
た
H˛

実
際
に
授
業
の
発
問
案
を
考
え
る
こ
と
は
思
H
た
以
上
に
難
し
か
H
た
H˛
つ

ま
り
H˝
私
自
身
が
こ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
発
問
を
考
え
て
授
業
し
な

か
H
た
と
い
う
こ
と
だ
H˛
今
回
の
研
究
で
学
ん
だ
技
術
を
H˝
他
の
教
材
で
も
生

���

｢少年の日の思い出｣ の作品の特徴を生かした授業改善の在り方
～発問の在り方を中心に～
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か
せ
る
よ
う
に
日
々
H˝
研
究
を
重
ね
て
い
き
た
い
H˛

�
�
�
�
�
�
�
	

・『

国
語
教
育
基
本
論
文
集
成

16

国
語
科
と
文
学
教
育
論

文
学
教
育
と
指
導

研
究』

飛
田
多
喜
雄
・
野
地
潤
家
著

明
治
図
書

・『
国
語
教
育
基
本
論
文
集
成

29

国
語
科
授
業
論

(

２)

授
業
方
式
論』

飛
田

多
喜
雄
・
野
地
潤
家
著

明
治
図
書

・『
西
郷
竹
彦

文
芸
教
育
全
集

14

文
芸
学
講
座

視
点
・
形
象
・
構
造』

西

郷
竹
彦
著

恒
文
社

・『

文
学
の
力
×
教
材
の
力』

田
中
実
・
須
貝
千
里
著

教
育
出
版

・『

少
年
の
日
の
思
い
出
の
よ
み
と
授
業』

板
垣
昭
一
著

え
み
I
る
書
房

・『

国
語
科
教
師
の
専
門
的
力
量
の
形
成�

授
業
の
質
を
高
め
る
た
め
に�

』

鶴
田

清
司
著

溪
水
社

H
資
料
１
H

鶴
田
清
司
氏
の
提
唱
す
る

｢

読
み
の
技
術｣

(『

国
語
科
教
師
の
専
門
的
力
量
の
形
成
I
授
業
の
質
を
高
め
る
た
め
に
I』

溪
水
社

ｐ
１
２
３
I
ｐ
１
２
５)

①

構
成
を
読
み
解
く
技
術

ａ

題
名
の
意
味
を
考
え
る
H˛

ｂ

設
定

(

時
・
人
・
場)

を
明
ら
か
に
す
る
H˛

ｃ

全
体
構
成

(

冒
頭
・
発
端
・
山
場
・
結
末
・
起
承
転
結
・
前
半
・
後

半
な
ど)

H˛

ｄ

事
件
の
伏
線
を
大
事
に
す
る
H˛

ｅ

事
件
や
人
物
の
転
換
点

(

ク
ラ
イ
マ
Hø
ク
ス)

に
着
目
す
る
H˛

ｆ

場
面
に
分
け
て
H˝
事
件
や
あ
ら
す
じ
を
と
ら
え
る
H˛

②

表
現
を
読
み
解
く
技
術

ａ

類
比

(

反
復)

と
対
比
の
関
係
を
と
ら
え
る
H˛

ｂ

感
覚
表
現

(

視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
・
触
覚)

を
と
ら
え
る
H˛

ｃ

色
彩
語
・
比
喩
・
擬
人
法
・
声
喩
な
ど
を
と
ら
え
る
H˛

ｄ

象
徴
性
を
読
み
解
く
H˛

ｅ

倒
置
法
H˝
省
略
法
H˝
誇
張
法
H˝
体
言
止
め
な
ど
を
と
ら
え
る
H˛

ｆ

作
型

(

描
写
H˝
説
明
H˝
会
話
H˝
叙
事
H˝
表
明)

の
効
果
を
明
ら
か
に

す
る
H˛

ｇ

文
字
表
記
H˝
句
読
点
H˝
区
切
り
符
号

(

ダ
Hø
シ
Hß
・
リ
I
ダ
I
な
ど)

字
配
り
H˝
字
形
な
ど
の
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
H˛

ｈ

韻
律
の
特
徴
や
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
H˛

③

人
物
を
読
み
解
く
技
術

ａ

中
心
人
物
を
と
ら
え
る
H˛

ｂ

主
役
と
対
役
を
明
ら
か
す
る
H˛

上野由夏・菅 邦男���
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ｃ

人
物
描
写
な
ど
か
ら
人
物
像
や
心
情
を
と
ら
え
る
H˛

ｄ

中
心
人
物
の
人
物
像
や
心
の
転
換
点
を
と
ら
え
る
H˛

ｅ

中
心
人
物
が
こ
だ
わ
H
て
い
る
も
の
・
こ
と

(

主
材)

を
明
ら
か
に

す
る
H˛

ｆ

人
物
の
姓
名
・
呼
称
の
意
味
を
考
え
る
H˛

ｇ

人
物
の
典
型
と
し
て
と
ら
え
る
H˛

④

視
点
を
読
み
解
く
技
術

ａ

作
者
と
話
者

(

語
り
手)

を
区
別
す
る
H˛

ｂ

内
の
目

(

主
観
視
点)

と
外
の
目

(

客
観
視
点)

を
区
別
す
る
H˛

ｃ

同
化
体
験

(
人
物
の
気
持
ち
に
な
る)

と
異
化
体
験

(

人
物
を
外
か

ら
眺
め
る)

H˝
共
体
験

(

両
者
の
混
合)

を
成
立
さ
せ
る
H˛

ｄ

一
人
称
視
点
と
三
人
称
視
点
の
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
H˛

ｅ

視
点
人
物
と
対
象
人
物
H˝
視
点
の
転
換
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
H˛

⑤

文
体
を
読
み
解
く
技
術

ａ

語
り
口
の
特
徴
を
と
ら
え
る
H˛

ｂ

話
法

(

直
接
話
法
・
間
接
話
法
・
自
由
間
接
話
法)

を
明
ら
か
に
す

る
H˛

ｃ

文
末
表
現
H˝
余
情
表
現
H˝
常
体
と
敬
体
H˝
文
の
長
さ
名
丼
歩
効
果
を

明
ら
か
に
す
る
H˛

ｄ

異
化
さ
れ
た
表
現

(

非
日
常
で
不
思
議
な
表
現)
と
そ
の
効
果
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
H˛

ｅ

矛
盾
し
た
表
現

(

パ
ラ
ド
Hø
ク
ス)

と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
明
ら
か

に
す
る
H˛

ｆ

作
調

(

明
暗
H˝
喜
劇
H˝
悲
劇
H˝
叙
情
H˝
感
傷
H˝
風
刺
H˝
ユ
I
モ
ア
H˝

ア
イ
ロ
ニ
I
な
ど)

を
明
ら
か
に
す
る
H˛

���

｢少年の日の思い出｣ の作品の特徴を生かした授業改善の在り方
～発問の在り方を中心に～


