
「
授
業
」

に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と

は
じ
め
に

現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
中
学
校
社
会
科
の
授
業
時
数

は
、
第
一
学
年
、
第
二
学
年
で
、
年
開
一

O
五
時
間
、
第
三
学
年

で
八
五
時
間
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
授
業
時
数
は
、
週
平
均
(
年

間
三
八
週
)
に
計
算
す
る
と
お
お
よ
そ
こ

i
一
一
一
時
間
で
あ
る
。
第

一
学
年
と
第
二
学
年
で
は
、
選
五
日
の
う
ち
、
一
二
百
相
当
と
な

る
。
つ
ま
り
、
一
日
お
き
に
社
会
科
の
授
業
と
出
会
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
内
容
的
に
は
涯
史
分
野
と
地
理
分
野
の
二
つ
の
教
科

書
を
学
習
し
て
い
る
。
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
、
歴
史
と

地
理
を
交
互
に
学
習
す
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
曜
自
に
よ
り
歴
史

と
地
理
を
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
歴
史
と
地

理
を
組
み
合
わ
せ
る
か
は
、
担
当
教
師
の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
て
い

る
。
と
も
あ
れ
、
年
間
一

O
五
時
間
の
中
で
、
歴
史
と
社
会
の
二

つ
の
教
科
書
を
半
分
ま
で
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
須
の

飯

塚
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子

歴
史
的
用
語
や
地
理
的
用
語
を
含
め
、
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
実
に
多
い
。
生
徒
の
側
か
ら
言
え
ば
、
学
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
教
師
の
側
か
ら
言
え
ば
、
教
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
お
互
い
に
、
ひ
と
つ
の
授
業
を
通
し

て
、
社
会
科
と
し
て
必
須
の
こ
と
に
縛
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

こ
う
し
た
情
報
量
を
限
ら
れ
た
時
間
数
の
中
で
消

化
し
て
い
く
場
合
、
と
も
す
れ
ば
一
斉
授
業
に
陥
り
が
ち
で
あ

る
。
情
報
量
を
消
化
し
、
し
か
も
趣
向
を
凝
ら
し
た
授
業
を
す
る

と
い
う
の
は
日
常
的
な
授
業
で
は
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
毎
回
毎

回
特
別
な
授
業
を
行
う
の
は
、
生
徒
も
教
師
も
疲
れ
果
て
て
し
ま

う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
時
に
は
「
い
つ
も
と
違
う
授
業
」
を
入
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
日
常
の
マ
ン
ネ
リ
化
を
打
ち
破
り
緊
張
感
を
持

つ

こ

と

が

で

き

る

。

授

業

が

「

い

つ

も

と

違

う

」

と

と
こ
ろ
で
、

さ
ら
に
、



い
う
変
化
や
戸
惑
い
の
中
で
、
生
徒
に
は
新
た
な
発
見
や
成
長
が

あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
導
か
れ
て
、

五
0
0
時
間
の
実
践
の
中
で
筆
者
は
、
意
識
し
て
「
い
つ
も
と
違

う
授
業
」
を
試
み
た
。

本
稿
で
は
、
「
い
つ
も
と
違
う
授
業
」
の
試
み
を
始
点
と
し
て
、

こ
の
よ
う
に
授
業
を
考
え
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す

る
の
か
を
省
察
し
て
み
た
い
。

、

「
い
つ
も
と
遣
う
授
業
」

の
試
み

あ
る
年
の
春
、
新
学
期
が
ス
タ
ー
ト
し
て
一
、
二
週
間
を
過
ぎ

た
頃
、
筆
者
は
自
分
自
身
の
授
業
が
平
坦
で
つ
ま
ら
な
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た
。
で
は
、
そ
れ
以
前
、
筆
者
は
素
晴

し
い
実
践
を
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
授
業
中
の
生
徒
の
生
き
生
き
と
し
た
発
言
や

一
生
懸
命
、
黙
々
と
活
動
す
る
姿
を
見
て
、
「
生
徒
は
、
今
、
生

き
て
い
る
」
と
筆
者
は
常
に
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
そ
の
年

の
春
に
は
、
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
一
年
生
の
四
月

は
、
ま
だ
、
小
学
生
気
分
が
ぬ
け
な
い
時
期
で
あ
る
。
活
気
に
あ

ふ
れ
、
授
業
で
の
反
応
も
お
も
し
ろ
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
以
前

経
験
し
た
中
学
一
年
生
の
春
の
授
業
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
年
は
少
し
違
っ
て
い
た
。
か
と
い
っ
て
、
授
業
が
や
り
に
く
い

の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
筆
者
の
説
明
を
静
か
に
開
い

て
、
指
示
し
た
こ
と
を
静
か
に
や
る
。
進
め
や
す
い
と
い
え
ば
、

進
め
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
れ
ま
で
の
筆
者
の
授

業
と
は
明
ら
か
に
何
か
が
違
う
の
で
あ
る
。

A
中
学
校
社
会
科
部
会
で
は
、
学
年
統
一
の
ワ

l
ク
シ
ー
ト

(
教
科
書
の
文
章
の
穴
埋
め
形
式
の
問
題
)
が
あ
り
、
そ
れ
を
使

用
し
て
い
た
。
一
学
年
は
四
ク
ラ
ス
あ
り
、
筆
者
が
三
ク
ラ
ス
、

他
の
教
諭
が
一
ク
ラ
ス
を
受
け
持
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
理
由
か

ら
筆
者
も
学
年
統
一
の
ワ
!
ク
シ

i
ト
を
用
い
た
授
業
を
し
て
い

た
。
今
思
え
ば
、
こ
の
ワ

i
ク
シ

i
ト
に
縛
ら
れ
過
ぎ
て
、
授
業

が
平
坦
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
意

図
的
に
「
い
つ
も
と
違
う
授
業
」
を
と
き
ど
き
入
れ
て
い
く
こ
と

に
し
た
。
ど
の
よ
う
な
実
践
を
試
み
た
の
か
、
次
に
題
材
を
列
挙

- 112-

し
て
み
る
。

〆-¥

一
、、ー〆〆

都
道
府
県
に
つ
い
て
発
表
し
て
み
よ
う
。
(
地
理
)

グ
ル
ー
プ
活
動
。
盟
主
日
室
で
自
分
の
班
が
選
ん
だ
都
道
府

県
に
つ
い
て
調
べ
、
模
造
紙
に
ま
と
め
発
表
す
る
。

)
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
作
っ
て
み
よ
う
。
(
歴
史
)

グ
ル
ー
プ
活
動
。
天
平
文
化
に
つ
い
て
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組

を
作
り
発
表
す
る
。



(
三
)
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
の
理
由
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
よ
う
。

(
歴
史
)

グ
ル
ー
プ
活
動
。

(
四
)
劇
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
よ
う
。
(
歴
史
)

グ
ル
ー
プ
活
動
。
竹
崎
季
長
の
話
。
グ
ル
ー
プ
で
劇
を
練

習
し
た
後
、
発
表
会
を
す
る
。

(
五
)
ナ
ン
パ

i
ワ
ン
は
ど
の
班
か
。
(
歴
史
・
地
理
)

グ
ル
ー
プ
(
列
ご
と
)
ご
と
に
、
ワ
ー
ク
シ

i
ト
の
穴
埋

め
形
式
の
問
題
を
競
争
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
実
践
を
し
た
。
こ
の
よ
う
に
列
挙
し
て
見
る

と
、
筆
者
の
「
い
つ
も
と
違
う
授
業
」
の
実
践
は
、
地
理
分
野
よ

り
も
歴
史
分
野
で
の
グ
ル
ー
プ
活
動
が
大
方
を
占
め
て
い
る
。
右

記
の
実
践
の
中
か
ら
さ
一
)
の
実
践
に
関
し
て
、
詳
し
く
述
べ
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

一
一
、
実
践
例

(
ニ
単
一
冗
名
中
世
の
日
本

i
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
か
か
わ
り

と
社
会
の
変
動
j

教
科
書
一
東
京
書
籍

会
乙
単
一
冗
の
目
標

新
し
い
歴
史

五
八
i

五
九
頁

①
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
、
南
北
朝
の
動
乱
、
室
町
幕
府
の
成
立
、

応
仁
の
乱
と
戦
国
大
名
の
霊
場
を
通
じ
て
、
武
家
政
治
の

展
開
を
理
解
す
る
。

②
諸
産
業
が
発
達
し
都
市
や
農
村
に
自
治
的
な
し
く
み
が
生
ま

れ
る
な
ど
、
民
衆
が
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
。

③
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
か
か
わ
り
を
モ
ン
ゴ
ル
の
襲
来
、
日

明
貿
易
、
琉
球
の
国
際
的
役
割
を
通
し
て
理
解
し
、
そ
の

か
か
わ
り
が
日
本
の
歴
史
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
え
る
。

④
室
町
時
代
の
新
し
い
文
化
の
特
色
を
把
握
し
、
今
日
の
文

化
と
の
関
連
に
気
付
き
意
欲
的
に
追
求
す
る
。

(
一
ニ
)
単
元
の
指
導
計
画
(
五
時
間
扱
い
)

①
モ
ン
ゴ
ル
の
襲
来
と
日
本
(
本
時
)
↓
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡

の
理
由
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
関
係
図
を
書
い
て
考
え
る
。

②
南
北
朝
の
動
乱
と
東
ア
ジ
ア
の
変
動

③
室
町
幕
府
と
経
済
の
発
展

④
民
衆
の
成
長
と
戦
自
大
名

①
室
町
文
化
と
そ
の
広
が
り

(
四
)
実
施
ク
ラ
ス
一
一
年
三
組
(
三
凶
名
)

(
五
)
板
書
(
次
頁
図
)
但
し
、
関
係
図
の
例
の
空
機
は
板
書
の

念
品
、
寸
志

(
六
)
準
備
物



グループ(生活班)になり、役を決める 0

・リーダー(l人) まとめ役

-発表者(l人)

・書記(l人)

理由について考える。

歴史的用語を線で関係づけする。

最低 5つ以上をつなげる。(感情を表す言葉をj有いても良いことを口頭で説明)

|鎌倉幕府の滅亡の理由について、考えてみよう O

2 

中大兄皇子

例)

め

表

と

発

宇品3 

(
六
班
分
)

・
模
造
紙
(
白
)
六
j
八
枚

.
コ
ピ

i
用
紙
(
メ
モ
用
)

.
御
思
と
奉
公
の
関
係
図

・
蒙
古
襲
来
絵
詞
(
か
け
図
)

.
東
方
見
開
録
の
拡
大
コ
ピ

i

(
七
)
各
班
の
関
係
図

*
今
回
は
関
係
図
を
分
析
す
る
の
で
は
な
い
の
で
関
係
図
の

写
真
を
省
略
す
る
。

-
マ
i
カ
!

板書

二
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
授
業
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
i
ト
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生
徒
の
記
述

生
徒
の
記
述
の
中
か
ら
、
同
じ
意
味
内
容
、
あ
る
い
は
文
言
を

使
用
し
て
い
る
も
の
を
ま
と
め
て
み
る
と
質
問

1
(
「
鎌
倉
幕
府

滅
亡
の
授
業
」
は
、
い
つ
も
の
授
業
と
比
べ
て
、
ど
う
で
し
た
か
。

あ
な
た
の
感
想
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
)
に
対
し
て
は
、
以
下
の

よ
、
つ
に
な
る
。

①
楽
し
か
っ
た

0

・
・
・
一
一
人

②
発
表
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
・
・
・
九
人

③
わ
か
っ
た

0

・
・
・
七
人
(
分
か
っ
て
き
た
含
む
)



④
意
見
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
も
の
・
・
・
五
人

①
お
も
し
ろ
い
・
・
・
四
人
(
お
も
し
ろ
か
っ
た
含
む
)

そ
の
他
は
一
名
ず
つ
で
あ
っ
た
。
質
問

2

Q
鎌
倉
幕
府
滅
亡

の
授
業
」
を
ひ
と
こ
と
で
あ
ら
わ
し
て
く
だ
さ
い
。
)
に
対
し
て
は
、

次
の
よ
う
に
な
る
。

①
楽
し
い
・
・
・
八
人

②
難
し
い
・
・
・
三
人

①
お
も
し
ろ
か
っ
た
・
・
・
二
人
(
お
も
し
ろ
い
を
含
む
)

良
い
授
業
・
・
・
二
人

無
記
入
・
・
・
二
人

お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
・
・
・
一
入
、
そ
の
他
一
人
ず

つ
の
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。
(
新
た
な
発
見
、
進
歩
、

奥
が
深
い
、
襲
来
と
日
本
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
)

実
習
生
の
記
述

こ
の
時
期
、
四
人
の
教
育
実
習
生
が

A
中
学
校
に
来
て
い
た
。

本
時
も
筆
者
の
授
業
に
参
加
し
て
お
り
、
実
習
生
に
も
生
徒
と
同

じ
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
を
使
い
記
述
し
て
も
ら
っ
た
。
た
だ
し
、
生

徒
の
様
子
や
つ
ぶ
や
き
な
ど
に
注
自
し
て
書
い
て
く
れ
る
よ
う
頼

ん
だ
。
左
記
が
実
習
生
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
番
号
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
事
項
に
対
応
す
る
。

2 

l 

-
活
動
の
取
り
か
か
り
が
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
違
い
、
早
い

グ
ル
ー
プ
は
役
割
分
担
を
す
ぐ
に
決
め
て
進
め
る
こ
と

が
で
き
て
い
た
が
、
遅
い
グ
ル
ー
プ
は
役
割
が
な
か
な

か
決
め
ら
れ
ず
止
ま
っ
て
い
た
。
一
グ
ル
ー
プ
に
じ
ゃ

ん
け
ん
で
決
め
た
ら
?
と
言
っ
た
ら
す
ぐ
に
決
め
ら
れ

て
い
た
。

・
生
徒
は
教
科
書
を
参
考
に
よ
く
調
べ
て
お
り
、
特
に
人

物
名
を
多
く
の
生
徒
が
つ
ぶ
や
い
て
い
た
。
教
科
書
を

よ
く
読
ん
で
い
た
。

・
連
想
、
ゲ

i
ム
み
た
い
と
言
っ
て
い
た
。

・
い
つ
も
の
よ
う
に
、
ノ

i
ト
や
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
る

だ
け
で
は
な
く
、
模
造
紙
に
図
を
書
い
て
い
く
よ
う
に

し
て
い
く
と
、
生
徒
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
が
見
ら
れ

た
。
特
に
リ
ー
ダ
ー
に
な
っ
た
生
徒
が
中
心
に
な
っ
て

一
生
懸
命
、
原
因
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

・
ま
と
め
方
も
個
性
が
出
て
い
て
よ
か
っ
た
思
う
。

生
徒
の
何
で
?
を
深
め
さ
せ
る
授
業

2 四

「
い
つ
も
の
授
業
」
と
「
い
つ
も
と
違
う
授
業
」

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
授
業
は
、
九
月
の
体
育
祭
を
経
験
し
、
十
月



の
文
化
祭
を
数
日
後
に
控
え
て
い
る
と
い
う
時
期
で
あ
っ
た
。
二

つ
の
大
き
な
行
事
を
通
し
、
生
徒
の
お
互
い
に
助
け
合
っ
た
り
、

協
力
し
て
何
か
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
識
が
と
て
も
強
い
時

期
で
も
あ
っ
た
。

筆
者
の
「
い
つ
も
の
授
業
」
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で

B
男

が
、
「
い
つ
も
の
授
業
は
、
ノ
ー
ト
を
と
り
、
先
生
の
話
を
開
き
、

教
科
書
を
読
み
、
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
る
の
四
つ
」
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

B
男
の
的
確
な
表
現
に
驚
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
「
い

つ
も
の
授
業
」
は
お
決
ま
り
の
手
販
に
従
っ
て
動
い
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
一
に

O
Oを
す
る
。
二
に

O
Oを
す
る
。
一
二
に

O
Oを

す
る
。
四
に

O
Oを
す
る
。
そ
し
て
、
終
了
。
こ
の
手
順
だ
け
で

見
れ
ば
、
実
に
平
坦
な
授
業
で
あ
る
。

で
は
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
授
業
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
詳

し
く
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
質
問
1
に
対
し
て
で
あ
る

が
、
「
い
つ
も
の
授
業
」
と
比
べ
る
と
、
「
楽
し
い
」
と
「
お
も
し

ろ
か
っ
た
」
と
記
述
し
た
生
徒
が
三
四
人
中
十
五
人
い
た
。
内
容

的
に
は
、
「
班
に
な
っ
て
、
話
し
合
い
、
紙
に
ま
と
め
た
の
が
す

ご
く
楽
し
か
っ
た
。
」
、
「
い
つ
も
、
手
を
あ
げ
て
発
表
で
き
な
い

け
ど
、
こ
の
前
、
紙
に
自
分
達
の
考
え
を
書
い
て
、
発
表
し
て
楽

し
か
っ
た
。
」
、
「
い
つ
も
の
授
業
は
先
生
の
話
な
ど
が
多
か
っ
た

け
ど
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
授
業
は
話
し
合
っ
て
学
習
す
る
授
業

だ
っ
た
の
で
面
白
か
っ
た
。
」
、
「
わ
か
り
や
す
く
た
の
し
く
で
き

た
、
い
つ
も
の
授
業
と
は
、
ち
ょ
っ
と
か
わ
っ
て
い
て
た
の
し

か
っ
た
で
す
よ
な
ど
、
「
話
し
合
い
」
や
「
発
表
」
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
楽
し
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
積
極
的
に
活
動
に
参

加
で
き
た
こ
と
に
楽
し
さ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

「
意
見
」
と
「
発
表
」
に
触
れ
て
記
述
し
て
い
る
生
徒
が
三
四
人

中
十
四
人
い
た
。
こ
の
生
徒
達
は
友
達
の
意
見
を
開
い
た
り
、
自

分
が
発
表
し
た
こ
と
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
い

つ
も
の
授
業
」
よ
り
、
三
四
人
中
七
人
の
生
徒
が
「
わ
か
っ
た
」

こ
と
を
あ
げ
て
い
た
。
六
つ
に
分
か
れ
た
斑
が
そ
れ
ぞ
れ
模
造
紙

を
杭
の
真
ん
中
に
置
き
、
多
く
の
生
徒
が
教
科
書
の
内
容
を
確
か

め
な
が
ら
、
人
物
の
名
前
や
歴
史
的
用
語
を
述
べ
て
い
た
。
特

に
、
次
の
よ
う
な
会
話
を
良
く
耳
に
し
た
。
誰
か
が
「

O
Oも
関

係
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
言
え
ば
、
「

O
O
の
方
が
関
係
す
る
で

し
ょ
う
よ
、
「
い
や
、

O
O
の
方
で
し
ょ
う
。
」
、
「
待
っ
て
、
こ
っ

ち
の
方
が
関
係
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
」
と
い
う
よ
う
に
、
お
互
い

に
自
分
の
考
え
を
出
し
合
っ
て
滅
亡
の
理
由
を
完
成
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
た
。
実
習
生
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
生
徒
の
生
き
生
き

と
し
た
姿
が
教
室
中
で
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
生
徒
の
生
き
生
き

と
し
た
姿
は
、
自
分
で
あ
れ
こ
れ
考
え
、
意
見
を
述
べ
る
と
い
う

学
習
ス
タ
イ
ル
だ
け
で
な
く
、
本
時
の
題
材
に
も
関
係
す
る
よ
う
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に
思
わ
れ
る
。
「
連
想
ゲ

i
ム
み
た
い
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き
が
あ
っ

た
が
、
確
か
に
、
生
徒
に
と
っ
て
は
、
何
か
ゲ

i
ム
の
よ
う
な
感

じ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

皆
で
協
力
し
て
関
係
民
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
い
う
雰
凶
気
は
、

ど
の
班
に
も
あ
っ
た
。
い
つ
も
静
か
な

F
子
が
発
表
者
と
開
い
た

時
は
、
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
が
、
前
に
出
て
無
事
発
表
す

る
こ
と
が
出
来
た
。

F
子
は
「
最
初
は
グ
ル
ー
プ
が
ぜ
ん
ぜ
ん
ま

と
ま
ら
ず
に
、
他
の
グ
ル
ー
プ
が
理
由
を
書
い
て
る
時
も
私
た
ち

は
、
リ
ー
ダ
ー
と
か
を
決
め
て
い
て
、
私
が
発
表
者
に
な
っ
た
け

ど
本
当
に
発
表
で
き
る
の
か
と
思
っ
た
け
ど
男
子
が
い
ろ
い
ろ
考

え
て
く
れ
た
り
書
記
が
キ
レ
イ
に
書
い
て
く
れ
た
り
し
た
の
で
、

な
ん
と
か
ま
と
ま
っ
て
ち
ゃ
ん
と
発
表
出
来
た
の
で
よ
か
っ
た
で

す
よ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
発
表
に
関
し
て
は
、

K
男
が
「
こ

ん
な
の
発
表
で
き
な
い
。
ど
う
発
表
す
れ
ば
い
い
の
か
」
と
発
表

者
に
決
ま
っ
た
直
後
一
一
一
一
口
っ
て
い
た
が
、
五
人
の
発
表
を
開
い
た

後
、
堂
々
と
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
。
二
番
目
の
発
表
の

C
男
は
、
模
造
紙
を
持
っ
て
前
に
出
て
い
き
黒
板
に
マ
グ
ネ
ッ
ト

で
模
造
紙
を
貼
っ
た
後
、
関
口
一
番
「
ど
う
や
ん
の
」
と
言
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
班
の

D
子
が
「
C
男
、
私
の
い
う
よ
う
に

言
え
ば
い
い
よ
」
と
小
さ
な
声
で
助
け
舟
を
出
し
た
。

C
男
は
発

表
は
好
き
だ
が
、
社
会
は
本
当
に
苦
手
な
生
徒
で
あ
っ
た
。

D
子

の
ニ
一
一
口
う
こ
と
を
オ
ウ
ム
返
し
に
言
い
、
関
係
菌
を
説
明
す
る
こ
と

が
出
来
て
い
る
。

質
問
2
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
授
業
を
「
ひ
と
こ
と
で
あ
ら
わ
す
」

こ
と
に
対
し
て
は
、
「
楽
し
い
」
、
「
面
白
い
」
、
「
良
い
授
業
」
も

含
め
る
と
、
十
二
人
で
あ
っ
た
。
「
難
し
い
」
と
答
え
た
生
徒
の

中
に
、
「
い
つ
も
の
授
業
の
方
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
」
と
書
い

て
い
る

L
子
が
い
た
。

L
子
は
社
会
の
得
意
な
生
徒
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
い
つ
も
と
違
う
授
業
」
は
、
生

徒
に
と
っ
て
、
質
問
ー
で
も
質
問

2
で
も
「
楽
し
く
」
て
「
面
白

い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
単
に
楽
し
く
、
面
白
い
だ
け
で
は
な
く
、

班
で
の
話
し
合
い
、
意
見
の
交
換
、
発
表
を
通
し
て
、
「
わ
か
る
」

授
業
で
も
あ
っ
た
。

内

i

お
わ
り
に

筆
者
の
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
い
つ
も
と
違
う

授
業
」
の
試
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
授
業
を
考
え
る
こ
と

が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
を
、
次
の
二
点
に
ま
と

め
て
み
た
い
。
一
つ
白
は
、
意
識
的
に
「
い
つ
も
と
違
う
授
業
」

を
行
い
、
生
徒
に
ア
ン
ケ
ー
ト
記
入
を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ

り
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
見
え
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
「
い
つ
も



の
授
業
」
は
、
お
決
ま
り
の
手
版
に
従
い
、
教
師
の
説
明
の
多
い

授
業
で
あ
っ
た
。
一
方
、
「
い
つ
も
と
違
う
授
業
」
は
、
教
師
が

前
一
面
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
生
徒
同
門
士
の
話
し
合
い
、
意
見
の
交

換
、
発
表
な
ど
生
徒
の
活
動
の
多
い
授
業
で
あ
っ
た
。
グ
ル
ー
プ

活
動
と
い
う
学
習
ス
タ
イ
ル
だ
け
で
な
く
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
理

由
を
考
え
、
自
の
前
で
、
そ
れ
を
形
に
し
て
い
く
と
い
う
題
材
そ

の
も
の
に
も
、
生
徒
は
楽
し
さ
と
面
白
さ
を
感
じ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、
生
徒
は
班
で
滅
亡
の
理
由
を
考
え
て
い
く
過

程
や
発
表
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
戸
惑
い
や
閤
惑
も
あ
っ
た
と
い

え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
経
験
し
、
生
徒
は
確
実
に
変
化
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
o

j
子
が
「
新
た
な
発
見
」
、
そ
し
て
、

K

子
が
「
進
歩
」
と
こ
の
授
業
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察

さ
れ
る
。
最
後
に
、
社
会
の
得
意
な
L
子
が
「
調
べ
る
の
が
難
し

か
っ
た
」
、
「
い
つ
も
の
授
業
の
方
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
平
坦
だ
と

思
っ
て
い
た
「
い
つ
も
の
授
業
」
に
も
何
か
授
業
の
本
質
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
つ
自
は
、
授
業
を
「
い
つ
も
」
と
「
い
つ
も
と
違
う
」
と
い

う
こ
つ
の
表
現
で
区
別
、
あ
る
い
は
比
較
を
し
始
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
「
い
つ
も
の
授
業
」
と
「
い
つ
も
と
違
う
授
業
」
と
い

う
こ
つ
の
授
業
が
、
現
在
、
学
校
教
育
の
授
業
に
存
在
す
る
の
か

な
ど
の
厳
密
な
定
義
や
解
釈
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、

授
業
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
筆
者
が
考
え
始
め
た
の
は
事
実
で
あ

る
。
で
は
、
こ
れ
以
前
、
筆
者
は
授
業
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
否
。
四
六
時
中
、
授
業
に
つ
い
て
考
え

て
い
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
多
少
大
袈
裟
だ
が
、
寝
て
も
覚
め
て

も
授
業
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お

け
る
「
考
え
る
」
と
は
、
導
入
や
教
材
の
配
列
、
あ
る
い
は
、
何

を
使
っ
て
誠
べ
学
習
を
さ
せ
る
か
な
ど
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

一
時
間
の
授
業
の
展
開
や
全
体
構
成
を
考
え
て
い
た
。

上
述
し
た
実
践
例
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
、
筆
者
は
、

「
授
業
を
考
え
る
」
か
ら
「
授
業
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
」

へ
と
変
化
し
始
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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