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児
童
・
生
徒
が
「
学
習
の
見
通
し
を
立
て
た
り
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
活

動
を
計
画
的
に
取
り
入
れ
る
」
こ
と
が
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
「
総
則
」
に
加
わ
り

ま
し
た
。
学
年
は
じ
め
に
あ
た
り
、
そ
の
実
践
的
課
題
を
追
究
し
ま
す
。

子
ど
も
の
物
語
と
し
て
の「
見
通
し
・
振
り
返
り
」

愛
媛
大
学
教
育
学
部

三
浦　

和
尚

き
る
と
い
っ
た
、「
教
育
方
法
」
と
い
う
概
念
に
乏

し
い
考
え
方
は
、「
内
容
」
を
教
師
（
大
人
）
の
論

理
で
学
習
者
に
与
え
る
と
い
う
指
導
に
結
び
つ
く
。

そ
の
典
型
は
「
講
義
」
で
あ
り
、
さ
す
が
に
今
の
小

学
校
で
は
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
が
、
学
習
者
意
識
の

き
わ
め
て
希
薄
な
大
学
で
は
、
い
ま
だ
に
こ
れ
が
ま

か
り
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
近
い
こ
と
は
、
中
学
・

高
校
で
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
い
っ
た
考
え
方
に
立
て
ば
、当
然
学
習
者
は
、

自
分
の
学
び
が
ど
こ
に
向
か
う
の
か
わ
か
ら
な
い
ま

ま
、
教
師
の
引
い
て
い
く
線
の
上
を
、
ひ
た
す
ら
に

は
じ
め
に

　

学
習
者
の
側
に
立
っ
た
学
習
指
導
の
改
善
と
い
う

こ
と
は
、
今
日
、
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
明
治
以
降
の
教
育
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
意
外
と

そ
の
歴
史
は
浅
い
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
例
え
ば

「
小
集
団
学
習
」と
か「
課
題
解
決
型
の
学
習
」と
い
っ

た
方
法
が
、
日
常
的
な
学
習
の
姿
と
し
て
定
着
し
、

違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
況
は
、
そ
ん

な
に
古
く
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
。

「
教
育
内
容
」
に
一
定
の
見
識
が
あ
れ
ば
指
導
が
で

た
ど
り
ゆ
く
し
か
な
い
。ゴ
ー
ル
と
さ
れ
た
時
点
で
、

あ
る
種
の
理
解
や
満
足
感
・
充
足
感
が
保
証
さ
れ
て

い
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。

　

学
習
者
主
体
の
学
び
を
保
証
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

学
習
者
自
身
が
、「
何
を
」「
ど
の
よ
う
に
」
学
び
、

そ
の
学
び
に
「
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
」
を

捉
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

　

あ
え
て
言
え
ば
、教
室
の
で
き
ご
と
（
学
び
）
を
、

「
大
人
の
物
語
」
か
ら
「
子
ど
も
の
物
語
」
へ
転
換

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ⅰ　

子
ど
も
の
物
語
の
た
め
に

　

小
学
校
新
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
○
年
）
で
は
、

総
則
第
１
章
第
４
の
２
（
４
）
に
「
各
教
科
等
の
指

導
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
が
学
習
の
見
通
し
を
立
て

た
り
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動
を

計
画
的
に
取
り
入
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。」
と

示
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
中
学
校
新
学
習
指
導
要
領

総
則
に
も
、
同
様
の
文
言
が
あ
る
）。

「
児
童
（
生
徒
）
が
学
習
の
見
通
し
を
立
て
た
り
学

習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
」
こ
と
は
、
子

ど
も
自
身
が
自
ら
の
学
び
に
つ
い
て
、「
何
を
」「
ど

の
よ
う
に
」
学
ぶ
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
、そ
の
学
び
に
「
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
」

を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
習
者
主
体
の

学
び
を
保
証
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、そ
の
こ
と
は
、「
大
人
の
物
語
」と
し
て
も
、

学
習
の
見
通
し
・
振
り
返
り
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指
導
者
側
に
指
導
（
学
習
）
の
「
目
標
」「
内
容
」「
方

法
」
を
明
確
化
さ
せ
る
働
き
も
有
し
て
い
る
。
学
習

者
に
明
確
に
示
す
た
め
に
は
、
指
導
者
自
身
が
そ
れ

ら
を
明
確
に
捉
え
る
所
に
追
い
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

学
習
指
導
要
領
の
文
言
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
二
面

の
ね
ら
い
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ　

学
習
の
見
通
し

　

学
習
者
が
学
習
の
見
通
し
を
持
つ
必
要
性
は
、
例

え
ば
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
記
入
な
ど
、
あ
る
作
業
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
に
、「
何
分
間
で
」「
何
時
ま
で
に
」

と
い
っ
た
指
示
が
必
要
か
つ
有
効
で
あ
る
こ
と
で
も

は
っ
き
り
す
る
。
あ
る
い
は
、
今
や
っ
て
い
る
こ
と

が
次
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
が
は
っ
き
り
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
可
能
に
な

り
、
今
の
作
業
の
質
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
。

「
見
通
し
を
持
っ
て
行
う
」
こ
と
は
、
そ
の
活
動
の

意
味
を
理
解
し
意
欲
を
持
つ
、
そ
の
活
動
の
意
味
に

よ
っ
て
活
動
内
容
を
考
え
工
夫
す
る
、
そ
の
活
動
の

工
程
（
時
間
）
を
調
節
し
効
率
的
に
取
り
組
む
な
ど

の
意
味
を
有
し
て
い
る
。

　

そ
う
い
っ
た
「
学
習
の
見
通
し
」
を
計
画
す
る
に

つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

１　

導
入
の
役
割

　

単
元
全
体
で
あ
れ
、
一
時
間
の
展
開
で
あ
れ
、
そ

の
導
入
の
役
割
に
違
い
は
な
い
。

　

導
入
は
一
般
に
、

　

①　

学
習
へ
の
意
欲
化

　

②　

学
習
の
前
提
と
な
る
知
識
等
の
確
認

　

③　

学
習
の
見
通
し
の
確
認

　

④　

学
習
へ
の
身
構
え
の
形
成

等
の
目
的
が
求
め
ら
れ
る
。
無
論
そ
れ
ら
が
複
合
す

る
こ
と
も
あ
る
。

　

導
入
に
お
い
て
「
学
習
の
見
通
し
」
を
立
て
る
こ

と
は
、
学
習
の
始
ま
り
の
位
置
づ
け
と
し
て
あ
る
意

味
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
学
習
に
お
い
て
「
何
を
」「
ど
の
よ

う
に
」
学
ぶ
か
を
ど
の
よ
う
に
明
示
す
る
か
は
、
多

様
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、「
物
語
を
読
む
」
学
習
で
、
本
文
に
入

る
前
に
何
を
し
な
い
と
い
け
な
い
か
と
言
わ
れ
れ

ば
、
何
か
見
通
し
を
立
て
た
ほ
う
が
い
い
場
合
も
あ

れ
ば
、そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
学
習
の
流
れ
が
、

学
習
経
験
か
ら
既
に
学
習
者
に
暗
黙
裡
に
了
解
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
あ
れ
こ
れ
指
示
す
る
よ
り
も
、
む

し
ろ
物
語
に
早
く
入
っ
た
方
が
い
い
場
合
は
あ
ろ

う
。「
何
時
間
く
ら
い
で
勉
強
し
ま
す
」
と
い
っ
た

こ
と
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
伝
え
る
よ
う
な
こ
と
で
は

な
い
。

　

し
か
し
、
物
語
の
学
習
で
あ
っ
て
も
、
朗
読
発
表

を
行
う
、
劇
に
す
る
な
ど
の
展
開
が
あ
る
場
合
は
、

そ
れ
な
り
の
見
通
し
を
伝
え
て
お
く
方
が
よ
い
と
い

う
こ
と
は
あ
る
。

　

討
論
会
や
文
集
作
り
な
ど
の
、
読
む
こ
と
以
外
の

学
習
活
動
で
あ
れ
ば
、
学
習
展
開
の
見
通
し
は
必
ず

必
要
で
あ
る
。

２　

学
習
の
手
順
・
内
容
の
提
示

　

討
論
会
や
文
集
作
り
な
ど
の
学
習
の
場
合
、
教
科

書
に
よ
る
限
り
は
、
多
く
の
場
合
、「
何
を
」「
ど
の

よ
う
に
」
学
ぶ
か
と
い
う
学
習
の
全
体
像
は
、
教
科

書
そ
の
も
の
に
提
示
し
て
あ
る
。場
合
に
よ
っ
て
は
、

作
品
例
な
ど
学
習
の
帰
着
点
の
イ
メ
ー
ジ
も
添
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
科
書
の
記
述

自
体
が
、「
学
習
手
順
の
説
明
」
と
し
て
機
能
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
教
科
書
を
ど
の
よ
う
に

使
う
か
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど

の
よ
う
に
確
認
さ
せ
る
か
と
い
う
扱
い
の
問
題
と
な

る
。

　

し
か
し
、
教
科
書
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
な
い
場
合

は
、
教
科
書
に
代
わ
る
学
習
手
順
の
提
示
を
ど
の
よ

う
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、「
学
習
の
見
通
し
」

と
な
る
。

　

そ
の
際
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
単
に
「
学
習
手

順
」
の
提
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、こ
こ
で
何
を
学
ぶ
か
、

こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
知
識
や
技
能
を
身
に
つ
け
る
の

か
と
い
っ
た
、
学
習
内
容
・
目
標
の
提
示
も
考
慮
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

３　

見
通
し
の
内
実
―
め
あ
て
と
指
導
目
標
―

「
学
習
の
見
通
し
」
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

■特集　学習の見通し・振り返り
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学
習
手
順
の
見
通
し
と
、
学
習
内
容
・
目
標
の
見
通

し
が
あ
る
。
授
業
の
初
め
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
め
あ

て
」
の
提
示
は
、
後
者
で
あ
り
、
そ
の
授
業
の
学
び

を
明
確
に
す
る
意
味
で
、
最
近
は
提
示
す
る
方
向
で

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
具
体
を
見
た
と
き
、
そ
の
提
示
の

仕
方
に
は
工
夫
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
と

こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
提
示
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。

A　
「
や
ま
な
し
」
の
朗
読
発
表
会
を
し
よ
う
。

B�　

速
さ
や
間
に
気
を
つ
け
て
「
や
ま
な
し
」
を
朗

読
し
よ
う
。

　

A
は
、
学
習
目
標
の
提
示
は
な
い
。
し
か
し
、
学

習
者
は
発
表
会
に
向
け
て
が
ん
ば
ろ
う
と
い
う
目
的

は
確
実
に
理
解
す
る
。
指
導
者
は
、
そ
の
過
程
で
、

発
表
会
を
成
功
さ
せ
る
に
は
い
い
朗
読
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
工

夫
を
す
る
か
を
考
え
さ
せ
、
身
に
つ
け
さ
せ
る
よ
う

仕
掛
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

B
は
、
学
習
内
容
の
提
示
と
し
て
は
具
体
的
で
明

確
で
あ
る
。
し
か
し
、学
習
者
が「
面
白
そ
う
だ
」「
が

ん
ば
ろ
う
」
と
感
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

私
は
、
基
本
的
に
小
・
中
学
校
段
階
で
あ
れ
ば
、

A
の
方
向
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
、「
学
習
の
振
り
返
り
」
を

き
ち
ん
と
し
て
、自
分
の
学
び
を
振
り
返
り
、知
識
・

技
能
を
定
着
さ
せ
る
場
面
を
保
証
す
る
必
要
は
あ
ろ

う
。

「
速
さ
や
間
に
気
を
つ
け
て
「
や
ま
な
し
」
の
朗
読

発
表
会
を
し
よ
う
。」
と
い
う
提
示
も
あ
る
か
と
思

わ
れ
る
が
、
個
人
的
に
は
、
A
で
十
分
だ
と
考
え
て

い
る
。
学
習
者
が
取
り
組
む
意
識
と
し
て
の
め
あ
て

と
、
指
導
者
が
意
図
す
る
指
導
目
標
は
、
同
じ
言
葉

で
示
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、「
二
場
面
と
三
場
面
の
主
人
公

の
気
持
ち
の
変
化
を
読
み
取
ろ
う
」
な
ど
と
い
っ
た

「
め
あ
て
」で
も
言
え
る
。そ
れ
を
見
て
学
習
者
が「
面

白
そ
う
だ
」「
が
ん
ば
ろ
う
」と
感
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
、
そ
れ
ま
で
の
学
習
者
の
課
題
意
識
に
き
ち

ん
と
沿
っ
て
い
る
課
題
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
初
め

か
ら
技
能
を
前
面
に
出
し
た
「
め
あ
て
」
が
、
学
習

に
向
か
う
起
爆
剤
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
子
ど

も
は
け
な
げ
に
指
導
者
の
指
示
に
付
い
て
来
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。

４　

見
通
し
の
ス
パ
ー
ン

　

例
え
ば
、「
お
お
き
な
か
ぶ
」を
八
時
間
で
読
ん
で
、

そ
の
後
三
時
間
で
音
読
劇
を
す
る
と
す
る
。
そ
の
と

き
、
合
計
十
一
時
間
の
「
見
通
し
」
を
学
習
者
に
提

示
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

小
学
一
年
に
読
む
こ
と
と
音
読
劇
を
つ
な
ぐ
十
一

時
間
の
見
通
し
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
は
難
し

い
。
と
り
あ
え
ず
、
八
時
間
の
読
む
こ
と
の
学
習
の

見
通
し
を
立
て
さ
せ
、
そ
の
展
開
の
中
で
、
し
か
る

べ
き
と
き
に
音
読
劇
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

当
然
あ
っ
て
も
よ
い
。

　

学
習
者
の
発
達
や
、
予
想
可
能
な
範
囲
を
見
定
め

つ
つ
、
ど
の
く
ら
い
の
ス
パ
ー
ン
で
学
習
手
順
や
課

題
・
め
あ
て
を
提
示
す
る
か
は
、
判
断
が
必
要
な
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ　

学
習
の
振
り
返
り

１　

振
り
返
り
の
意
義

　

学
習
指
導
要
領
解
説
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
事
後
に
振
り
返
っ
た
り
す
る
こ
と
で
学
習
内
容
の

確
実
な
定
着
が
図
ら
れ
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現

力
等
の
育
成
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。」

「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育
成
に
資
す

る
」
と
つ
な
ぐ
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
飛
躍
の
感
は
あ

る
が
、そ
れ
を
「
国
語
の
力
」
と
置
く
の
で
あ
れ
ば
、

少
な
く
と
も
「
学
習
内
容
の
確
実
な
定
着
」
と
の
関

係
は
理
解
で
き
る
。

　

一
般
に「
学
習
の
振
り
返
り
」と
い
う
行
為
は
、「
学

習
の
評
価
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、

そ
こ
で
の
学
習
を
振
り
返
り
、
身
に
付
い
た
知
識
や

技
能
を
確
認
（
メ
タ
認
知
）
し
、
さ
ら
に
今
後
の
学

習
の
見
通
し
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

あ
る
い
は
そ
の
学
習
の
自
分
に
と
っ
て
の
意
味
を

確
認
す
る
こ
と
も
振
り
返
り
で
あ
る
。そ
の
場
合
は
、

学
ん
だ
こ
と
の
充
実
感
、
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
は
、
学
習
へ
の
意
欲
と
い
っ
た
態
度
的

な
側
面
の
育
成
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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２　

振
り
返
り
の
実
際

　

実
際
に
は
、
個
人
の
単
位
の
振
り
返
り
（
自
己
評

価
）
と
教
室
単
位
の
振
り
返
り
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

教
室
単
位
の
振
り
返
り
は
、
そ
こ
で
一
つ
の
認
識

に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
学
習
場
面
と

し
て
振
り
返
り
の
時
間
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
振
り
返
り
の
内
実
は
、
個
々
の
学
習
者
の

中
で
定
着
さ
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
活
動
の

後
み
ん
な
で
感
想
を
述
べ
合
っ
た
り
、
反
省
を
し
た

り
す
る
場
面
と
し
て
表
れ
る
。

　

た
だ
、
そ
の
振
り
返
り
を
評
価
の
一
つ
と
捉
え
る

な
ら
ば
、
学
習
者
は
単
に
「
感
想
」
と
し
て
述
べ
て

い
る
に
し
て
も
、
指
導
者
の
側
に
は
、
そ
の
学
習
の

目
標
が
明
確
に
意
識
さ
れ
、
適
切
な
助
言
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
指
導
者
が
設
定
し
た
目
標
に
学

習
者
の
意
識
を
性
急
に
引
き
込
む
必
要
は
な
く
、

個
々
の
学
習
者
の
「
振
り
返
り
」
を
大
切
に
し
て
や

れ
ば
よ
い
が
、
指
導
者
の
目
標
意
識
は
明
確
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
個
人
の
振
り
返
り
（
自
己
評
価
）
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
指
導
者
が
教
え
た
か
っ
た

こ
と
が
、学
習
者
の
学
ん
だ
こ
と
と
し
て
意
識
さ
れ
、

知
識
・
技
能
と
い
っ
た
こ
と
ば
の
力
が
振
り
返
り
の

対
象
の
中
心
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３　

振
り
返
り
と
し
て
の
味
読

　

読
む
こ
と
の
学
習
に
お
い
て
は
、「
通
読
・
精
読
・

味
読
」
と
い
っ
た
と
き
の
「
味
読
」
も
、
一
つ
の
振

り
返
り
と
な
る
。

　

今
日
、
活
動
型
の
学
習
形
態
が
多
く
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
に
せ
よ
、
三
読
法
の
展
開
が
読
む
こ
と
の

学
習
の
基
本
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
り
な

い
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
全
体
を
読
ん
で
感
想
・
疑
問

点
等
の
確
認
を
し
（
通
読
）、
始
め
か
ら
段
落
や
場

面
ご
と
に
詳
し
く
読
み
進
め
て
い
く
（
精
読
）。
そ

し
て
最
後
に
、
改
め
て
感
想
を
ま
と
め
た
り
、
読
み

直
し
た
り
し
て
鑑
賞
す
る
の
で
あ
る
（
味
読
）。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
通
読
後
に
何
を
す
る
か
は
、
場

合
に
よ
っ
て
は
「
学
習
の
見
通
し
」
を
立
て
る
こ
と

に
な
る
し
、
味
読
段
階
は
、
自
分
の
読
み
を
確
認
す

る
と
い
う
意
味
で
は
、「
学
習
の
振
り
返
り
」
の
側

面
を
有
し
て
い
る
。

　

味
読
に
は
、
感
想
を
述
べ
た
り
書
い
た
り
す
る
、

音
読
・
朗
読
す
る
、
読
み
聞
か
せ
を
き
く
、
自
分
な

り
の
課
題
を
確
認
す
る
な
ど
の
方
法
が
あ
る
。
そ
れ

ら
は
、
文
章
内
容
を
振
り
返
り
、
新
し
い
課
題
を
発

見
し
た
り
、
そ
の
内
容
や
文
章
の
よ
さ
を
味
わ
っ
た

り
す
る
、
さ
ら
に
自
分
に
と
っ
て
の
意
味
を
確
認
し

た
り
す
る
作
業
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
学
習
展
開
が
精
読
に
と
ど
ま
り
、
味
読

が
今
日
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
振

り
返
り
と
し
て
の
味
読
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

が
、
文
学
的
文
章
の
み
な
ら
ず
、
説
明
的
文
章
に
お

い
て
も
望
ま
れ
る
。

　

た
だ
、
味
読
は
、
多
く
の
場
合
、
文
章
内
容
の
確

認
で
あ
る
。
味
読
に
お
い
て
、
例
え
ば
「
順
序
に
気

を
つ
け
て
読
む
」
と
い
っ
た
技
能
が
意
識
化
さ
れ
る

こ
と
は
少
な
い
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

学
習
指
導
要
領
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ

れ
ら
の
こ
と
を
「
計
画
的
に
取
り
入
れ
る
」
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
目
標
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
学
習

指
導
計
画
を
緻
密
に
構
想
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て

い
る
と
言
え
る
。

　

本
稿
で
は
そ
れ
を
前
提
に
、「
大
人
の
物
語
」
の

計
画
で
は
な
く
、「
子
ど
も
の
物
語
」
に
す
る
こ
と

の
必
要
性
を
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
例

え
ば
、体
育
で
「
逆
上
が
り
」
を
す
る
と
い
う
場
合
、

「
逆
上
が
り
」
は
到
達
点
と
し
て
明
確
に
示
さ
れ
、

目
標
と
な
る
よ
う
に
、
国
語
科
と
他
の
教
科
と
は
、

こ
の
「
学
習
の
見
通
し
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
あ
り

よ
う
が
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ

と
も
考
え
て
お
き
た
い
。

　

国
語
科
に
お
い
て
は
、
他
教
科
に
ま
し
て
慎
重
な

対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

み
う
ら　

か
ず
な
お 

愛
媛
大
学
教
育
学
部
教
授
。
国
語
教

育
学
。
理
論
と
実
践
を
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
に
徹
し
た
い
と
、
最
近

考
え
て
い
る
。
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