
１
『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
学
習
材
と
し
て
の
諸
々

■『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
の
授
業
、
そ
の
難
し
さ
は

ヘ
ッ
セ
の
『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
は
、
長
く
中
学
校
一
年
生
の
文
学

教
材
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
教
科
書
教
材
と
し
て
歴
史
の
あ
る

作
品
だ
が
、
授
業
者
と
し
て
は
、
指
導
の
難
し
さ
を
多
く
感
じ
る
の
も
事

実
で
あ
る
。

ま
ず
、
描
か
れ
て
い
る
背
景
が
、
ド
イ
ツ
と
い
う
気
候
も
歴
史
も
異
な

る
国
で
あ
る
こ
と
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
は
日
の
暮
れ
が
遅
く
、
夕
方
の
散
歩

〜
日
没
と
い
う
冒
頭
部
も
、
末
の
子
が
お
や
す
み
を
言
っ
た
と
い
う
表
現

な
ど
、
時
刻
の
感
覚
が
日
本
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
冒
頭
部
の

絵
画
的
描
写
の
理
解
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
当
時
の
ド
イ
ツ
の
窓
の
大
き

さ
も
イ
メ
ー
ジ
し
づ
ら
い
。
ラ
ン
プ
・
マ
ッ
チ
な
ど
と
い
う
小
道
具
た
ち

も
、
現
在
の
中
学
生
の
生
活
か
ら
は
実
に
遠
い
存
在
で
あ
る
。

ま
た
、「
客
」
の
少
年
時
代
に
あ
っ
て
の
心
の
葛
藤
は
理
解
し
て
も
、

大
人
に
な
っ
て
か
ら
自
分
の
過
去
を
振
り
返
る
「
思
い
」
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
こ
と
の
難
し
さ
も
あ
る
。

■
そ
れ
で
も
中
学
生
に
向
か
い
合
わ
せ
た
い

前
述
の
難
し
さ
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
文
学
作
品
は
少
年

の
心
理
描
写
や
情
景
描
写
が
美
し
く
豊
か
で
あ
り
、
中
学
生
が
じ
っ
く
り

と
読
み
、
向
か
い
合
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ち
ょ
う
の
収
集
に
熱
中
す
る
主
人
公
の
様
子
、
熱
情
か
ら
盗
み
に
至
る

必
然
性
を
帯
び
た
表
現
の
見
事
さ
、
非
の
打
ち
所
の
な
い
隣
の
少
年
の
存

在
や
優
し
く
も
毅
然
と
し
た
母
親
と
の
葛
藤
場
面
、
自
分
の
犯
し
た
罪
と

の
対
峙
、
そ
し
て
自
ら
ち
ょ
う
を
つ
ぶ
す
と
い
う
熱
情
の
対
象
と
の
過
激

な
訣
別
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
、
思
春
期
真
っ
た
だ
中
の
彼
ら
が
共
感
を

も
っ
て
読
み
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
混
迷
」
極
ま
り
な
い
現
在
の
日
本
社
会
を
中
学
生
と
し
て
生
き
、
他

と
関
わ
り
な
が
ら
自
律
へ
と
向
か
う
彼
ら
で
あ
る
。
主
人
公
の
心
の
痛
み

を
読
み
取
り
、
体
験
を
共
有
す
る
過
程
で
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
人
間
を
理

解
す
る
教
材
と
し
た
い
。

■
作
品
の
構
成
は

こ
の
作
品
の
構
成
は
、
大
き
く
前
後
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て

い
る
。

一
つ
は
、「
わ
た
し
」
の
も
と
を
訪
れ
た
「
客
」
が
、
ち
ょ
う
の
収
集

の
話
に
な
り
、
書
斎
で
少
年
の
日
の
ち
ょ
う
に
ま
つ
わ
る
暗
い
思
い
出
を

語
り
出
す
部
分
。

二
つ
は
、
そ
れ
以
降
に
描
か
れ
る
部
分
で
、「
客
」
が
十
歳
ご
ろ
の
熱

情
的
な
ち
ょ
う
集
め
の
様
子
を
語
る
部
分
。
そ
し
て
十
二
歳
ご
ろ
の
事
件

の
展
開
で
あ
り
、
誘
惑
に
負
け
て
隣
の
少
年
エ
ー
ミ
ー
ル
の
ク
ジ
ャ
ク
ヤ

マ
マ
ユ
を
盗
み
出
し
、
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
事
件
の
顛て

ん

末ま
つ

で
あ
る
。

過
去
が
現
在
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
額
縁
構
造
」

で
あ
り
な
が
ら
、
終
末
が
ち
ょ
う
を
つ
ぶ
す
少
年
時
代
の
描
写
場
面
で
終

わ
っ
て
し
ま
い
、
現
在
の
「
わ
た
し
」
と
「
客
」
の
場
面
に
戻
っ
て
は
来

な
い
。
冒
頭
部
の
客
の
語
り
や
情
景
描
写
の
中
に
、
こ
の
「
思
い
出
」
が

大
人
に
な
っ
た
主
人
公
に
と
っ
て
ど
ん
な
も
の
な
の
か
が
、
表
現
さ
れ
て

い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

２
「
冒
頭
部
」
を
授
業
す
る
に
あ
た
っ
て

自
分
自
身
の
実
践
を
振
り
返
る
と
、
後
半
部
分
の
少
年
の
心
の
葛
藤
を

と
ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
主
題
に
向
か
う
授
業
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

今
回
は
冒
頭
部
、「
客
」
が
思
い
出
を
語
り
出
す
場
面
の
扱
い
を
考
え
て

み
た
。
そ
れ
は
、
題
名
が
『
少
年
の
日
』
で
は
な
く
『
少
年
の
日
の
思
い

出
』
で
あ
る
意
味
、
ヘ
ッ
セ
自
身
に
よ
る
『
ク
ジ
ャ
ク
ヤ
マ
マ
ユ
』
か
ら

の
改
稿
の
意
図
を
な
ぞ
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
中
学
一
年
生
と
い
う
生
徒

の
発
達
段
階
を
考
え
る
と
、
読
み
方
・
味
わ
い
方
の
一
つ
の
方
法
が
わ
か

り
、
次
の
時
間
・
他
の
作
品
・
自
分
の
読
書
へ
と
つ
な
げ
て
い
け
る
学
習

で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
い
。

■
ま
っ
す
ぐ
読
め
な
い
子
、
読
み
に
入
れ
な
い
子
、
言
葉
と
向
き
合
う

時
間
が
持
続
で
き
な
い
子
を
ど
う
と
ら
え
る
か

『
国
語
教
育
相
談
室
№
５０
』
の
三
名
の
実
践
提
案
に
あ
る
と
お
り
、「
学

習
者
の
視
点
に
立
つ
」
こ
と
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
目
の
前
の

子
ど
も
の
実
態
を
把
握
し
、
国
語
教
室
の
中
で
学
ば
せ
て
き
た
も
の
、
そ

し
て
「
本
教
材
で
」
何
を
学
ば
せ
る
の
か
を
、
授
業
者
が
明
確
に
し
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
次
の
同
系
列
の
学
習
材
で
は
何
を
い
か
に

学
ば
せ
、
次
の
学
年
で
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
、
学
習
者
に
と
っ
て
は
当

然
の
「
こ
う
な
っ
て
い
た
い
」
と
い
う
具
体
的
な
姿
を
は
っ
き
り
と
示
さ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
決
し
て
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
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か
つ
て
校
内
暴
力
が
全
国
的
に
吹
き
荒
れ
、
授
業
の
成
立
が
危
ぶ
ま
れ

て
い
た
時
代
に
教
壇
に
立
っ
た
経
験
が
あ
る
。
そ
の
時
、
目
の
前
に
あ
っ

た
の
は
、
画
一
的
な
授
業
の
連
続
、
教
師
主
導
の
指
導
か
ら
確
か
に
「
落

ち
こ
ぼ
さ
れ
た
」
子
ど
も
た
ち
の
「
荒
れ
」
で
あ
っ
た
気
が
す
る
。
現
代

の
子
ど
も
た
ち
に
表
れ
て
い
る
現
象
は
異
な
り
、
さ
ら
に
多
様
化
し
て
い

る
が
、
根
っ
こ
は
同
じ
だ
と
感
じ
て
い
る
。
彼
ら
の
「
痛
み
」
を
教
師
が

感
じ
る
こ
と
な
く
し
て
、
何
が
始
ま
ろ
う
と
い
う
の
か
。
手
を
打
つ
こ
と

を
し
な
い
教
師
や
授
業
に
、
従
順
に
つ
い
て
く
る
子
ど
も
ば
か
り
を
期
待

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

■
教
師
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
は

本
居
宣
長
は
、『
源
氏
物
語
　
玉
の
小
櫛
』で
、
歌
に
お
け
る「
あ
は
れ
」

の
用
例
を
あ
げ
な
が
ら
、「
見
る
物
聞
く
事
な
す
わ
ざ
に
ふ
れ
て
情（
コ

コ
ロ
）の
深
く
感
ず
る
事
」を「
あ
は
れ
」と
言
う
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
続

い
て
、「
そ
れ
を
聞
見
る
人
の
、
げ
に
と
感
ず
れ
ば
、
い
よ
い
よ
さ
は
や
ぐ

わ
ざ
な
り
」（
読
ん
だ
人
が
そ
の
と
お
り
だ
と
思
っ
て
く
れ
れ
ば
ま
す
ま

す
心
が
晴
れ
る
の
だ
）と
述
べ
る
。
こ
う
し
た「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
解
す

る
人
間
だ
け
が
、
人
の
悲
し
み
に
共
感
し
同
情
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
こ
と
は
人
が
人
と
と
も
に
生
き
る
た
め
の
基

礎
で
も
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
宣
長
は「
あ
は
れ
は
、
悲
哀
に
は
か
ぎ
ら

ず
、
う
れ
し
き
に
も
、
お
も
し
ろ
き
に
も
、
た
の
し
き
に
も
、
を
か
し
き

に
も
、
す
べ
て
あ
ゝ
は
れ
と
思
は
る
ゝ
は
、
み
な
あ
は
れ
也
」
と
述
べ
る
。

「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
と
い
う
立
場
は
、
学
校
現
場
で
の
教
師
の
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
素
養
で
あ
り
、
文
学
教
材
を
読
む
要
素
で
も
あ
ろ

う
。
ま
た「
読
ん
だ
人
が
そ
の
と
お
り（
あ
は
れ
）だ
と
思
っ
て
く
れ
れ
ば

ま
す
ま
す
心
が
晴
れ
る
の
だ
」と
は
、『
少
年
の
日
の
思
い
出
』に
あ
っ
て
、

「
客
」
が
語
り
出
す
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

「
読
み
手
」
の
側
に
立
っ
て
、

授
業
展
開
を
工
夫
す
る
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■
わ
く
わ
く
す
る
か
な
？
冒
頭
部
　
わ
く
わ
く
さ
せ
た
い
！
冒
頭
部

（
１
）
見
事
な
風
景
描
写
・
情
景
描
写

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
や
や
難
解
で
あ
る
が
、
夕
方
の
窓
の
外
の
描

写
か
ら
や
み
に
沈
む
景
色
、
不
透
明
な
青
い
夜
の
色
と
い
っ
た
、
随
所
に

置
か
れ
た
力
の
あ
る
表
現
の
前
で
立
ち
止
ま
ら
せ
た
い
。
ま
た
そ
れ
が
、

「
思
い
出
」
の
何
た
る
か
を
象
徴
す
る
風
景
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
語
ら
れ

る
ス
ト
ー
リ
ー
の
暗
示
、
伏
線
で
も
あ
る
。
時
間
の
経
過
を
追
い
な
が
ら

読
む
う
ち
に
、「
夜
」「
や
み
」
に
象
徴
さ
れ
る
心
の
暗
部
、
悪
の
誘
惑
を

描
い
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
音
読
や
視
写
を
取
り
入

れ
な
が
ら
表
現
に
注
目
を
さ
せ
、
作
者
の
意
図
を
発
見
さ
せ
た
い
。

一
方
、「
ち
ょ
う
」
の
描
写
に
注
目
す
る
と
、「
き
ら
び
や
か
に
光
り
輝
」

く
も
の
で
あ
り
、
ち
ょ
う
と
い
う
存
在
が
「
客
」
に
と
っ
て
少
年
時
代
の

宝
石
の
よ
う
な
価
値
を
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。

（
２
）「
思
い
出
」
の
意
味
―
―
「
客
」
の
人
物
描
写
に
あ
る
ヒ
ン
ト

「
客
」
に
と
っ
て
の
「
思
い
出
」
の
意
味
は
、
彼
の
語
る
言
葉
、
行
動

や
し
ぐ
さ
と
い
っ
た
人
物
描
写
の
中
に
発
見
で
き
よ
う
。「
妙
な
も
の
だ
。」

か
ら
始
ま
る
告
白
へ
の
い
ざ
な
い
。
箱
の
ふ
た
を
閉
じ
て
、
不
愉
快
で
で

も
あ
る
か
の
よ
う
に
口
早
に
言
う
「
も
う
結
構
。」
の
一
言
。「
…
…
自
分

で
そ
の
思
い
出
を
け
が
し
て
し
ま
っ
た
。
話
す
の
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ

が
、
…
…
。」
と
い
う
言
葉
。
外
の
や
み
か
ら
見
分
け
が
つ
か
な
い
窓
の

縁
に
腰
か
け
る
「
わ
た
し
」。

小
グ
ル
ー
プ
で「
わ
た
し
」「
客
」「
地
」を
分
担
し
な
が
ら
朗
読
劇
を
行
う

こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
に「
客
」に
同
化
さ
せ
な
が
ら
考
え
さ
せ
た
い
。「
客
」

は
、
ち
ょ
う
集
め
に
熱
中
す
る「
わ
た
し
」に
な
ら
、
自
分
の
少
年
時
代
の

熱
情
や
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況（
必
然
）を
理
解
し
て
も
ら

え
そ
う
だ
と
思
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
苦
く
も
懐
か
し
い
思
い
出
を「
客
」に

話
さ
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
が
、
こ
の
冒
頭
部
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
　
授
業
展
開
の
工
夫
と
活
動

１
　
題
名
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ

題
名
『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
や
、
題
名
か
ら

受
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
自
由
に
出
さ
せ
、
想
像
さ
せ
る
こ
と
で
先
へ
の
期
待

感
を
高
め
る
。

２
「
客
」
が
思
い
出
を
語
り
出
す
場
面
の
み
印
刷
し
た
も
の
を
配
布

す
る

「
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
（『
思
い
出
』）
は
、
主
人
公

（
彼
＝『
客
』）
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
冒
頭
部
分

か
ら
想
像
し
て
み
よ
う
。」
と
、
学
習
課
題
を
提
示
す
る
。
加
え
て
、
情

景
描
写
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
そ
の
効
果
を
説
明
す
る
。

①
情
景
描
写
は
、
登
場
人
物
の
心
理
を
映
し
出
し
て
い
る
。

②
情
景
描
写
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
暗
示
し
て
い
る
。

③
情
景
描
写
は
、
書
き
手
の
意
図
＝
主
題
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

３
　
情
景
描
写
に
注
目
す
る

（
１
）
範
読
し
な
が
ら
、
情
景
描
写
部
分
に
傍
線
を
引
か
せ
（
場
合
に

よ
っ
て
は
、
す
で
に
太
字
に
し
て
お
く
）、
続
い
て
一
斉
音
読
さ

せ
る
。

（
２
）
Ａ
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
の
作
業
を
選
択
さ
せ
る
。

Ａ

三
人
グ
ル
ー
プ
で
起
立
し
て
音
読
。
五
回
音
読
で
き
た
ら
座
る
。

※
は
っ
き
り
と
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
協
力
さ
せ
る
。
ワ
ー
ク

シ
ー
ト
の
答
え
を
相
談
し
て
記
入
。

※
予
想
し
た
答
え
の
理
由
も
は
っ
き
り
さ
せ
る
。
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Ｂ

三
人
グ
ル
ー
プ
で
、
描
写
部
分
の
一
部
（
①
昼
間
の
明
る
さ
は
〜

②
窓
の
外
に
は
〜
　
③
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
外
の
景
色
は
や
み

に
沈
ん
で
し
ま
い
〜
　
④
わ
た
し
の
ち
ょ
う
は
〜
　
⑤
彼
が
開

い
た
窓
の
縁
に
腰
か
け
る
と
〜
　
⑥
外
で
は
、
か
え
る
が
〜

の
う
ち
、
い
く
つ
か
を
抜
い
た
シ
ー
ト
）
を
視
写
。
全
員
が
終
わ

っ
た
ら
札
を
上
げ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
答
え
を
相
談
し
て
記
入
。

（
３
）
発
表
、
交
流
さ
せ
る
。

４
　
「
わ
た
し
」「
客
」「
地
」
を
分
担
し
な
が
ら
朗
読
劇
を
行
う
。

（
１
）
学
習
課
題
を
確
認
し
、
練
習
に
入
る
。

※
練
習
を
し
な
が
ら
、
課
題
に
か
か
わ
り
そ
う
な
「
客
」
の
言
葉
、

行
動
に
傍
線
を
引
か
せ
、
画
用
紙
に
書
き
出
す
。
何
度
も
音
読
を

す
る
こ
と
、
役
割
を
変
え
な
が
ら
演
じ
て
、
課
題
に
迫
る
こ
と
を

支
援
。

（
２
）
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
発
表
さ
せ
る
。

※
演
じ
る
と
き
の
小
道
具
〔
軽
い
厚
紙
の
箱
・
ラ
ン
プ
（
に
見
立
て

た
何
か
）〕
は
教
師
が
用
意
す
る
。

（
３
）
書
き
出
し
た
言
葉
を
掲
示
し
、
課
題
に
つ
い
て
予
想
し
た
こ
と
を

交
流
す
る
。
シ
ー
ト
の
完
成
提
出→

評
価
材
と
す
る
。
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