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じ
る
も
の
が
あ
り
、
現
代
に
も
生
き
て
い
る
」
と
い
う
発
見
を
生

徒
に
も
た
せ
る
と
効
果
が
あ
る
と
考
え
、
実
践
し
て
み
た
。

１
『
竹
取
物
語
』（
一
年
）

●
日
本
昔
話
題
名
あ
て
ク
イ
ズ

教
師

今
か
ら
み
ん
な
が
知
っ
て
い
る
物
語
を
昔
の
言
葉
を
使
っ

て
お
話
し
し
ま
す
の
で
、
そ
の
話
の
題
名
が
わ
か
っ
た
人
は
挙
手

を
し
て
答
え
て
く
だ
さ
い
。
今
の
言
葉
と
違
う
の
で
よ
く
聞
い
て

く
だ
さ
い
。
途
中
で
わ
か
っ
た
人
も
合
図
を
す
る
ま
で
は
し
っ
か

り
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
で
は
、
始
め
ま
す
。

「
今
は
昔
、
翁

お
き
な

と
嫗

お
み
な

あ
り
け
り
。
翁
は
野
山
に
ま
じ
り
て
柴し

ば

を
と
り
て
ぞ
あ
り
け
る
。
嫗
は
洗
い
も
の
を
せ
む
と
て
川
へ

い
で
に
け
り
。
あ
る
日
の
夕
暮
れ
、
嫗
の
も
と
へ
大
き
な
る

桃
の
実
な
む
流
れ
来
た
る
。」

は
い
、
こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
人
。

（
答
え
は
「
桃
太
郎
」）

と
い
う
形
で
い
く
つ
か
物
語
を
替
え
て
繰
り
返
し
、
古
文
を
聞
く

こ
と
か
ら
慣
れ
さ
せ
る
。
生
徒
か
ら
答
え
は
容
易
に
出
る
し
、
次

の
話
を
聞
こ
う
と
一
心
に
耳
を
傾
け
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
昔

話
を
教
師
が
古
文
に
直
し
て
語
る
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
で
き
て
、
指

導
す
る
ほ
う
も
楽
し
い
。

〈
物
語
例
〉（『
御お

伽と
ぎ

草ぞ
う

子し

』
な
ど
を
参
考
に
筆
者
が
作
っ
た
。）

・
昔
、
丹た

ん

後ご

の
国
に
浦
島
と
い
う
者
は
べ
り
し
に
、
そ
の
子
に

こ
れ
ま
で
の
古
典
の
授
業
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
生
徒
は
古

文
の
朗
読
が
好
き
で
あ
る
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
昔
の
古
い
言
い

回
し
を
習
得
す
れ
ば
、
喜
ん
で
朗
読
を
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
古

文
に
読
み
仮
名
や
傍
注
が
つ
い
て
い
る
と
生
徒
は
取
り
つ
き
や
す

い
。
読
み
慣
れ
て
く
る
と
、
古
文
や
漢
文
の
リ
ズ
ム
を
好
き
に
な

る
生
徒
も
多
く
い
る
。
し
か
し
、
古
典
学
習
の
限
ら
れ
た
授
業
時

間
だ
け
で
古
典
に
十
分
親
し
ま
せ
る
の
は
困
難
な
こ
と
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
授
業
を
離
れ
る
と
生
徒
に
と
っ
て
古
典
は
再
び
遠
い
存

在
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

そ
こ
で
、
古
典
の
学
習
後
も
古
典
へ
の
興
味
・
関
心
が
持
続
し
、

自
ら
古
典
を
読
も
う
と
す
る
よ
う
な
態
度
を
育
て
た
い
と
思
っ

た
。
そ
の
た
め
に
は
「
古
典
は
楽
し
い
、
お
も
し
ろ
い
」
と
い
う

古
典
と
の
出
会
い
や
「
古
典
は
今
の
自
分
た
ち
の
生
活
に
も
相
通

太
郎
と
申
し
て
年
の
齢

よ
わ
い

二
十
四
、
五
の
男
あ
り
け
り
。
明
け
暮

れ
海
の
う
ろ
く
づ
を
取
り
て
、
父
母
を
養
ひ
け
る
が
、
あ
る

日
の
つ
れ
づ
れ
に
釣
を
せ
ん
と
い
で
に
け
り
。（
浦
島
太
郎
）

・
昔
、
翁
と
嫗
あ
り
け
り
。
子
供
の
な
け
れ
ば
犬
一
匹
ば
か
り

を
「
白し

ろ

」
と
名
づ
け
て
、
ま
こ
と
の
子
の
や
う
に
、
い
つ
く

し
み
育
て
お
り
。
あ
る
日
、
翁
く
わ
を
背
お
ひ
て
裏
の
畑
に

出
で
に
け
り
。
そ
こ
へ
犬
か
け
寄
り
て
土
を
掻か

き
つ
つ
示
し

た
り
。
あ
や
し
が
り
て
く
わ
を
入
れ
て
み
る
に
、
大
判
、
小

判
の
金き

ん

子す

あ
ま
た
い
で
た
り
け
り
。（
花
咲
じ
い
さ
ん
）

そ
の
ほ
か
、「
こ
ぶ
と
り
じ
い
さ
ん
」、「
も
の
ぐ
さ
太
郎
」
な

ど
も
お
も
し
ろ
い
。
最
後
に
「
竹
取
物
語
」
の
冒
頭
部
分
「
今
は

昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
も
の
…
…
」
と
入
っ
て
い
く
と
、
昔
の
言

い
方
も
だ
い
た
い
わ
か
る
と
い
う
安
心
感
が
生
ま
れ
る
。
ま
た
古

文
で
自
分
も
語
っ
て
み
た
い
と
い
う
思
い
も
喚
起
さ
れ
て
、
楽
し

く
古
典
の
学
習
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。

●
か
ぐ
や
姫
に
注
目
し
、
発
見
す
る

冒
頭
の
口
語
訳
を
読
ん
で
、
よ
く
知
っ
て
い
る
「
か
ぐ
や
姫
物

語
」
の
中
で
新
た
な
発
見
を
し
、
興
味
を
も
た
せ
る
試
み
で
あ
る
。

「
か
ぐ
や
姫
は
ど
の
く
ら
い
の
大
き
さ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。」

と
い
う
問
い
で
、
か
ぐ
や
姫
に
注
目
さ
せ
る
。
本
文
か
ら
三
寸

（
約
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
と
わ
か
る
。
そ
こ
で
ほ
ぼ
同
じ
く
ら

い
の
人
形
を
準
備
し
、
手
の
ひ
ら
に
の
せ
て
生
徒
に
提
示
す
る
。

そ
の
小
さ
さ
に
初
め
て
気
づ
き
、
実
感
す
る
生
徒
が
多
か
っ
た
。

翁
は
こ
の
小
さ
な
か
ぐ
や
姫
を
ど
う
や
っ
て
運
ぶ
の
か
実
演
さ
せ

る
と
、
生
徒
は
夢
中
に
な
る
。
何
か
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
こ

と
を
発
見
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
で
本
文
を
し
っ
か
り
読
め
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
後
、
生
徒
か
ら
次
の
よ
う
な
質
問
が
出
さ
れ
た
。

・
翁
は
根
元
が
光
っ
て
い
る
竹
を
切
る
と
き
、
か
ぐ
や
姫
を
傷
つ

け
な
い
よ
う
に
ど
う
や
っ
て
竹
の
切
る
部
分
を
決
め
た
の
だ

ろ
う
か
。（
実
は
か
ぐ
や
姫
が
座
っ
て
い
る
の
が
透
け
て
見
え

て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。）

・
三
寸
の
か
ぐ
や
姫
が
三
か
月
で
一
人
前
の
娘
（
大
人
）
に
な
る

な
ん
て
、
こ
れ
は
Ｓ
Ｆ
（
空
想
科
学
物
語
）
だ
。
昔
の
人
も

空
想
す
る
の
は
同
じ
だ
。

こ
ん
な
不
思
議
や
発
見
に
驚
き
な
が
ら
、
古
文
も
楽
し
く
読
め

た
。
昔
話
に
改
め
て
興
味
を
も
ち
直
し
た
生
徒
も
い
た
。

２
『
平
家
物
語
』（
二
年
）

●
「
扇
の
的
」
の
実
況
放
送
を
利
用
す
る

教
科
書
の
発
展
的
な
課
題
学
習
と
し
て
出
て
い
る
「
扇
の
的
」

の
実
況
放
送
を
読
み
の
導
入
に
使
っ
て
み
た
。
指
導
書
（
下
巻

p
53
〜
54
）
の
シ
ナ
リ
オ
例
を
参
考
に
し
て
、
テ
ー
プ
に
と
っ
て

生
徒
に
聞
か
せ
た
。（
教
師
が
読
ん
で
も
よ
い
。）

そ
の
後
、
実
況
内
容
に
あ
た
る
古
文
「
こ
ろ
は
二に

ん

月
ぐ
わ
つ

十
八
日

楽
し
く
古
典
を
学
ぶ
た
め
の

指
導
法

特
集
―
古
典
の
新
し
い
指
導
法

熊
本
市
立
湖
東
中
学
校
教
諭

田た

代し
ろ

洋よ
う

子こ
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点
を
見
つ
け
た
り
、
芭
蕉
の
思
い
に
近
づ
い
た
り
す
る
工
夫
を
し

て
楽
し
ま
せ
よ
う
と
考
え
た
。

●
東
北
旅
行
の
旅
支
度
を
導
入
と
し
て

教
師

み
な
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
「
お
く
の
ほ
そ
道
紀
行
」
と
銘
打

っ
た
東
北
旅
行
に
出
か
け
る
と
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
一
週
間
後

に
は
出
発
で
す
。
さ
て
、
旅
行
の
準
備
と
し
て
必
要
な
も
の
や
、

旅
立
ち
の
前
の
気
持
ち
を
考
え
て
メ
モ
し
ま
し
ょ
う
。

の
酉と

り

の
刻
ば
か
り
の
こ
と
な
る
に
、
…
…
。」
と
読
ま
せ
て
い
く

と
、
先
の
実
況
放
送
で
頭
の
中
に
場
面
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で

い
る
の
で
、
古
文
も
わ
か
り
や
す
く
、
朗
読
に
も
力
が
入
っ
た
。

な
お
、
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
扇
の
的
」
は
ぜ
ひ
群
読
を

勧
め
た
い
。（
指
導
書
下
巻
p
50
〜
51
・
53
参
照
）
群
読
の
達
成

感
か
ら
『
平
家
物
語
』
を
好
き
に
な
っ
た
生
徒
は
多
い
。

●
生
活
の
テ
ン
ポ
の
違
い
に
注
目
し
、
発
見
す
る

『
平
家
物
語
』
を
好
き
に
な
っ
た
ら
琵
琶
法
師
の
語
り
を
聞
か

せ
、
あ
の
驚
く
べ
き
悠
長
さ
（
ゆ
っ
く
り
さ
）
で
当
時
と
今
の
時

代
の
生
活
の
テ
ン
ポ
の
違
い
に
注
目
さ
せ
る
。
現
代
の
私
た
ち
が
、

い
か
に
慌
た
だ
し
く
生
き
て
い
る
か
を
実
感
さ
せ
る
。
戦
い
の
最

中
に
扇
の
的
の
よ
う
な
優
雅
な
企
て
が
で
き
る
の
も
こ
ん
な
ゆ
っ

く
り
し
た
生
活
の
テ
ン
ポ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
か
と
考
え
さ
せ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
悠
長
さ
の
中
に
、
現
代
の
戦
争
の
殺
戮

さ
つ
り
く

に

も
通
じ
る
残
酷
さ
も
あ
り
、
当
時
こ
れ
を
嘆
く
人
も
あ
っ
た
こ
と

に
気
づ
か
せ
、
社
会
状
況
を
考
え
る
契
機
を
与
え
て
お
く
と
、
古

典
学
習
が
後
々
ま
で
印
象
深
い
も
の
に
な
る
よ
う
だ
。

３
『
お
く
の
ほ
そ
道
』（
三
年
）

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
、
月
日
の
流
れ
は
旅
で
あ
り
、
人
生
も

ま
た
旅
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
中
学
生
に
は
ま
だ
ま
だ

実
感
し
に
く
い
大
人
の
人
生
観
の
古
文
と
出
会
う
。
現
代
と
の
接

自
分
の
メ
モ
が
で
き
た
ら
、
時
代
は
江
戸
へ
と
さ
か
の
ぼ
り
、

「
芭
蕉
の
旅
支
度
や
旅
立
ち
の
思
い
を
調
べ
て
み
よ
う
」
と
冒
頭

の
部
分
に
入
る
。

ま
ず
、
口
語
訳
を
読
ま
せ
て
次
の
メ
モ
を
記
入
し
、
生
徒
自
身

の
メ
モ
と
比
較
さ
せ
、
共
通
点
や
相
違
点
を
知
っ
て
、
古
文
を
読

ん
で
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
旅
に
出
る
直
前
の
わ
く
わ
く
、
そ
わ
そ
わ
し
た
気

持
ち
の
共
通
点
を
知
り
、
し
か
し
、
現
代
と
は
違
う
旅
の
厳
し
さ
も

想
像
で
き
て
、
興
味
・
関
心
は
か
な
り
持
続
す
る
し
、
時
代
を
越
え

て
同
じ
旅
行
者
と
し
て
芭
蕉
を
身
近
に
感
じ
た
生
徒
も
い
た
。

●
平
泉
に
落
ち
て
い
く
義
経
と
弁
慶
の
話
を
語
る

教
科
書
の
「
伝
統
芸
能
の
世
界
」（
三
年
）
の
写
真
の
ペ
ー
ジ

（
p
58
）
を
利
用
し
て
「
勧か

ん

進じ
ん

帳
ち
ょ
う

」
の
話
を
古
文
の
学
習
の
前
に

生
徒
に
語
っ
た
。
こ
れ
も
興
味
・
関
心
を
も
た
せ
る
の
に
効
果
が

あ
っ
た
。
有
名
な
安あ

宅た
か

の
関
の
話
で
あ
る
。
義
経
と
弁
慶
の
主
従

愛
の
深
さ
や
富と

樫が
し

の
温
情
に
心
を
動
か
す
生
徒
は
多
く
、
平
泉
で

の
弁
慶
の
立
往
生
、
老
兵
兼か

ね

房ふ
さ

の
す
さ
ま
じ
い
最
期
（
指
導
書
上

巻
p
111
参
照
）
ま
で
語
り
聞
か
せ
て
お
く
こ
と
で
、
難
し
い
古
文

で
は
あ
る
が
生
徒
は
興
味
深
く
読
む
こ
と
が
で
き
た
。

教
師
が
古
典
文
学
の
名
場
面
や
名
句
に
つ
い
て
学
習
を
深
め
て

お
く
こ
と
も
、
ま
た
歌
舞
伎
、
能
、
狂
言
な
ど
の
実
体
験
（
鑑
賞

で
十
分
）
を
し
て
お
く
こ
と
も
、
生
徒
を
楽
し
い
古
典
学
習
へ
導

く
契
機
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

は
る
か
な
時
を
越
え
て
、
古
典
の
中
の
人
々
と
自
分
が
交
流
で

き
る
と
い
う
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
っ
た
と
き
、
生
徒
の
中
で
古
典

は
生
き
て
く
る
と
思
う
。
古
典
を
楽
し
く
学
ぶ
こ
と
で
、
自
ら
古

典
に
親
し
も
う
と
い
う
心
を
育
て
て
い
き
た
い
と
思
う
。

芭
蕉
の
旅
支
度
（
東
北
へ
）
春�

（注）衣類や持ち物は教科書のカラーページやさし絵にも注目させる。�

衣
服�

持
ち
物�

体
調
を�

整
え
る�

見
物
し�

た
い
所�

気
持
ち
・�

そ
の
他�

股
引
の
破
れ
を
繕
う
。�

わ
ら
じ
・
道
中
笠
の
ひ
も
を
新
し
く
付
け
替
え
る
。�

布
袋
・
金
子
（
お
金
）
・
和
タ
オ
ル
・
杖�

水
入
れ
（
竹
筒
）
・
墨
・
筆
・
紙�

そ
わ
そ
わ
と
落
ち
着
か
な
い
。�

何
も
手
に
つ
か
な
い
。�

帰
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
住
ん
で
い
た
家
を�

人
に
譲
っ
た
。�

三
里
に
灸
を
す
え
る
。�

　
　
（
足
を
丈
夫
に
す
る
た
め
）�

白
河
の
関
・
松
島
に
か
か
る
月�

　
　
（
北
上
川
・
平
泉
）�

わ
た
し
の
旅
支
度
（
東
北
へ
）
春�

（注）新聞や旅行会社の東北の旅のちらしやパンフレットを持参させるとよい。�

衣
服�

持
ち
物�

体
調
を�

整
え
る�

見
物
し�

た
い
所�

気
持
ち
・�

そ
の
他�

Ｔ
シ
ャ
ツ
・
ジ
ャ
ン
バ
ー
・
ジ
ー
ン
ズ�

履
き
慣
れ
た
靴
・
厚
手
の
靴
下
・
帽
子�

リ
ュ
ッ
ク
・
カ
メ
ラ
・
お
金
・
タ
オ
ル�

テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
洗
面
用
具
・
筆
記
用
具�

メ
モ
帳
・
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
地
図
）�

旅
行
が
楽
し
み
で
、
わ
く
わ
く
、
そ
わ
そ
わ
す
る
。�

交
通
安
全
に
気
を
つ
け
る
。�

盗
難
に
気
を
つ
け
る
。�

病
気
や
け
が
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
。�

早
寝
・
早
起
き
を
し
て
体
調
を
よ
く
し
て
お
く
。�

日
光
東
照
宮
・
利
根
川
・
会
津
・
五
色
沼�

猪
苗
代
湖
・
松
島
・
平
泉
（
中
尊
寺
）�
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