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感
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

○�

気
づ
き
を
も
と
に
話
し
合
い
、
内
容
に
迫
る
。

■
展
開

第
一
・
二
時
　

・
音
声
を
通
し
て
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
出
会
う
。

・
古
典
の
文
章
の
特
徴
を
ま
と
め
る
。

・
現
代
語
訳
を
味
わ
う
。

・『
枕
草
子
』
の
他
の
章
段
の
魅
力
を
味
わ
う
。

第
三
時
　

・
比
較
読
み
で
「
を
か
し
」
の
意
味
に
迫
る
。

・
学
習
を
振
り
返
る
。

❶ 

音
声
を
通
し
て
古
典
と
出
会
う

　

ま
ず
は
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
を
大
切
に
し
た

い
。
授
業
の
中
で
は
「
暗
唱
」
を
必
ず
行
っ
て
き

た
。
生
徒
が
お
も
し
ろ
が
っ
て
取
り
組
む
の
は
も

ち
ろ
ん
、
出
身
小
学
校
が
複
数
あ
る
場
合
に
、
覚

え
て
き
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
を
教
師
が
確
認
で

き
る
よ
さ
が
あ
る
。
春
夏
秋
冬
と
暗
唱
を
区
切
り
、

苦
手
な
生
徒
も
そ
れ
な
り
に
達
成
感
を
味
わ
え
る

よ
う
配
慮
し
た
い
。

❷ 

古
典
の
文
章
の
特
徴
を
ま
と
め
る　

　

古
典
は
一
年
生
で
も
学
習
す
る
が
、
文
語
文
と

口
語
文
の
違
い
に
は
、
生
徒
も
と
ま
ど
う
こ
と
が

多
い
。
そ
の
違
い
や
、「
変
だ
な
あ
」
と
思
う
と

こ
ろ
を
付
箋
紙
に
書
か
せ
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合

わ
せ
る
と
、
教
師
が
気
づ
か
な
い
よ
う
な
疑
問
も

多
数
挙
が
る
。
な
ぜ
「
や
う
や
う
」
を
「
よ
う
よ

う
」
と
読
む
の
か
。
な
ぜ
「
の
」
を
「
が
」
と
訳

す
の
か
。「
い
と
」な
ん
て
今
で
は
使
っ
て
い
な
い
。

こ
ん
な
疑
問
が
挙
が
っ
て
き
た
ら
、
し
め
た
も
の

だ
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
古
典
の
特
徴
を
ま
と
め
、

教
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
こ
の
学
習
を
も
と
に
、
確
認
を
兼
ね
て

教
科
書
の
現
代
語
訳
を
味
わ
う
こ
と
で
、
定
着
度

で
き
な
い
世
界
が
あ
る
こ
と
の
い
と
し
さ
が
描
か

れ
て
い
る
。
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
次
に
挙
げ
る
。

⑴
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に

　

ま
ず
生
徒
に
文
章
を
読
ま
せ
、
気
づ
い
た
こ
と
、

二
つ
の
作
品
に
共
通
す
る
こ
と
な
ど
を
書
か
せ
る
。

す
る
と
、
次
の
⑵
・
⑶
に
ま
で
気
づ
く
生
徒
も
出

て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
教
師
と
生
徒
と
の
対

話
を
通
し
て
深
い
学
び
に
つ
な
げ
て
い
く
。

⑵ 

強
烈
な
夜
明
け
の
風
景

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
春
は
他
の
季
節
と
違
い
、

た
っ
た
一
つ
の
場
面
に
つ
い
て
の
み
描
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
は
、
清
少
納
言
が
頭

の
中
で
考
え
た
の
で
は
な
く
、
実
際
に
目
に
し
た

強
烈
な
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
。
後き

ぬ

朝ぎ
ぬ

の
朝
（
恋
人
と
の
別
れ
）
の
場
面
、
幼
少
期
の
思

い
出
な
ど
、
生
徒
も
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑶ 

始
ま
り
は
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

　
『
枕
草
子
』
は
、
第
一
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

か
ら
始
ま
っ
た
。「
朝
焼
け
の
中
で
」
で
、
少
女

が
そ
の
感
動
の
中
か
ら
文
筆
に
携
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
原
体
験
と
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
が
結

び
付
く
の
で
は
な
い
か
。

⑷
「
を
か
し
」
に
迫
る

　

こ
こ
か
ら
行
う
こ
と
は
発
想
の
大
き
な
パ
ラ
ダ

イ
ム
で
あ
る
。「
こ
の
春
の
夜
明
け
の
風
景
を
清

少
納
言
は
『
を
か
し
』
と
言
っ
た
。
そ
れ
を
私
た

ち
は
『
情
趣
が
あ
る
』
と
訳
し
た
。
そ
れ
は
い
っ

た
い
ど
ん
な
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
」。
こ
こ
ま
で
言

う
と
生
徒
も
理
解
し
て
く
れ
る
。
景
色
の
美
し
さ
、

す
ば
ら
し
さ
も
あ
る
け
れ
ど
、「
心
が
動
か
さ
れ

る
こ
と
」「
感
動
す
る
こ
と
」「
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
ジ
ー
ン
と
し
た
り
す
る
気

持
ち
」
な
ん
だ
と
、
多
く
の
生
徒
は
気
づ
く
こ
と

だ
ろ
う
。

　
「
を
か
し
」
は
目
に
見
え
る
美
し
さ
、
景
色
で

は
な
く
、
心
の
動
き
な
の
だ
と
理
解
で
き
た
な
ら

ば
、
国
語
の
見
方
・
考
え
方
が
身
に
つ
き
、
次
の

学
び
に
生
か
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
評
価
と
し
た

い
。

　

清
少
納
言
が
仕
え
た
中
宮
定
子
の
人
生
は
、
一

条
帝
に
愛
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
族
の
没
落
や
道
長

の
嫌
が
ら
せ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
あ
っ
た
。

清
少
納
言
は
、
敵
対
す
る
も
の
へ
恨
み
つ
ら
み
を

書
く
こ
と
で
は
な
く
、
文
化
芸
術
を
高
め
る
こ
と

で
定
子
を
必
死
に
守
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
キ
ー

ワ
ー
ド
が
「
を
か
し
」
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
、

形
に
な
っ
て
表
れ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
、
心
を

表
す
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、

深
い
学
び
に
つ
な
が
り
、
国
語
の
見
方
・
考
え
方

は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

❸ 

『
枕
草
子
』
の
他
の
章
段
の
魅
力
を
味
わ
う　

　
『
枕
草
子
』
に
は
「
め
で
た
き
も
の
」「
に
く
き

も
の
」「
虫
は
」「
木
の
花
は
」
と
い
っ
た
「
も
の

づ
く
し
」
の
章
段
が
あ
り
、
一
つ
の
テ
ー
マ
の
も

と
、
そ
れ
に
関
わ
る
い
く
つ
も
の
事
柄
が
書
か
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
う
つ
く
し
き
も
の
」
を

取
り
上
げ
、「
う
つ
く
し
」
を
わ
ざ
と
除
い
た
文

章
を
配
布
し
、
題
名
を
考
え
さ
せ
る
。
生
徒
は
考

え
な
が
ら
も
間
違
い
な
く「
か
わ
い
ら
し
い
も
の
」

と
い
う
言
葉
を
見
つ
け
る
。
古
典
語
で
は
「
う
つ

く
し
き
も
の
」
と
表
す
が
、
今
の
私
た
ち
の
感
覚

と
同
じ
だ
と
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

❹ 

比
較
読
み
で
「
を
か
し
」
の
意
味
に
迫
る　

　
「
は
じ
め
に
」で
述
べ
た
が
、「『
を
か
し
』は『
情

趣
が
あ
る
』
と
訳
し
、『
し
み
じ
み
と
し
た
味
わ

い
が
あ
る
』
と
い
う
こ
と
だ
」
と
、
私
も
長
年
生

徒
に
教
え
て
き
た
。
し
か
し
、「
情
趣
」
の
意
味

は
漠
然
と
し
て
お
り
、
わ
か
っ
た
よ
う
で
わ
か
ら

な
い
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
提
案
し

た
い
の
が
比
較
読
み
で
あ
る
。「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

と
、
平
成
二
十
四
年
度
版
教
科
書
三
年
に
掲
載
さ

れ
て
い
た
随
筆
「
朝
焼
け
の
中
で
」（
森
崎
和
江
）

と
を
比
較
し
て
読
む
。
こ
の
作
品
に
は
、
自
然
の

表
現
力
を
前
に
し
た
言
葉
の
貧
し
さ
と
、
言
葉
に

　

古
典
と
い
え
ば
「
暗
唱
」「
文
法
」
と
い
う
授

業
が
多
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
生
徒
を
「
よ

り
深
い
学
び
」
へ
と
導
く
授
業
を
提
案
し
た
い
。

つ
ま
り
、「『
春
は
あ
け
ぼ
の
』
の
後
に
は
『
を
か

し
』
が
省
略
さ
れ
、『
を
か
し
』
は
『
情
趣
が
あ

る
』
と
訳
す
」
と
教
え
る
授
業
か
ら
の
脱
却
で
あ

る
。
そ
れ
は
、「
を
か
し
」
と
書
か
ず
に
言
い
切

る
原
文
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
読
者
が
作
品
に
入

り
込
み
、
さ
ま
ざ
ま
に
想
像
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
。「
よ
り
深
い
学
び
」
は
、
生

徒
の
次
の
学
び
を
作
る
と
い
う
本
来
的
な
評
価
に

つ
な
が
り
、
古
人
の
心
に
思
い
を
は
せ
る
と
い
う

目
標
の
達
成
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

■
目
標 

○�

古
人
の
心
に
思
い
を
は
せ
、
自
分
た
ち
と
同
じ

「
を
か
し
」っ
て
何
だ
ろ
う
？ 

  

─
─
見
方
・
考
え
方
を
育
む
古
典
の
授
業

神
奈
川
県
相
模
原
市
立
小
山
中
学
校
校
長
　
関せ

き

口ぐ
ち

益ま
す

友と
も

実  
践

は
じ
め
に

1
指
導
計
画
（
全
三
時
間
）

2

お
わ
り
に

4

指
導
の
工
夫
・

学
習
の
実
際

3

1


