
１
　
は
じ
め
に

前
回
は
、『
故
郷
』
を
用
い
て
、「
衰
え
て
い

る
生
徒
た
ち
の
『
読
み
』
の
力
を
踏
ま
え
て

―
―
学
習
者
の
視
点
に
立
ち
、
そ
の
違
い
を
学

習
に
生
か
す
」
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
が
で
き
る
か
を
探
っ
た
。『
故
郷
』
の
理

想
的
な
取
り
組
み
方
を
探
る
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン

ト
を
置
い
て
は
い
な
い
。
今
ど
の
教
室
に
も
見

ら
れ
る
、
国
語
学
習
に
参
加
し
よ
う
と
し
な
い

（
参
加
で
き
な
い
）
生
徒
た
ち
を
含
め
て
の
指

導
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

そ
の
意
図
が
あ
る
。

２
　
今
回
の
ね
ら
い

今
回
は
、『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
の
指

導
の
う
ち
、「
冒
頭
部
分
を
ど
う
扱
う
か
」

に
照
射
を
当
て
る
。

試
み
に
、「
実
践
記
録
」（
甲
斐
睦
朗
編『
語
句

に
着
目
し
た
読
み
方
指
導
４
　
文
学
教
材

中
学
校
』一
九
九
一
明
治
図
書
）を
見
て
み
よ

う
。
指
導
時
間
は
全
十
時
間
。「
指
導
の
実
際
」

の
項
に
は「
冒
頭
部
分
」の
扱
い
は
三
時
間
目
。

○
ね
ら
い
　

・「
や
み
」に
着
目
さ
せ
て
、
夕
暮
れ
の
情
景

描
写
を
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
読
み
取
ら
せ
る
。

○
学
習
活
動

・「
客
」
の
呼
称
を
指
摘
す
る
。

・
呼
称
の
移
り
か
ら
、「
わ
た
し
」
と
「
客
」

の
関
係
を
考
え
る
。

・
第
一
場
面
の
情
景
、雰
囲
気
を
読
み
取
る
。

場
所
・
時
間
・
明
暗
・
色
彩
・
声
。

○
指
導
上
の
留
意
点

・「
客
」
の
呼
称
が
「
友
人
」
に
な
る
こ
と

で
「
わ
た
し
」
と
「
客
」
が
親
密
に
な
っ

て
い
く
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。

・「
客
」
が
自
己
の
内
側
と
深
く
か
か
わ
っ

て
い
る
過
去
の
出
来
事
を
告
白
し
は
じ
め

る
時
の
心
情
を
、
情
景
を
表
す
語
句
（
特

に
「
や
み
」）
か
ら
読
み
取
ら
せ
る
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。「
語
句
に
着
目
し
た
指
導
」

と
い
う
特
徴
の
あ
る
指
導
だ
が
、
こ
の
指
導
者

の
重
点
は
や
は
り
「
少
年
の
日
の『
思
い
』」に

あ
る
。
で
は
、
題
名
の「
少
年
の
日
の『
思
い

出
』」は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

私
も
（
か
つ
て
現
場
で
悪
戦
苦
闘
し
て
い

た
頃
は
）
や
は
り
、「
少
年
の
日
の
『
思
い
』」

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
生
徒
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
の

反
応
（
最
初
の
読
み
の
感
想
）
が
圧
倒
的
に

「
少
年
の
日
の
『
思
い
』」
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
も
エ
ー
ミ
ー
ル
に
憤
慨
し
、「
な
ぜ
、

指
で
粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。」

に
疑
問
が
集
中
す
る
。
限
ら
れ
た
時
間
で
あ
る

か
ら
、
ど
う
し
て
も
「
冒
頭
部
分
」
は
急
ぎ
足

で
過
ぎ
る
こ
と
に
な
る
。
生
徒
た
ち
の
反
応
を

大
切
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
う

な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
題
名
は
「
少
年
の
日
の
『
思
い
出
』」

で
あ
る
。
そ
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
「
冒
頭
部
分
」

の
「
読
み
」
の
指
導
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、

こ
れ
が
今
回
の
問
題
提
起
で
あ
る
。

３
「
冒
頭
部
分
」
指
導
の
前
提

■
今
そ
こ
に
あ
る
「
危
機
」（
そ
の
１
）

―
―
「
教
材
研
究
」
は
大
丈
夫
か

「
教
材
研
究
」
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
今
行
わ
れ
て
い
る
「
冒
頭
部
分
」
の

「
教
材
研
究
」
は
、「
少
年
の
日
の
部
分
」
の

「
教
材
研
究
」
に
比
べ
て
十
分
と
は
言
え
な
い

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
か
ら
言
っ
て
、
実
践

の
提
案
は
、
こ
の
「
冒
頭
部
分
」
の
「
教

材
研
究
の
重
要
性
」
を
改
め
て
喚
起
し
た
も
の

と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
実
践

の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、

外
国
作
品
を
読
む
場
合
の
困
難
性
も
押
さ
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
私
た
ち
は
、

そ
う
し
た
外
国
の
風
土
や
文
化
を
完
全
に
把
握

し
な
け
れ
ば
「
読
む
」
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
読
む
」
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
生
徒
な
り
の
理
解
か
ら
出
発
せ
ざ

る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
読
み
深
め
て

も
そ
の
生
徒
の
新
し
い
理
解
（
み
ん
な
で
話
し

合
っ
た
り
し
て
獲
得
し
た
新
し
い
理
解
）
を
超

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
完
全
な
理
解
な
ど
あ

り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

■
今
そ
こ
に
あ
る
「
危
機
」（
そ
の
２
）

―
―
「
教
材
研
究
」
を
生
か
し
て
い
る
か

「
教
材
研
究
」（
正
確
に
は
、
私
の
言
う

「
教
材
本
文
の
表
現
研
究
」
も
し
く
は
「
教
材

本
文
の
叙
述
研
究
」）
が
緻
密
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
、
教
室
で
の
授
業
に
生
か
す
こ
と
が
難

し
く
な
る
。
手
元
に
情
報
が
た
っ
ぷ
り
あ
る

の
で
、
ど
う
し
て
も
そ
の
ま
ま
授
業
で
説
明

し
よ
う
と
す
る
。
教
師
の
頭
で
考
え
た
こ
と

は
、
多
く
の
場
合
、
生
徒
た
ち
に
消
化
不
良

を
も
た
ら
す
。
同
時
に
「
読
む
」
意
欲
を
失

わ
せ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
「
指
導
過
程
」
と

の
か
か
わ
り
を
十
分
に
意
識
し
「
読
み
」
の

活
動
の
中
で
生
か
す
方
法
を
具
体
的
に
描
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
践

で
も
、
こ
こ

の
と
こ
ろ
を
、
も
う
少
し
具
体
的
に
提
案
し

て
欲
し
か
っ
た
と
思
う
。

４
「
冒
頭
部
分
」
指
導
の
基
底

■
今
そ
こ
に
あ
る
「
危
機
」（
そ
の
３
）

―
―
「
少
年
の
日
」
の
「
思
い
」
を
的
確

に
把
握
し
て
い
る
か

「
冒
頭
部
分
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
と
し
て

も
、
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と
は
、「
少
年
の
日
」

の
「
思
い
」
の
把
握
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
指
で

粉
々
に
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
「
僕
」
の

「
思
い
」
を
ど
う
把
握
す
る
か
、
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
西
一

弘
『
文
学
言
語
を
読
む
　
Ⅱ
巻
』
一
九
九
七

（
明
治
図
書
）
の
解
釈
に
賛
同
す
る
。
以
下
氏

の
解
釈
を
要
約
（
抄
略
も
）
し
て
述
べ
る
。

（
１
）「
僕
」の「
熱
情
」の
中
身
は
、
相
反
す
る

「
緊
張
―
―
歓
喜
」と「
微
妙
な
喜
び
―
―

激
し
い
欲
望
」で
あ
り
、
こ
の
相
反
す
る

方
向
に
進
む
可
能
性
の
あ
る
二
つ
の
感
情

が
僕
の
中
に
一
体
と
し
て
存
在
し
て
い

る
、
こ
れ
こ
そ
少
年
期
の
心
理
で
あ
る
。

（
２
）
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、「
誘
惑→

宝→

欲

望→

盗
み
を
犯
す
」と「
四
つ
の
大
き
な
不

思
議
な
は
ん
点→

ず
っ
と
美
し
く
、
ず
っ
と

す
ば
ら
し
く→

僕
を
見
つ
め
た
」と
の
競
合

が
生
み
出
す
ド
ラ
マ
で
あ
る
。「
美
」の
発
見

が
呼
び
起
こ
す
歓
喜
が「
欲
望
」を
呼
び
覚

ま
し
て
い
く
。「
大
き
な
満
足
感
の
ほ
か
何

も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
」の
も
、
当
然
。「
熱

情
」を
構
成
す
る
二
者
を
一
度
に
満
足
さ
せ

た
の
だ
か
ら
。
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（
３
）
「
盗
み
」
よ
り
も
「
美
し
い
、
珍
し
い

ち
ょ
う
を
自
分
が
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
の
ほ
う
が
僕
の
心
を
苦
し
め
た
」。「
美
」

の
た
め
に
は
獲
物
も
何
も
、
代
え
て
惜
し

く
は
な
い
。「
欲
望
」
と
は
明
確
に
切
り

離
し
て
、「
美
」
の
価
値
だ
け
を
見
つ
め

て
い
る
。

（
４
）
少
年
で
あ
る
自
分
の
、
絶
頂
に
あ
っ
た

「
熱
情
」
に
は
、
実
は
、
美
し
い
も
の
が

与
え
る
純
粋
な
陶
酔
だ
け
で
な
く
、
つ
い

に
は
盗
み
ま
で
犯
す
に
至
ら
せ
る
、
誘
惑

の
元
凶
で
あ
る
「
欲
望
」
が
、
も
と
も
と

離
れ
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
事

実
を
は
っ
き
り
と
認
め
、
エ
ー
ミ
ー
ル
に

対
す
る
行
為
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
引
き

起
こ
し
た
根
源
の
「
熱
情
」
に
思
い
至
り
、

そ
の
「
熱
情
」
の
対
象
で
あ
っ
た
「
ち
ょ

う
の
収
集
」
と
の
別
れ
を
断
行
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
熱
情
」
と
の
決
別

で
あ
る
以
上
に
、「
熱
情
」
が
抱
え
て
い

る
二
要
素
合
体
の
発
見
で
あ
り
、
同
時
に

二
要
素
を
も
つ
少
年
期
の
自
己
か
ら
の
脱

出
を
覚
悟
し
た
行
為
で
あ
る
。
癒
せ
な
い

傷
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
故
に
行
っ
た
深

い
反
省
が
、
新
し
い
世
界
（
人
間
と
し
て

の
自
覚
が
で
き
る
―
―
成
人
）
へ
の
出
発

を
暗
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
お
か
な
け
れ
ば
、
た

と
え
「
冒
頭
部
分
」
を
て
い
ね
い
に
取
り
扱
っ

た
と
し
て
も
、
大
人
に
な
っ
た
今
の
思
い
、
つ

ま
り
「
少
年
の
日
の
『
思
い
出
』」
を
深
く
読

み
取
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と

え
生
徒
た
ち
が
こ
の
よ
う
に
は
読
め
な
く
と

も
、
で
あ
る
。

５
「
冒
頭
部
分
」
指
導
の
基
本

■
今
そ
こ
に
あ
る
「
危
機
」（
そ
の
４
）

―
―
「
読
み
手
」
の
も
の
に
す
る
工
夫
を

し
て
い
る
か

実
践

と
も
、
指
導
者
は
、「
従
来
は

『
少
年
の
日
』
を
中
心
に
指
導
し
て
き
た
」
が
、

こ
の
「
冒
頭
部
分
」
も
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。
両
者
の
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
冒
頭

部
分
」
を
い
か
に
「
読
み
手
」
の
も
の
に
す
る

か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

実
践

で
は
、
ま
ず
「
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
」
に
つ
い
て
「
ど

う
と
ら
え
、
ど
う
し
て
い
る
か
」
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。「
読
み
手
の
も
の
に
す
る
工
夫
」

の
第
一
歩
は
、
ま
ず
こ
の
よ
う
に
自
ら
に
問
う

こ
と
、
そ
し
て
最
後
ま
で
こ
れ
ら
の
生
徒
た
ち

を
視
野
に
入
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

次
に
「
読
み
手
」
の
側
に
立
つ
工
夫
と
し
て

「
わ
く
わ
く
す
る
か
な
？
冒
頭
部

わ
く
わ
く

さ
せ
た
い
！
冒
頭
部
」
を
指
摘
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
自
体
、
今
は
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、

必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

実
践

に
は
、「
情
景
描
写
」
の
も
つ
働
き

を
説
明
し
た
り
、
学
習
課
題
を
提
示
し
た
り
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
活
用
も
加
え
、
最
後
に
「
朗

読
劇
」
で
身
体
に
し
み
こ
ま
せ
る
、
な
ど
い
っ

ぱ
い
の
工
夫
が
あ
る
。
実
践

は
、
ま
さ
し

く
「
冒
頭
部
分
」
を
「
読
み
手
」
の
意
欲
を
喚

起
し
な
が
ら
ね
ら
い
に
迫
っ
て
い
く
方
法
と
ま

と
め
て
良
か
ろ
う
。

１
冒
頭
部
分
の
み
を
読
ん
で
、
回
想
場
面

へ
の
興
味
づ
け
を
行
う
。

２
一
読
後
、
冒
頭
部
分
に
戻
り
、
優
れ
た

情
景
描
写
を
と
ら
え
、
こ
の
場
面
の
効

果
を
考
え
る
。

３
再
度
冒
頭
部
分
に
戻
り
、学
習
の
ま
と
め

と
し
て
読
み
深
め
を
行
う
。

こ
の
指
導
過
程
の
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、

冒
頭
部
分
と
回
想
部
分
と
を
分
離
さ
せ
ず
に

「
読
み
手
」に「
少
年
の
日
の『
思
い
出
』」に
直
面

さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
分
時

間
が
か
か
る
の
で
、「
少
年
の
日
」の
部
分
の
指

導
を
工
夫
し
、時
間
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、「
冒
頭
の
場
面
に
戻
っ
て
、
作
品
の

続
き
を
考
え
る
」と
い
う
指
導
は
お
も
し
ろ
い
。

し
か
し
、
筆
者
も
「『
書
く
』
活
動
に
抵
抗
を

示
す
生
徒
も
い
る
た
め
、
個
々
の
生
徒
へ
の
支

援
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
さ
ら
に
は
「
生

徒
が
書
い
た
作
品
は
、
作
品
集
を
作
っ
た
り
、

友
達
同
士
で
交
感
し
て
読
み
合
っ
た
り
す
る
こ

と
で
、
互
い
に
交
流
し
合
う
場
を
設
け
る
と
よ

い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
部
分
の
扱
い
は

「
基
礎
・
基
本
」
で
は
な
く
「
発
展
」
に
し
て

は
ど
う
か
。
中
学
校
で
は
、「
基
礎
・
基
本
」

だ
け
で
な
く
常
に
「
発
展
」
を
位
置
づ
け
て
ほ

し
い
。
こ
の
部
分
を
「
発
展
」
と
し
て
興
味
の

あ
る
生
徒
に
取
り
組
ま
せ
、
取
り
組
ん
だ
生
徒

同
士
で
作
品
集
な
ど
の
活
動
に
取
り
組
ま
せ
る

と
良
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
教
師
も
生
徒
も
負
担

が
重
く
な
っ
て
し
ま
う
。

６
　
再
び
、「
冒
頭
部
分
」
指
導
の
前
提

■
今
そ
こ
に
あ
る
「
危
機
」（
そ
の
５
）

―
―
「
目
標
」
の
設
定
と
吟
味

私
た
ち
の
授
業
は
「
目
標
達
成
」
の
た
め
に

あ
る
。
こ
の
こ
と
が
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
い
。

指
導
案
に
は
「
目
標
」
が
必
ず
書
か
れ
て
い
る

が
、
そ
の
「
目
標
」
が
適
切
で
な
か
っ
た
り
、

「
目
標
」
達
成
の
た
め
と
思
わ
れ
る
「
学
習
活

動
」
が
十
分
結
び
つ
い
て
い
な
か
っ
た
り
す

る
。
今
回
の
実
践
に
も
「
目
標
」
が
書
か
れ
て

い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
冒
頭
部
分
の
指
導
」

を
強
く
意
識
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の

よ
う
な
場
合
で
も
「
目
標
」
を
設
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
「
目
標
」
に
分
か

ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
「
学
習
活
動
」（
学
習

バ
イ
パ
ス
＝
注
）
が
工
夫
さ
れ
、
指
導
内
容
が

構
想
さ
れ
て
い
き
、
同
時
に
評
価
方
法
が
工
夫

さ
れ
て
い
く
。

た
だ
し
、
目
標
設
定
か
ら
評
価
計
画
の
す
べ

て
を
支
配
す
る
の
は
生
徒
の
力
で
あ
る
（
今
で

は
「
国
語
科
の
力
」、
以
前
の
「
人
間
と
し
て

の
力
」
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ

て
い
る
が
）。
こ
の
目
標
は
生
徒
に
適
合
し
て

い
る
か
、
も
し
高
す
ぎ
る
な
ら
低
く
下
げ
る
か
、

別
の
目
標
に
す
る
か
。
ハ
ー
ド
ル
は
高
す
ぎ
て

も
低
す
ぎ
て
も
「
目
標
達
成
」
に
は
至
ら
な
い

（
＝
目
標
の
吟
味
）。
そ
し
て
、
そ
の
目
標
が

一
人
ひ
と
り
に
達
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
「
何
に

よ
っ
て
」「
ど
う
」
把
握
す
る
の
か
を
、
こ
の

時
点
で
構
想
し
て
欲
し
い
。
も
し
構
想
で
き
な

い
の
な
ら
「
目
標
」
自
体
が
も
と
も
と
「
評
価

不
能
」
な
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
み
る
必
要

が
あ
る
。
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（
注
）『
よ
み
が
え
れ
！
テ
レ
ビ
脳
っ
子
・
ゲ
ー
ム
っ
子

―
―
す
べ
て
の
子
に
こ
と
ば
の
力
を
』

安
藤
修
平
著
（
明
治
図
書
　
二
○
○
五
）
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