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『
平
家
物
語
』
国
語
教
育
の
一
側
面

│
諸
本
の
こ
と
な
ど
│

武　

田　

昌　

憲

　
　
　

は
じ
め
に

　

中
学
・
高
校
の
国
語
の
教
科
書
で
『
平
家
物
語
』
を
取
り

上
げ
な
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
古

典
教
育
の
促
進
は
、新
学
習
指
導
要
領(

平
成
二
十
年)

の
「
伝

統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
の
影
響

が
大
き
い
。
こ
れ
に
「
生
き
る
力
」
を
育
成
す
る
こ
と
が
加

わ
る
。

　

大
学
教
育
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
影
響
も
考
え
、
特
に

将
来
「
国
語
」
の
教
員
免
許
を
取
得
し
て
教
壇
に
立
と
う
と

い
う
学
生
を
見
る
と
、『
平
家
物
語
』
の
講
義
・
講
読
・
演
習
、

ま
た
は
模
擬
授
業
等
で
は
は
ず
せ
な
い
科
目
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、『
平
家
物
語
』
を
教
材
で
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
の
一

印
象
を
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
　

１
、

　

当
初
は
「
生
き
る
力
」
の
体
現
的
な
作
品
と
し
て
文
字
通

り
の
生
き
抜
く
力
の
場
面
・
難
局
を
切
り
抜
け
る
場
面
、
生

き
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
よ
う
な
教
育
を
古
典
作
品
の
中

で
見
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、軍
記
物
語
、中
で
も
『
平
家
物
語
』

は
う
っ
て
つ
け
の
教
材
の
一
つ
と
な
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て

い
た
。

　

し
か
し
『
平
家
物
語
』
は
戦
場
の
美
化
に
努
め
す
ぎ
る
。

よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
戦
い
の
場
面
で
血
が
出
な
い

し
、
酷
い
場
面
も
描
写
が
少
な
く
、
戦
争
の
本
当
の
残
酷
さ

が
思
い
描
け
な
い
の
が
現
在
の
実
情
で
あ
る
。「
滅
び
の
美(

学)
」
を
追
求
し
よ
う
と
す
れ
ば
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
生
徒
か

ら
す
れ
ば
日
常
の
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
の
感
覚
に
過
ぎ
な
い
の
は
、

不
安
を
感
じ
る
。
こ
れ
は
大
学
・
短
期
大
学
の
学
生
を
教
え

る
場
合
で
も
同
じ
感
覚
に
と
ら
わ
れ
る
。
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た
と
え
ば
「
木
曽
最
期
」
で
巴
御
前
が
最
後
の
戦
を
木
曽

義
仲
に
見
せ
よ
う
と
す
る
箇
所
は
、
女
性
が
男
性
と
互
角
以

上
に
戦
う
貴
重
な
場
面
と
し
て
必
ず
高
校
の
教
科
書
が
載
せ

る
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
引
用
す
る
。

　

五
騎
が
内
ま
で
巴
は
う
た
れ
ざ
り
け
り
。
木
曾
殿
、「
お

の
れ
は
、
と
う
と
う
、
女
な
れ
ば
、
い
づ
ち
へ
も
ゆ
け
。

我
は
打
死
せ
ん
と
思
ふ
な
り
。
も
し
人
手
に
か
か
ら
ず

ば
自
害
を
せ
ん
ず
れ
ば
、
木
曾
殿
の
最
後
の
い
く
さ
に
、

女
を
具
せ
ら
れ
た
り
け
り
な
ン
ど
、
い
は
れ
ん
事
も
し

か
る
べ
か
ら
ず
」
と
宣
ひ
け
れ
ど
も
、
な
ほ
お
ち
も
ゆ

か
ざ
り
け
る
が
、
あ
ま
り
に
い
は
れ
奉
ツ
て
、「
あ
ツ
ぱ

れ
、
よ
か
ろ
う
か
た
き
が
な
。
最
後
の
い
く
さ
し
て
み

せ
奉
ら
ん
」
と
て
、
ひ
か
へ
た
る
と
こ
ろ
に
、
武
蔵
国

に
き
こ
え
た
る
大
ぢ
か
ら
、
恩
田
の
八
郎
師
重
、
卅
騎

ば
か
り
で
い
で
き
た
り
。
巴
そ
の
中
ヘ
か
け
入
り
、
恩

田
の
八
郎
に
お
し
な
ら
べ
て
、
む
ず
と
と
ツ
て
ひ
き
お

と
し
、
わ
が
の
ツ
た
る
鞍
の
前
輪
に
お
し
つ
け
て
、
ち

ツ
と
も
は
た
ら
か
さ
ず
、
頸
ね
じ
き
ツ
て
す
て
て
ン
げ

り
。
そ
の
後
物
具
ぬ
ぎ
す
て
、東
国
の
方
へ
落
ち
ぞ
ゆ
く
。

手
塚
の
太
郎
打
死
す
。
手
塚
の
別
当
落
ち
に
け
り
。（
注

１
）

　

木
曾
の
「
お
の
れ
は
、
と
う
と
う
、
女
な
れ
ば
、
い
づ
ち

へ
も
ゆ
け
。」
も
義
仲
の
気
持
ち(

本
心)

を
探
る
上
で
も
興

味
深
い
設
定
で
あ
る
が
、
巴
は
大
変
美
し
く
掲
出
文
の
前
に

は
「
巴
は
い
ろ
し
ろ
く
髪
長
く
、容
顔
ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
り
」

と
描
写
さ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
、
そ
の
う
え
「
あ
り
が
た
き

強
弓
精
兵
、
馬
の
上
、
か
ち
だ
ち
、
打
物
も
っ
て
は
鬼
に
も

神
に
も
あ
は
う
ど
い
ふ
一
人
当
千
の
兵
者
な
り
」
と
い
う
ぐ

ら
い
強
い
。
彼
女
の
唯
一
の
戦
闘
場
面
が
前
掲
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
苦
も
無
く
「
頸
ね
じ
き
ツ
て
す
て
て

ン
げ
り
」
と
い
う
描
写
は
、
も
の
す
ご
い
迫
力
の
あ
る
場
面

で
あ
る
が
、
人
形
の
首
を
引
き
抜
い
た
の
で
は
な
い
。
ね
じ

切
り
頸
の
描
写
は
例
え
ば
甲
斐
武
田
氏
の
軍
記
の
一
つ
『
甲

陽
軍
鑑
』
品
第
四
十
七
に
「
旗
本
に
て
は
諏
訪
越
中
が
長
柄

を
二
本
と
り
て
、
人
を
十
五
六
人
た
ヽ
き
こ
ろ
ば
し
、
其
後

よ
き
侍
を
一
人
頸
を
ね
じ
き
り
し
糸
の
ご
と
く
に
筋
の
見
え

た
る
頸
を
も
ち
き
た
る
」（
注
２
）
の
よ
う
に
、
視
覚
的
に
は

大
変
酷
い
も
の
で
あ
る
。
さ
す
が
の
武
田
武
士
も
ぎ
ょ
っ
と
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し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
美
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
る
残
酷
さ
、

亡
び
の
美
し
さ
が
死
を
誘
う
の
で
は
困
る
が
、
逆
に
、
死
へ

の
尊
厳
を
自
覚
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
扇
の
的
」
の
シ
ー
ン
は
、
的
を
射
宛
て
る
前
後
の
与
一
の

心
理
と
気
候
の
変
化
が
重
な
る
情
景
描
写
と
相
ま
っ
て
、
扇

の
最
期
の
美
し
さ
が
、
正
に
扇
の
破
断
さ
れ
た
最
後
の
様
子

が
夕
日
に
照
ら
さ
れ
て
美
し
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

ま
さ
に
「
滅
び
の
美
」
と
し
て
は
最
良
・
最
高
の
場
面
で
も

あ
る
（
注
３
）。

　

是
が
人
間
に
な
る
と
無
常
観
は
誘
え
て
も
、
そ
こ
に
生
き

る
力
よ
り
も
敗
者
の
喪
失
感
の
方
が
前
面
に
出
て
き
そ
う
で

も
あ
る
。「
木
曾
の
最
期
」
に
せ
よ
「
敦
盛
最
期
」
に
せ
よ
、

人
の
最
期
を
描
く
描
写
ほ
ど
、
し
か
も
非
業
の
最
期
を
遂
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戦
闘
場
面
で
は
、
な
お
さ
ら
、
非
戦
論

の
立
場
で
教
育
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
日
本
の
軍
記
作

品
の
多
く
が
敗
者
の
立
場
を
中
心
に
描
く
も
の
が
多
い
、
い

わ
ば
「
敗
者
の
文
学
」
や
「
諸
行
無
常
」「
滅
び
」
を
テ
ー
マ

と
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
学
習
指
導
要
領
に
も
あ
る
「
生

き
る
力
」
と
の
背
反
性
に
も
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。『
平
家
物
語
』
の
場
合
、「
生
き
る
力
」
と
「
滅
び
の
美
」

学
を
ど
う
矛
盾
な
く
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
教
員
の

力
量
を
問
わ
れ
る
一
要
素
に
な
り
う
る
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
は

教
え
る
側
の
教
員
の
力
量
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

２
、
諸
本
の
活
用

　

例
え
ば
『
平
家
物
語
』
の
「
祇
王
」
で
も
よ
く
説
明
す
る

の
で
あ
る
が
、
平
清
盛
が
白
拍
子
の
仏
御
前
を
見
初
め
た
場

面
で
、

　
「
入
道
相
国
舞
に
め
で
給
ひ
て
、
仏
に
心
を
う
つ
さ
れ
け
り
。

仏
御
前
「
こ
は
さ
れ
ば
な
に
事
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
や
。・・・（
中
略
）」

と
申
し
け
れ
ば
、
入
道
「
す
べ
て
そ
の
儀
あ
る
ま
じ
。
た
だ

し
祇
王
が
あ
る
を
は
ば
か
る
か
。
そ
の
儀
な
ら
ば
祇
王
を
こ

そ
い
だ
さ
め
」
と
ぞ
宣
ひ
け
る
。」

と
い
う
場
面
が
あ
る
が
、
仏
御
前
が
「
こ
は
さ
れ
ば
な
に
事

さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
や
。」
と
驚
い
た
様
子
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
は

百
二
十
句
本
も
同
じ
で
、
水
原
一
氏
の
頭
注
も
「
広
本
系
は

か
な
り
露
骨
に
、
清
盛
が
仏
を
閨
に
連
れ
こ
む
様
子
を
記
す
。

そ
う
し
た
情
景
を
略
化
し
た
婉
曲
な
表
現
な
の
で
あ
る
」（
注

４
）
と
い
う
説
明
通
り
、
広
本
系(

読
み
本
系)

の
『
源
平
盛
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衰
記
』
な
ど
は
涎
を
と
ろ
と
ろ
流
し
て
仏
の
舞
を
見
て
、
途

中
か
ら
抱
き
付
い
て
ゆ
く
清
盛
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

で
仏
が
驚
く
様
子
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

教
材
で
言
え
ば
、「
扇
の
的
」
の
場
面
で
、「
弓
流
し
」
に

続
け
て
描
か
れ
る
、「
と
し
五
十
ば
か
り
な
る
男
」
の
射
殺
に

つ
い
て
は
今
井
正
之
助
氏
の
興
味
深
い
指
摘
と
考
察
が
あ
る

（
注
５
）。
諸
本
の
違
い
を
指
摘
し
て
、
よ
り
面
白
い
、
興
味

あ
る
世
界
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
は
「
と
し
五
十
ば

か
り
な
る
男
」
の
存
在
意
義
を
扇
を
立
て
た
位
置
で
の
舞
の

重
要
性
も
加
え
て
指
摘
さ
れ
、
大
変
興
味
を
持
っ
た
。
氏
は
、

ま
た

　
「
覚
一
本
の
問
題
は
覚
一
本
に
即
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
が
困
難
な
個
所
は
、
同
じ
状
況
設
定
を
行
っ
て

い
る
、
他
の
語
り
本
系
の
表
現
を
参
照
す
る
の
が
順
当
で
あ

ろ
う
。
中
学
生
に
対
し
て
も
、
事
典
な
ど
に
よ
る
語
釈
（
こ

れ
も
厳
密
に
い
え
ば
外
部
の
知
識
の
持
ち
込
み
）
の
延
長
と

し
て
、〝『
平
家
物
語
』
に
は
た
く
さ
ん
の
種
類
が
あ
り
、
こ

こ
を
こ
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
本
も
あ
る
〞
と
説
明
し
、
考

え
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
か
。」

と
教
材
上
で
の
有
効
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
は
諸
本
比
較

の
上
で
最
も
分
か
り
易
い
諸
本
研
究
法
で
あ
り
、
又
古
典
教

育
の
諸
本
の
違
い
を
認
識
さ
せ
る
う
え
で
も
（
現
代
国
語
と

は
異
な
る
）
重
要
な
指
摘
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

問
題
は
教
員
の
側
が
こ
れ(

諸
本
の
違
い)

を
受
け
入
れ
る
か

で
あ
る
。
ま
ず
、
教
員
側
が
「
面
白
い
」
と
興
味
を
示
し
て

く
れ
な
け
れ
ば
教
育
効
果
も
半
減
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
教

員
が
教
壇
に
立
つ
前
に
、
諸
本
研
究
と
そ
の
理
解
を
得
て
い

る
か
は
教
育
現
場
で
の
生
徒
に
対
す
る
『
教
え
る
力
』
を
左

右
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

３
、
教
材
と
し
て
の
『
平
家
物
語
』

　

し
か
し
、
今
日
の
教
科
書
で
は
覚
一
本
系
統
の
語
り
本
を

使
用
す
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、『
源
平
盛
衰
記
』
等
の
い
わ
ゆ

る
読
み
本
系
統
を
採
用
す
る
者
は
皆
無
で
あ
る
。
読
み
本
系

で
な
く
、
今
井
氏
も
「
他
の
語
り
本
系
の
表
現
を
参
照
す
る

の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
語
り

系
の
方
が
、
確
か
に
．
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た

こ
と
か
ら
、
聞
き
や
す
く
、
ま
た
、
本
文
の
「
音
読
」「
群
読
」

に
も
適
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
相
ま
っ
て
冒
頭
部
の
「
祇
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園
精
舎
の
鐘
の
声
」
を
含
め
る
と
、暗
唱
・
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
・

故
事
成
語
・
熟
語
等
の
教
育
に
は
事
欠
か
な
い
教
材
を
提
供

し
て
く
れ
て
い
る
。
豊
か
な
伝
統
文
化
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

要
は
、
教
え
る
対
象
の
生
徒
を
ど
う
見
る
か
。
生
徒
は
画

一
的
で
は
な
い
。
個
性
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
一
つ
に
ま
と

め
て
い
く
の
は
教
員
の
努
力
と
苦
労
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
平
家
の
語
り
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
で
の
映

像
教
育
が
施
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
方
で
、
実
際
の
授
業
で
は

琵
琶
法
師
と
「
平
曲
」
の
存
在
の
指
摘
で
お
し
ま
い
。
中
学

高
校
も
同
じ
。
大
学
も
同
様
な
状
態
が
多
い
だ
ろ
う
。
例
え

ば
兵
藤
裕
己
氏
の
「
モ
ノ
語
り
と
は
〈
異
界
〉
の
ざ
わ
め
き

に
声
を
与
え
、
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
（
注
６
）

ま
で
漕
ぎ
着
け
れ
ば
と
も
思
う
。
作
品
を
読
む
（
含
む
音
読
）・

書
く
・
聞
く
・
見
る
・
そ
し
て
話
す
（
話
し
合
う
）
機
会
を

与
え
て
く
れ
る
す
ぐ
れ
た
教
材
と
し
て
今
後
も
『
平
家
物
語
』

は
古
典
の
最
高
峰
と
し
て
君
臨
す
る
だ
ろ
う
。

　

教
育
に
お
け
る
語
り
と
は
、
実
は
、
私
た
ち
先
祖
の
魂
を

呼
び
覚
ま
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
た
ち
子
孫
が
内
包
し

て
い
る
伝
統
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
る
装
置
で
も
あ
る
。
ス
リ

リ
ン
グ
な
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を
伝
え
ら
れ
れ
ば
教
材
と
し

て
も
豊
か
さ
が
加
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

４
、
現
場
の
『
平
家
物
語
』

　

一
方
で
教
育
現
場
で
は
『
平
家
物
語
』
は
一
単
元
に
過
ぎ

な
い
。
こ
れ
だ
け
が
教
材
で
は
な
い
の
で
、
研
究
者
の
よ
う

な
深
み
に
は
ま
る
余
裕
は
な
い
。
実
際
に
現
場
で
奮
闘
努
力

さ
れ
て
い
る
教
員
の
声
を
見
て
み
る
。
た
と
え
ば
教
育
科
学

『
国
語
教
育
』
で
は
、
中
学
校
に
お
け
る
古
典
指
導
の
開
発
と

し
て
蔭
山
江
梨
子
氏
が
「
日
本
文
化
・
思
考
の
型
を
楽
し
く

―
『
平
家
物
語
』「
扇
の
的
」
を
例
に
―
」（
注
７
）
を
展
開

さ
れ
て
い
る
。
氏
は
小
・
中
・
高
ま
で
の
系
統
的
な
新
古
典

シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
そ
の
中
で
中

学
校
に
お
け
る
古
典
指
導
開
発
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

１
、「
内
容
理
解
と
し
て
の
音
読
・
暗
唱
」
を
理
解
す
る
。

２
、「
作
品
の
テ
ー
マ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
教
え
て
か
ら
。

３
、
現
代
語
訳
を
積
極
的
に
紹
介
す
る
。

４
、
語
ら
れ
て
い
な
い
「
背
景
・
価
値
観
」
を
教
え
る
。

５
、
小
説
や
随
筆
、
記
録
等
の
「
習
得
・
活
用
の
観
点
」

を
応
用
す
る
。



－ 8－

６
、楽
し
く
わ
か
る
「
段
階
的
な
学
習
過
程
」
を
構
成
す
る
。

　

を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
「
４
語
ら
れ
て
い
な
い
「
背

景
・
価
値
観
」
を
教
え
る
。」
に
諸
本
の
異
文
を
指
摘
し
て

み
る
の
も
効
果
的
か
も
し
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
詳
し
過

ぎ
ず
に
楽
し
く
指
導
す
る
（
ク
イ
ズ
形
式
他
）」（
同
誌
76
ｐ
）

こ
と
を
心
掛
け
て
の
こ
と
で
あ
る
が
。

ま
た
続
け
て
「
扇
の
的
」
―
死
へ
の
過
程
か
ら
時
代
と
生
を

―
で
は
、

　

１
、『
平
家
物
語
』
の
テ
ー
マ
と
教
材
の
生
か
し
方

　
　

①
死
と
向
き
合
う
中
で
発
揮
さ
れ
る
人
間
性

　
　

②
時
代
の
価
値
観
に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
の
姿

　

２
、「
扇
の
的
」
か
ら
古
典
学
修
、
他
学
修
へ
の
展
開

①
状
況
を
シ
ン
プ
ル
に
理
解
さ
せ
る
（
表
現
の
事
実
を

楽
し
く
）。

②
場
面
構
成
の
特
色
を
読
み
取
ら
せ
る
（
教
師
主
導
が

基
礎
・
基
本
）

③
中
心
人
物
の
設
定
と
変
化
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
理
解
さ

せ
る
。

④
対
比
的
人
物
の
設
定
と
役
割
、
効
果
を
理
解
さ
せ
る
。

⑤
語
り
・
描
写
の
方
法
と
効
果
を
読
み
取
ら
せ
る
（
モ

デ
ル
を
示
す
）。

⑥
作
品
の
テ
ー
マ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
解
釈
さ
せ
る
（
省
略
）

　

と
あ
る
。
２
の
④
⑤
あ
た
り
で
も「
年
五
十
ば
か
り
な
る
男
」

の
諸
本
の
「
補
足
」
を
し
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

同
誌
に
は
続
け
て
笠
井
正
信
氏
の
「「
平
家
物
語
」
を
楽
し

く
読
む　

単
純
明
快
に
全
体
像
を
つ
か
み
、
あ
ら
す
じ
を
と

ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
の
古
典
入
門
」（
注
８
）
で
は
、
授
業
で

『
平
家
物
語
』
に
親
し
み
を
持
ち
、
平
家
を
含
む
古
典
作
品
を

楽
し
み
に
生
徒
が
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
工
夫
が
織
り
込
ま

れ
て
い
る
。

　

正
直
な
と
こ
ろ
、
諸
本
の
紹
介
は
全
く
な
い
。
な
く
て
も
、

こ
れ
は
こ
れ
で
素
晴
ら
し
い
、
そ
し
て
「
楽
し
い
」
授
業
の

工
夫
が
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
思
わ
れ
る
。
生
徒

が
ど
れ
だ
け
古
典
作
品
に
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
の
か
は
、

教
員
の
資
質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
生
徒
の
個
性
も
大
き
く

左
右
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
強
制
的

な
群
読
も
問
題
な
し
と
も
い
え
な
い
。

　

第
一
に
古
典
の
音
読
、
旧
仮
名
遣
い
等
は
英
語
の
音
読
と

は
異
な
り
、
日
常
用
い
な
い
、
そ
の
場
限
り
の
も
の
に
な
り

か
ね
な
い
と
こ
ろ
が
苦
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
も
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日
本
人
の
持
つ
教
養
の
一
つ
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ

う
。

　

お
二
人
の
例
し
か
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
古
典
教
育
の

共
通
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
は
「
楽
し
く
」
で
あ
る
。
死
生

観
か
ら
命
の
大
切
さ
や
生
き
甲
斐
を
見
出
せ
る
よ
う
に
な
れ

ば
と
も
思
っ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
を
面
白
く
教
え
た
い
。

し
か
し
、
専
門
家
の
よ
う
な
教
授
法
だ
と
現
場
で
教
師
も
生

徒
も
消
化
不
良
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
限
ら
れ
た
時
間
の
中

で
の
最
大
の
古
典
教
育
は
何
か
を
考
え
る
時
、
最
大
の
思
い

は
、
や
は
り
楽
し
く
読
む
・
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　

終
わ
り
に

　
「
扇
の
的
」
は
人
気
の
あ
る
章
段
で
分
か
り
易
い
。
し
か
し

詰
め
込
み
す
ぎ
る
と
「
弓
流
し
」
よ
ろ
し
く

「
御
定
ぞ
、
つ
か
ま
つ
れ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
今
度
は
中
差
と

っ
て
う
ち
く
は
せ
、
よ
っ
ぴ
い
て
し
や
く
び
の
骨
を
ひ
や
う

ふ
つ
と
射
て
、
ふ
な
そ
こ
へ
さ
か
さ
ま
に
射
倒
す
」

の
後
の
源
平
の
武
将
た
ち
の
反
応
宜
し
く
、
教
員
だ
け
が
自

己
満
足
し
、「
生
徒
の
方
に
は
音
も
せ
ず
」
に
な
り
か
ね
な
い

の
で
あ
る
。

注
１
、引
用
文
は
『『
平
家
物
語　

覚
一
本　

全
』　

大
津
雄
一
・

平
藤
幸　

編　

平
成
二
十
五
年　

武
蔵
野
書
院
に
よ

る
。
以
下
同　

た
だ
し
一
部
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な

に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

２
、
改
訂　

甲
陽
軍
鑑
（
下
）
昭
和
四
十
年
、
新
人
物
往

来
社

３
、
拙
論
「
那
須
与
一
の
「
扇
の
的
」
は
、
な
ぜ
扇
か
―

古
典
教
育
の
一
面
と
し
て
―
」『
茨
女
国
文
』
２
０
、

平
成
二
十
年

４
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
平
家
物
語
』
水
原
一
校
注　

昭
和
五
十
四
年
。
も
っ
と
も
、（
読
本
系
が
）
最
初
か

ら
辻
褄
が
合
う
か
ら
正
し
い
読
み
な
の
か
、（
語
り
本

系
が
）
読
め
な
い
か
ら
辻
褄
合
わ
せ
の
説
を
補
足
し

て
あ
と
か
ら
筋
立
て
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

５
、
今
井
正
之
助
「「
扇
の
的
」
考
―
「
と
し
五
十
ば
か
り

な
る
男
」
の
射
殺
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
日
本
文
学
』
平

成
二
十
六
年
五
月

６
、兵
藤
裕
己
『
琵
琶
法
師
―
〈
異
界
〉
を
語
る
人
々
』（
平

成
二
十
一
年
、
岩
波
新
書　

こ
の
付
録
に
つ
い
て
い
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る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
教
材
と
し
て
も
使
用
で
き
る
）

７
、
蔭
山
江
梨
子　

教
育
科
学
『
国
語
教
育
』
７
３
３
号

　

平
成
二
十
三
年
二
月
75
ｐ
〜
78
ｐ

８
、
笠
井
正
信　

注
７
同
誌
79
ｐ
〜
82
ｐ


