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出
前
授
業
再
開
に
つ
い
て
の
所
感
を
交
え
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

詩 
生
き
る 

谷
川
俊
太
郎
（
光
村
六
年
） 

授
業
の
構
想
と
脚
本 

   

詩
の
指
導
に
つ
い
て
書
い
て
み
ま
す
。
（
教
室
を
想
定
し
た
脚
本
） 

  

私
は
、
詩
指
導
は
一
時
間
で
済
ま
す
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
詩
の
場
合
に
は
二
時
間
扱
い

の
学
級
が
多
か
っ
た
で
す
。
一
時
間
の
場
合
に
は
一
、
三
、
五
連
を
中
心
に
授
業
し
ま
し
た
。
今
回

は
、
五
連
と
も
扱
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
二
時
間
あ
れ
ば
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
扱
い
と

暗
唱
の
時
間
を
多
く
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
下
そ
の
構
想
な
ど
を
書
き
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
み
な
さ
ん
は
詩
の
授
業
を
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て
来
ま
し
た
か
。
以
前
の
私
は
、
何
を

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
読
ん
で
お
し
ま
い
と
い
う
感
じ
で
し
た
。

そ
ん
な
私
が
六
十
五
歳
か
ら
の
出
前
授
業
を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
は
、
楽
し
く
詩
を
読
む
と
い
う
こ

と
の
大
事
さ
で
す
。
言
葉
の
働
き
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
何
か
伝
え
る
時
に
使
う
も
の
で
す
。

で
も
、
そ
の
何
か
が
、
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。
詩
人
は
そ
ん
な
言
葉
の
力
を

感
じ
取
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
詩
人
の
工
夫
が
、
詩
の
中
に
は
盛
り
込
ま
れ
て
い

ま
す
。
授
業
で
そ
の
工
夫
を
見
せ
て
あ
げ
る
と
、
詩
の
面
白
さ
が
味
わ
え
る
よ
う
で
す
。
詩
人
の
工

夫
に
は
層
が
あ
り
教
科
書
の
詩
の
並
べ
方
に
、
谷
川
さ
ん
は
疑
問
を
も
っ
て
い
る
と
書
い
て
い
ま
す
。 

 

も
う
一
つ
、
小
学
校
の
教
育
で
最
も
大
事
な
こ
と
は
、
如
何
に
集
中
力
を
育
て
る
か
で
す
。
あ
ら

ゆ
る
教
育
活
動
の
根
底
に
は
、
集
中
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
ま
す
。
別
な
言
い
方
を
す
る
と
、

行
事
で
も
教
科
の
授
業
で
も
主
体
的
に
活
動
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
企
画
運
営
し
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
常
時
集
中
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
適
宜
休
憩
も
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
回
も
、

集
中
力
を
育
て
る
と
い
う
つ
も
り
で
授
業
を
組
み
立
て
て
み
ま
し
た
。 

 

最
後
に
、
学
び
方
を
実
体
験
し
て
も
ら
お
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
学
び
の
多
く
は
、
文
章
を
読
む

こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
小
学
校
は
、
文
章
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
を
、
文
章

を
読
み
書
き
す
る
基
礎
を
、
学
ぶ
と
こ
ろ
で
す
。
私
は
、
文
章
を
読
む
手
順
を
四
つ
の
段
階
で
考
え

て
い
ま
す
。
①
先
ず
、
一
読
し
て
大
意
を
つ
か
む
学
習
。
②
①
を
受
け
て
、
詳
し
く
読
む
と
こ
ろ
を

絞
る
学
習
。
③
②
を
受
け
て
、
大
意
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
文
章
の
核
心
を
つ
か
む
学
習
。
④

文
章
の
核
心
を
つ
か
ん
だ
目
で
文
字
・
語
句
・
文
法
等
の
働
き
を
文
章
に
即
し
て
理
解
し
、
活
用
す

る
学
習
で
す
。
こ
の
学
習
活
動
を
通
し
て
、
音
読
や
視
写
、
書
き
出
し
た
語
句
を
手
掛
か
り
に
し
て

文
章
を
考
え
る
方
法
な
ど
の
成
果
を
実
感
し
、
自
学
自
習
の
参
考
に
な
る
案
を
作
っ
て
い
ま
す
。 

私
の
授
業
で
は
視
写
の
時
間
を
大
事
に
し
ま
す
。
そ
れ
で
、
話
し
合
い
活
動
が
十
分
に
取
れ
ま
せ

ん
。
話
し
合
い
活
動
は
、
社
会
科
、
理
科
な
ど
の
具
体
的
な
事
象
の
観
察
・
実
験
な
ど
を
も
と
に
し

て
分
析
・
整
理
す
る
活
動
と
一
体
と
な
る
授
業
で
行
う
の
が
よ
り
効
果
的
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
算
数
な
ど
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
そ
の
教
材
の
本
質
を
明
ら
か
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に
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
話
し
合
う
こ
と
が
必
然
と
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 
 

さ
て
、
教
室
に
入
り
ま
す
。
こ
こ
で
大
事
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
笑
顔
で
す
。
笑
顔
は
世
界
共
通

語
で
す
。
友
好
の
気
持
ち
を
伝
え
る
力
が
あ
る
か
ら
で
す
。
三
百
回
超
え
る
出
前
授
業
で
確
信
を
得

た
こ
と
で
す
。
担
任
時
代
に
は
そ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
ま
す
。

家
庭
で
の
問
題
や
職
員
室
で
の
課
題
を
引
き
摺
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

笑
顔
で
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
入
室
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
も
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
の
出
会
い
が
、
こ
の
一
時
間
の
方
向
を
決
め
ま
す
。
そ
れ
が
、
出
前
授
業
の
魅
力
で
も
あ
り
、
怖

い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
不
安
と
期
待
の
入
り
混
じ
っ
た
気
持
ち
で
授
業
者
を

見
て
い
ま
す
。
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
て
そ
の
感
情
が
表
に
出
な
く
な
り
ま
す
が
、
第
一
印
象
は
強

い
も
の
で
す
。
私
も
、
学
級
の
雰
囲
気
と
配
慮
が
必
要
な
子
の
発
見
に
努
め
ま
す
。
で
す
か
ら
、
入

室
か
ら
授
業
が
始
ま
る
よ
う
に
進
行
も
私
に
任
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
流
れ
の
な
か
で
自

己
紹
介
も
含
め
、
子
ど
も
た
ち
と
の
距
離
を
縮
め
る
工
夫
を
し
て
き
ま
し
た
。 

 

「
突
然
で
す
が
、
早
速
テ
ス
ト
を
し
ま
す
」
と
告
げ
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
子
ど
も
た
ち
は
身
構

え
ま
す
。「
で
は
、
テ
ス
ト
を
し
ま
す
。
最
後
ま
で
聞
い
て
か
ら
始
め
て
く
だ
さ
い
。
授
業
の
準
備
で

す
。
鉛
筆
一
本
を
ノ
ー
ト
の
今
日
書
く
所
に
挟
ん
で
、
教
科
書
を
下
に
し
て
一
緒
に
机
の
真
中
に
揃

え
て
置
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
物
は
机
の
中
に
し
ま
し
ま
す
。
さ
あ
、
始
め
て
く
だ
さ
い
」

と
問
題
を
提
示
し
ま
す
。
学
年
に
応
じ
て
、
節
毎
に
分
け
て
作
業
を
見
守
り
な
が
ら
行
い
ま
す
が
、

六
年
生
で
は
一
括
し
て
指
示
し
ま
す
。
（
学
級
の
実
態
が
見
え
て
き
ま
す
。
先
生
の
指
示
が
、
話
が
、

し
っ
か
り
伝
わ
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
度
に
い
く
つ
ま
で
の
指
示
が
可
能
か
を

知
り
、
授
業
の
組
み
立
て
を
修
正
す
る
の
で
す
） 

「
先
生
、
消
し
ゴ
ム
は
い
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
反
応
す
る
子
が
必
ず
い
ま
す
。
そ
う
い
う
子
は
、

状
況
を
判
断
し
て
不
足
す
る
物
に
気
づ
く
力
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
大
切
な
力
が
つ
い
て
い
ま
す
が
、

も
う
少
し
考
え
る
と
、
言
わ
な
か
っ
た
の
に
は
何
か
訳
が
あ
り
そ
う
だ
と
考
え
、
次
の
指
示
ま
で
待

つ
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。
中
に
は
、
言
わ
れ
た
こ
と
し
か
考
え
な
い
で
疑
問
も
浮
か
ば
な
い
子

も
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
現
実
を
肯
定
的
に
捉
え
、
育
つ
方
向
を
示
し
な
が
ら
共
に
歩
む
と

い
う
姿
勢
が
出
前
授
業
に
は
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
テ
ス
ト
で
よ
い
緊
張
感
が
生
れ
ま
す
。 

  

消
し
ゴ
ム
の
問
題
で
す
が
、
自
分
の
ノ
ー
ト
で
す
か
ら
見
え
消
し
で
よ
い
こ
と
を
伝
え
、
そ
の
意

義
を
知
ら
せ
ま
す
。
ノ
ー
ト
は
自
分
史
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
間
違
え
は
、
そ
の
時
の
自
分
の

姿
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
自
分
も
大
き
く
な
っ
た
な
あ
と
い
う
自
己
肯
定
観

を
生
む
大
事
な
資
料
に
な
る
の
で
す
。
ま
た
、
間
違
え
た
ら
そ
の
場
で
直
せ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
で

す
。
人
は
間
違
え
る
動
物
で
す
。
そ
の
事
実
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
る
こ
と
で
す
。
消
し
去
っ
て
し

ま
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
悪
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
も
消
し
ゴ
ム
が
必
要
と
い
う
子
に
は
認
め
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ま
す
。
そ
の
子
の
特
性
や
発
達
段
階
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

 
 

 

指
示
を
出
し
た
ら
そ
の
評
価
を
し
ま
す
。 

「
テ
ス
ト
の
自
己
採
点
を
し
て
く
だ
さ
い
。
問
題
は
、
教
科
書
の
上
に
鉛
筆
を
挟
ん
だ
ノ
ー
ト
を
机

の
真
中
に
揃
え
て
置
き
、
他
の
物
は
机
の
中
に
し
ま
う
、
で
し
た
。
聞
い
た
こ
と
を
正
し
く
行
う
力

が
付
い
て
い
る
み
な
さ
ん
と
の
授
業
は
、
楽
し
い
も
の
に
な
り
そ
う
で
す
。
私
も
い
ろ
い
ろ
工
夫
し

ま
す
。
み
な
さ
ん
も
発
想
を
豊
か
に
し
て
詩
の
授
業
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。
」 

  

そ
れ
で
は
授
業
を
始
め
ま
す
。
私
を
見
て
く
だ
さ
い
。
教
室
全
体
の
様
子
を
見
て
、
礼
を
し
な
が

ら
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
改
め
て
挨
拶
を
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
も
そ
れ
に
応
え
る
で
し
ょ

う
。
児
童
の
号
令
で
始
め
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
で
ス
タ
ー
ト
で
き
る
も
の
で
す
。 

  

で
は
、
教
科
書
を
順
に
五
人
に
読
ん
で
も
ら
い
ま
す
。
読
む
と
こ
ろ
を
分
け
ま
す
。
ノ
ー
ト
か
ら

鉛
筆
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。
教
科
書
の
『
生
き
る
』
の
と
こ
ろ
を
開
け
て
く
だ
さ
い
。（
教
科
書
を
見

せ
な
が
ら
）
こ
の
詩
は
、
五
つ
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
五
連
の
詩
と
い
い
ま
す
。
各
連
の
最
初
の
行

の
上
に
算
用
数
字
で
１
か
ら
５
と
番
号
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
（
１
・
２
…
５
と
板
書
） 

 
 

 

で
は
、
読
ん
で
も
ら
い
ま
す
が
、
今
日
よ
む
順
番
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
。
で
は
、
最
初
に
読
む

人
と
板
書
を
読
む
人
（
一
よ
む
と
五
よ
む
）
の
計
一
〇
名
を
割
り
振
り
ま
す
。 

読
ん
で
も
ら
い
ま
す
が
、
読
む
人
は
立
っ
て
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
前
の
人
が
終
わ
り
そ
う
に
な
っ

た
ら
次
の
人
は
立
っ
て
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
。
聞
く
人
は
、
両
手
で
本
を
持
ち
腰
を
立
て
て
黙
っ

て
、
ど
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
考
え
な
が
ら
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
１
番
の
人
は
立
っ
て
、
大
き

な
声
で
ゆ
っ
く
り
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
題
と
作
者
名
も
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
で
は
、
お
願
い
し
ま
す
。 

 

詩
は
、
第
一
次
（
概
観
）
と
第
二
次
（
詳
し
く
読
む
）
を
組
み
合
わ
せ
、
一
時
間
で
指
導
し
ま
す
。 

 

〈
一
よ
む
〉
順
繰
り
読
み
（
読
め
な
い
子
へ
の
助
け
船
は
教
師
が
。
子
ど
も
に
口
出
し
さ
せ
な
い
） 

 
 

 
 

 
 

 

・
読
後
評
価 

読
み
手
に
は
、
指
示
を
評
価
規
準
に
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
聞
き
手
に
は
、
指
示
を
元
に

前
向
き
な
評
価
（
育
て
た
い
児
童
観
に
沿
う
）
を
一
言
添
え
る
。
（
温
か
な
学
級
作
り
の
視
点
） 

 

〈
二
と
く
〉
○
題
目 

◎
ひ
び
き 

〇
手
引
き 

と
三
つ
あ
る
が
境
界
は
明
確
で
な
い
。 

○
題
目 

「
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
先
生
が
書
く
の
で
静
か
に
見
て
い
て
く
だ
さ
い
、
と
意
識
の
方
向
（
教

師
の
背
中
に
集
中
）
を
示
し
ま
す
。「
生
き
る 

谷
川
俊
太
郎
」
を
板
書
。
チ
ョ
ー
ク
の
白
さ
を
出

す
こ
と
、
正
し
く
き
れ
い
な
字
を
書
く
こ
と
は
、
小
学
校
教
師
の
大
事
な
心
構
え
で
す
。 

① 

谷
川
俊
太
郎
さ
ん
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
今
で
も
活
躍
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
使
っ
た
教
科

書
に
も
載
っ
て
い
ま
す
。
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
谷
川
さ
ん
が
詩
集
「
う
つ
む
く
青
春
」

に
載
せ
た
「
生
き
る
」
と
い
う
詩
で
す
。
こ
の
詩
の
特
徴
を
調
べ
ま
す
。
各
連
に
共
通
す
る
こ
と
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を
三
つ
以
上
探
し
て
呟
い
て
く
だ
さ
い
。
（
つ
ぶ
や
き
で
連
想
を
楽
し
も
う
と
知
ら
せ
る
） 

② 
つ
ぶ
や
き
を
聞
き
な
が
ら
「
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
ま
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
を

板
書
し
ま
す
。「
と
い
う
こ
と
」「
こ
と
」
で
終
わ
っ
て
い
る
と
か
、
繰
り
返
し
の
言
葉
（
そ
れ
は
、

い
ま
な
ど
）
が
あ
る
と
か
、
七
五
調
、
五
七
調
が
使
わ
れ
て
い
る
と
か
が
呟
か
れ
る
の
を
受
け
て

応
じ
て
い
き
ま
す
。 

③ 

と
こ
ろ
で
、
題
は
「
生
き
る
」
で
す
が
、
詩
の
中
で
は
何
と
出
て
い
ま
し
た
か
。「
生
き
て
い
る
」

を
受
け
て
、
言
い
方
の
違
い
を
考
え
る
と
詩
が
楽
し
め
る
こ
と
を
知
ら
せ
、
検
討
を
始
め
ま
す
。 

◎
ひ
び
き 

（
詩
の
種
＝
気
付
き
・
発
見
の
予
想
） 

④ 

「
生
き
て
い
る
」
は
、
今
現
在
の
こ
と
を
指
し
、「
生
き
る
」
に
は
、
こ
れ
か
ら
先
ど
う
生
き
て

い
く
か
と
い
う
決
意
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
今
見
た
り
聞
い
た
り
感
じ
た
り
し
た

こ
と
を
書
き
出
し
て
考
え
て
い
る
う
ち
に
、
自
分
は
ど
う
生
き
て
い
き
た
い
か
が
見
え
て
き
た
と

い
う
詩
で
は
な
い
か
と
予
想
を
立
て
ま
す
。 

⑤ 

連
毎
に
ど
ん
な
ま
と
ま
り
が
あ
る
か
を
考
え
ま
す
。
三
行
目
か
ら
三
行
ほ
ど
各
行
の
中
か
ら
こ

れ
は
と
思
う
言
葉
を
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
用
紙
に
メ
モ
し
て
く
だ
さ
い
。（
用
紙
を
五
枚
配
布
し
、
１

か
ら
５
と
番
号
を
書
か
せ
、
一
連
目
の
用
紙
を
使
っ
て
メ
モ
の
仕
方
を
全
員
で
練
習
）
一
連
の
三

行
目
の
「
そ
れ
は
の
ど
が
か
わ
く
と
い
う
こ
と
」
か
ら
一
言
メ
モ
す
る
と
し
た
ら
ど
の
言
葉
を
選

び
ま
す
か
。
そ
こ
に
個
性
が
出
ま
す
。
私
は
「
か
わ
く
」
と
し
ま
し
た
。（
１
の
下
に
か
わ
く
と
板

書
）
四
行
目
は
「
ま
ぶ
し
い
」
に
し
ま
し
た
。
五
行
目
は
「
思
い
出
す
」
に
し
ま
す
。（
板
書
）
こ

こ
ま
で
で
ど
ん
な
ま
と
ま
り
に
な
る
か
連
想
で
き
ま
す
か
。
残
り
も
考
え
る
と
体
で
感
じ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
五
感
と
い
う
言
葉
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
漢
字
二
字
の
言
葉
「
感
覚
」
つ
い

て
の
連
と
し
ま
し
た
。
以
下
同
様
に
五
連
ま
で
行
い
ま
す
。
（
文
明
・
感
情
・
時
間
・
自
然
） 

⑥ 

二
時
間
扱
い
な
ら
こ
の
言
葉
か
ら
各
連
の
連
想
や
想
像
を
膨
ら
ま
せ
ま
す
。 

○
手
引
き 

（
〈
六
と
く
〉
で
こ
の
詩
を
味
わ
う
た
め
に
必
要
な
個
所
の
視
写
を
指
示
） 

⑦ 

指
示
…
こ
の
詩
を
楽
し
む
た
め
に
各
連
の
最
後
の
二
行
を
用
紙
の
続
き
に
書
き
出
し
ま
す
。 

〈
三
よ
む
〉 

○
手
引
き
に
沿
い
連
想
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
黙
読
す
る
。
（
第
ニ
次
指
導
に
移
る
） 

〈
四
か
く
〉 

「
三
よ
む
」
と
同
時
進
行
で
二
行
を
書
き
出
す
。
（
教
師
は
工
夫
し
て
板
書
） 

〈
五
よ
む
〉 

（
机
上
整
理
後
）
板
書
を
手
掛
か
り
に
各
連
を
続
き
の
五
名
が
音
読
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

（
事
前
に
読
み
手
に
予
告
し
て
お
く
と
共
に
、
読
め
な
い
所
は
支
援
す
る
） 

〈
六
と
く
〉
○
語
義
・
区
分 

◎
山 

〇
余
韻 

と
三
つ
に
分
け
て
立
案
。 

○
語
義 

難
し
い
言
葉
は
な
い
か
と
、
自
覚
を
促
し
て
か
ら
語
句
の
意
味
・
意
義
を
問
い
ま
す
。 

① 

一
連
（
木
も
れ
陽 

ふ
っ
と
）
二
連
〈
そ
れ
は 

カ
タ
カ
ナ
語 

か
く
さ
れ
た 

注
意
深
く 

こ
ば
む
〉
三
連
（
け
る
・
え
る
・
れ
る
）
四
連
〈
ど
こ
か
で 

産
声 

傷
つ
く 

過
ぎ
て
ゆ
く
〉 

・
区
分 

文
章
は
分
け
る
と
考
え
易
く
な
る
こ
と
を
学
ば
せ
ま
す
。 

② 

「
そ
れ
は
」
の
意
味
を
考
え
な
が
ら
区
分
を
行
い
ま
す
。（
各
連
は
問
い
と
答
え
で
構
成
さ
れ
て

い
て
、
答
え
の
方
は
、
更
に
二
区
分
で
き
る
こ
と
を
考
え
、
各
連
を
確
認
） 
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◎
山 

詩
を
味
わ
う
。 

③ 
〈
三
連
〉
か
ら
考
え
ま
す
。
皆
さ
ん
な
ら
三
連
の
ど
こ
に
共
感
し
ま
す
か
。「
自
由
」
と
の
反
応

に
、
こ
の
自
由
と
は
、
具
体
的
に
は
何
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
「
泣
・
笑
・
怒
」
が
で
き
る
こ
と
の
大
切
さ
に
気
付
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
簡

単
な
日
本
語
で
い
う
と
何
の
自
由
で
し
ょ
う
か
ね
。
（
心
の
自
由
） 

④ 

で
は
、
各
連
の
中
の
自
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。（
一
連
…
手
を
つ
な
ぐ
、
二
連
…
こ

ば
む
・
出
会
う
、
四
連
…
時
の
流
れ
と
い
う
選
択
の
余
地
が
な
い
世
界
＝
運
命
、
五
連
…
愛
す
る
） 

 

（
自
由
を
○
で
囲
み
、
そ
こ
か
ら
各
連
の
言
葉
に
向
け
て
→
を
引
き
、
そ
の
言
葉
を
○
で
囲
む
） 

⑤ 

今
日
は
五
連
を
み
ん
な
で
味
わ
っ
て
み
ま
す
。
他
は
自
分
で
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。（
こ
こ
か
ら

語
義
・
区
分
に
戻
る
）
答
え
の
部
分
の
区
分
の
仕
方
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。（
最
初
の
区
分
で
出

た
ら
省
略
）
そ
う
す
る
と
、
六
行
目
の
「
人
は
愛
す
る
と
い
う
こ
と
」
が
両
方
に
入
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
大
事
な
行
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
ま
た
、「
鳥

は
と
ぶ
」
で
も
意
味
は
違
わ
な
い
の
に
「
は
ば
た
く
」
を
使
っ
て
い
る
訳
を
「
と
ど
ろ
く
」
と
の

関
係
で
考
え
ま
す
。 

⑥ 

「
海
は
と
ど
ろ
く
と
い
う
こ
と
」
は
、
七
五
調
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
鳥
は
と
ぶ
と
い
う
こ
と
」

を
「
鳥
は
は
ば
た
く
と
い
う
こ
と
」
に
す
る
と
同
じ
七
五
調
に
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
、「
人
は
愛
す

る
と
い
う
こ
と
」
も
七
五
調
で
す
。「
か
た
つ
む
り
は
は
う
…
…
」
は
、
七
五
調
を
崩
し
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
全
部
仮
名
書
き
で
す
。
他
の
三
行
は
、
漢
字
を
一
字
ず
つ
使
っ
て
い
ま
す
。
詩
を
目
で

読
ん
だ
時
に
受
け
る
感
じ
を
考
え
て
工
夫
し
て
書
い
て
い
ま
す
。 

⑦ 

更
に
、
詩
は
朗
読
す
る
こ
と
か
ら
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
知
ら
せ
ま
す
。
音
の
響
き
の
効
果
も

狙
っ
て
こ
の
言
葉
を
選
ん
で
い
る
こ
と
を
分
析
し
て
見
せ
ま
す
。
ロ
ー
マ
字
表
記
す
る
と
音
の
響

き
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。 

⑧ 

五
連
の
気
付
き
は
何
で
し
ょ
う
か
。（
鳥
は
…
…
人
は
…
…
）
か
ら
考
え
る
と
よ
い
こ
と
を
知
ら

せ
ま
す
。「
人
は
愛
す
る
と
い
う
こ
と
」
は
、
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
自
然
な
こ
と
だ
と
再
発
見
し

た
の
で
す
。
そ
の
感
動
が
全
身
の
感
覚
を
目
覚
め
さ
せ
、
大
き
な
感
動
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と

を
味
わ
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、
一
連
か
ら
五
連
へ
と
想
像
の
広
が
り
と
深
ま
り
が
、
こ

こ
で
、
最
初
の
感
覚
の
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
詩
の
構
成
を
確
認
し
て
終
わ
り

ま
す
。 

○
余
韻 

こ
の
詩
、
面
白
い
。
覚
え
て
み
よ
う
。 

 

〈
七
よ
む
〉 

授
業
を
振
り
返
り
な
が
ら
板
書
を
指
音
読
し
ま
す
。
こ
こ
の
読
み
声
で
授
業
の
評
価

が
で
き
ま
す
。
張
り
の
あ
る
読
み
声
が
聞
こ
え
る
と
指
導
者
も
安
心
し
ま
す
。
残
り
時
間
で
暗
唱

を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

授
業
は
、
こ
こ
ま
で
に
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
つ
ぶ
や
い
て
く
れ
ま
し
た
。
さ
す
が
は
六
年
生
で
す
。
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卒
業
式
ま
で
残
り
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
よ
い
思
い
出
を
残
し
て
く
だ
さ
い
。
私
も
よ
い
記
念
に
な

り
ま
し
た
。
皆
さ
ん
か
ら
元
気
を
頂
い
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

 

今
日
書
い
た
メ
モ
を
元
に
し
て
、
ど
の
く
ら
い
再
現
で
き
る
か
試
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
結
構
で

き
る
と
思
い
ま
す
。
自
信
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
忘
れ
た
と
こ
ろ
は
、

抜
か
し
て
書
き
上
げ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
の
癖
が
見
つ
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
、 

今
後
の
自
宅
学
習
の
コ
ツ
を
見
つ
け
る
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
書
け
た
も
の
を
学
校
に
持
っ
て
き
て

学
級
で
交
流
す
る
の
も
よ
い
思
い
出
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 

「
私
を
見
て
く
だ
さ
い
。
」
と
呼
び
掛
け
、
呼
吸
を
見
計
ら
っ
て
礼
を
し
な
が
ら
「
ご
苦
労
様
で
し

た
。
さ
よ
う
な
ら
」
と
挨
拶
し
て
終
わ
り
ま
す
。 

 

板
書
事
項
は
。
別
紙
の
指
導
案
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

出
前
授
業
を
再
開
す
る
に
当
た
り
、
先
の
見
え
て
き
た
私
か
ら
の
思
い
を
書
き
た
く
な
っ
て

書
い
た
も
の
で
す
。
何
か
の
参
考
に
な
る
こ
と
が
一
つ
で
も
あ
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

古
風
な
指
導
法
で
今
の
教
育
界
で
は
役
立
つ
こ
と
は
少
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
足
掛
け
十

年
に
な
る
出
前
授
業
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
す
の
で
、
今
の
教
育
に
も
生
か
せ
る
こ
と
が
あ
る

よ
う
に
も
思
い
、
書
い
て
み
ま
し
た
。
妻
に
は
笑
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
歳
と
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
頑
固
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
繰
り
言
を
い
い
ま
し
た
。
今
回
の
出
会
い
を
つ
く
っ

て
頂
き
、
気
力
が
沸
い
て
来
た
こ
と
に
感
謝
し
て
筆
を
置
き
ま
す
。 

 

平
成
三
一
年
二
月 

橘
田 

篤
男 

六
年
担
任 

各
位 

           



- 7 - 

六
年
生 

詩 
 
 
 
 
 

（
教
科
書 

光
村
） 

 
生
き
る 

 
 
 

谷
川
俊
太
郎 

  

目
標 

・ 

詩
「
生
き
る
」
の
構
成
や
連
想
・
想
像
す
る

楽
し
さ
を
知
り
、
暗
唱
で
き
る
。 

 
 ○ 

準
備
（
教
科
書
と
鉛
筆
一
本 
視
写
用
紙
） 

○ 

読
ん
で
み
ま
し
た
か
。 

感
想
は
。 

 

〈
区
画
〉 

一
連
一
区
画
で
五
区
画 

 

一 

よ
む
（
音
読 

五
名 

各
連
一
名
ず
つ
） 

 

○ 

席
順
に
、
大
き
な
声
で
ゆ
っ
く
り
と
読
む
。 

○ 

聞
き
手
は
、
立
腰
、
集
中
し
て
聴
く
。 

○ 

読
後
、
読
み
手
と
聞
き
手
を
評
価
す
る
。 

 

二 

と
く
（
読
後
感
の
整
理
の
話
し
合
い
） 

 

○ 

題
目
（
詩
の
輪
郭
・
特
徴
を
確
認
す
る
） 

 

・ 

（
生
き
る 

谷
川
俊
太
郎
）
と
板
書 

・ 

各
連
の
書
き
出
し
の
工
夫
（
繰
り
返
し
） 

・ 

頭
韻
と
脚
韻
、
体
言
止
の
効
果 

・ 

「
生
き
る
」
と
「
生
き
て
い
る
」 

◎ 

ひ
び
き
（
詩
の
種
＝
気
付
き
・
発
見
の
予
想
） 

 

・ 

生
き
て
い
る
（
今
）
生
き
る
（
先
）
決
意 

 

・ 

各
連
の
三
行
以
降
の
各
行
か
ら
一
言
メ
モ 

 
 
 

（
連
毎
に
用
紙
「B5

を
四
等
分
」
に 

各
自
メ
モ
し
、
教
師
は
板
書
） 

 
 
 

（
二
時
間
扱
い
な
ら
連
想
・
想
像
を
楽
し
む
） 

・ 

各
連
の
対
象
を
漢
字
二
字
の
言
葉
で
表
現 

 
 

（
感
覚
・
文
明
・
感
情
・
時
間
・
自
然
） 

○ 

手
引
き
（
視
写
の
指
示
）
プ
リ
ン
ト
配
布 

・ 

各
連
最
後
の
二
行
を
味
わ
い
な
が
ら
書
き
出

す
。 

 

三 

よ
む
（
手
引
き
に
従
い
黙
読
） 

四 

か
く
（
視
写 

教
師
も
板
書
） 

 

○ 

し
っ
か
り
は
っ
き
り
と
視
写 

○ 

書
き
ぶ
り
の
確
認
評
価
（
一
時
間
目
こ
こ
ま
で
） 

 

五 

よ
む
（
音
読 

一
名
） 

六 

と
く
（
板
書
を
も
と
に
話
し
合
う
） 

 

○ 

語
義
（
難
し
い
語
句
の
解
消
）・
区
分 

一
連
（
木
も
れ
陽 

ふ
っ
と
） 

二
連
〈
そ
れ
は 

カ
タ
カ
ナ
語 

か
く
さ
れ
た 

注
意
深
く 

こ
ば
む
〉 

 
 

三
連
（
け
る
・
え
る
・
れ
る
） 

四
連
〈
ど
こ
か
で 

産
声 

傷
つ
く 

ぶ
ら
ん
こ 

過
ぎ
て
ゆ
く
〉 

 

・
区
分
（
問
と
答
、
答
え
を
二
区
分
） 

◎ 

心
（
詩
の
種
＝
ど
う
生
き
た
い
か
＝
の
確
認
） 

〈
三
連
〉
の
気
づ
き
か
ら
考
え
る
。 

・ 
感
情
の
自
由
＝
「
泣
・
笑
・
怒
」
が
で
き
る
。 

 

・ 

各
連
の
自
由
を
探
す
。（
一
連
→
五
連
） 

〈
五
連
〉
よ
り
深
く
味
わ
う
。 

 

・ 

三
行
目
～
六
行
目
ま
で
を
考
え
る
。 

 
 
 

（
五
行
目
の
意
義
と
そ
れ
以
外
の
共
通
点
） 

 
 
 

（「
は
ば
た
く
」
と
「
と
ど
ろ
く
」
の
役
割
） 

 

・ 

五
連
の
気
付
き
を
考
え
る
。 

 
 
 

人
が
愛
す
る
こ
と
は
当
た
り
前
だ
と
い
う

気
付
き
が
、
ど
ん
な
連
鎖
反
応
を
起
こ
し
た

か
を
考
え
る
。
谷
川
さ
ん
の
工
夫
を
味
わ
う
。 

○ 

余
韻 

こ
の
詩
は
面
白
い
、
覚
え
よ
う
。 

 

七 

よ
む
（
全
員
で
黒
板
の
詩
を
音
読
） 

  

・ 

指
音
読
（
鞭
の
指
揮
で
音
読
） 

・ 

暗
唱
（
漢
字
は
残
し
て
） 
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１感覚                                     

答  問                                     

〈
板
書
事
項
〉 

 
 

  

― 

て
い
る 

今 

 
 
 

生
き
る 

  

先 
 

谷
川
俊
太
郎 

― 
た 

 
 

前 
  
 
 

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と  

 
 
 

い
ま
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と 

 
 
 

か
わ
く
が
か
わ
く 

 
 
 

ま
ぶ
し
い
（
木
も
れ
陽
） 

 
 
 

思
い
出
す
（
ふ
っ
と
） 

 
 
 

く
し
ゃ
み
す
る
こ
と 

 
 
 

あ
な
た
と
手
を
つ
な
ぐ
こ
と 

 
 
 

 

 
 
 

そ
れ
は
ミ
ニ
― 

プ
ラ
ネ
タ
― 

ヨ
ハ
ン
・
― 

ピ
カ
ソ 

ア
ル
プ
ス 

 
 
 
 
 
 

美 
 
 
 
 
 
 

出
会 

 
 
 

そ
し
て 

か
く
さ
れ
た
悪
を
注
意
深
く
こ
ば
む
こ
と 

 
 
 

 

 
 
 

泣
け
る 

笑
え
る 

怒
れ
る
と
い
う
こ
と 

自
由
と
い
う
こ
と 

 

い
ま 

犬 

 
 
 

地
球 

 
 
 

産
声 

 
 
 

兵
士 

い
ま
ぶ
ら
ん
こ
ゆ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

い
ま
い
ま
が
過
ぎ
て
ゆ
く
こ
と 

 

 
 
 

鳥
鳥
は
は
ば
た
く  

 
 
 

海
海
は
と
ど
ろ
く  

 
 
 

か
―
は
う 

 
 
 

人
は
愛
す
る 

 
 
 

あ
な
た
の
手
の
ぬ
く
み 

 
 
 

い
の
ち
と
い
う
こ
と 

 
２文明                                     

４時間                                     ３感情                                     ５自然                                     
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