
〈
国
語
教
育
〉

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
学
習
で
育
成
す
る
国
語
学
力
の
構
造
化
案
と
実
践
事
例

大
村
は
ま
の
単
元
学
習
指
導
「
日
本
の
美
の
伝
統
を
さ
ぐ
る
」
(
昭
和
四
一
二
)
を
通
し
て

本
稿
の
目
的

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
学
習
指
導
で
育
成
す
る
国
語
学
力
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
筆
者
は
平
成
二
三
年
七
月
か
ら

九
月
に
か
け
て
、
過
去
三
ヶ
年
の
国
語
教
育
の
月
刊
誌
三
誌
を
対
象
に
、
「
伝

統
的
な
言
語
文
化
」
の
指
導
に
関
す
る
論
考
の
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

伝
統
的
な
言
語
文
化
の
学
習
指
導
で
身
に
付
け
た
い
力
を
構
造
化
し
て
捉

え
、
他
の
国
語
学
習
指
導
と
連
動
さ
せ
て
、
国
語
学
力
を
育
成
し
、
豊
か
な

母
国
語
の
習
得
に
資
す
る
古
典
学
習
指
導
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘

し
、
そ
の
具
体
案
を
提
示
す
る
論
考
が
複
数
見
ら
れ
た
。

左
近
妙
子
は
、
幼
少
期
か
ら
古
典
を
学
ぶ
こ
と
を
、
「
日
本
人
と
し
て
の

生
き
方
や
考
え
方
、
日
本
文
化
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
を

形
成
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
」
と
価
値
付
け
、
小
学
校
高
学
年
を
対
象
と
し

て
、
古
典
で
身
に
付
け
た
い
国
語
学
力
と
、
古
典
の
授
業
づ
く
り
・
評
価
の

ポ
イ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
。
堀
江
祐
爾
は
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
学
習

指
導
の
目
的
を
、
「
文
化
を
『
分
か
ち
持
つ
』
場
を
設
け
、
文
化
を
継
承
・

坂

東

智

子

創
造
・
伝
承
す
る
人
聞
を
育
て
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
困
層
構
造
を
持

つ
国
語
学
力
を
育
成
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
先
行
論
文
と
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
も
と
に
、
筆
者
は
次
の
四

観
点
か
ら
の
「
古
典
で
身
に
付
け
た
い
力
」
の
構
造
化
案
を
提
案
し
て
い
る
。

観
点
①
国
語
科
全
体
の
な
か
で
育
む
べ
き
カ
と
の
連
動
で
考
え
る
古
典

で
身
に
付
け
た
い
力
。
例
え
ば
、
音
読
や
読
み
取
る
力
、
文
章
を

味
わ
う
力
、
話
し
合
う
力
、
読
み
取
っ
た
も
の
を
表
現
す
る
力
。

観
点
②
古
典
学
習
に
お
い
て
独
自
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
。
例
え
ば
、

古
典
の
言
葉
の
背
後
に
あ
る
民
族
の
習
慣
、
考
え
方
、
表
現
法
、

言
葉
の
系
統
を
知
る
こ
と
。
自
分
た
ち
の
文
化
の
歴
史
的
な
持
続

性
の
感
覚
を
じ
か
に
獲
得
す
る
こ
と
。

観
点
③
古
典
を
他
の
学
習
者
と
と
も
に
教
室
で
学
ぶ
と
い
う
学
習
過
程

(
体
験
)
を
通
し
て
身
に
付
け
る
共
同
性
や
言
語
共
同
体
へ
の

帰
属
意
識
。

観
点
④
古
典
学
習
で
身
に
付
け
た
古
典
(
伝
統
的
な
言
語
文
化
)
の
意

義
を
客
体
化
、
相
対
化
し
、
世
界
的
な
視
野
で
理
解
す
る
こ
と
に



よ
り
、
自
己
認
識
の
新
た
な
方
法
を
獲
得
す
る
力
。

上
の
囚
観
点
か
ら
の
「
古
典
で
身
に
付
け
た
い
力
」
は
、
古
典
学
習
に
お

い
て
別
個
に
育
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
学
習
材

と
し
て
、
学
習
者
が
魅
力
的
な
ひ
と
ま
と
ま
り
の
学
習
活
動
に
取
り
組
む
過

程
で
、
複
合
的
に
、
あ
る
い
は
総
合
的
に
身
に
付
け
ら
れ
る
べ
き
力
で
あ
る
。

大
村
は
ま
の
中
学
校
に
お
け
る
古
典
学
習
指
導
は
、
昭
和
二

0
年
代
の
「
経

験
重
視
の
言
語
教
育
の
中
で
の
古
典
教
育
」
を
実
践
化
し
、
「
古
典
に
親
し

む
」
と
い
う
戦
後
古
典
教
育
の
新
た
な
目
標
を
示
し
た
昭
和
二
五
年
の
「
古

典
入
門

i
古
典
に
親
し
む
1

」
か
ら
、
大
村
は
ま
公
職
最
後
の
年
の
昭
和
五

四
年
「
古
典
の
な
か
に
見
つ
け
た
子
ど
も
」
ま
で
、
上
の
困
層
の
力
を
育
成

す
る
こ
と
を
実
現
し
た
典
型
的
な
実
践
事
例
で
あ
る
。
学
年
や
教
材
ご
と
に
、

ど
の
よ
う
な
言
語
活
動
(
学
習
活
動
)
を
組
織
し
て
、
困
層
の
力
を
複
合
的
、

総
合
的
に
身
に
付
け
さ
せ
る
か
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
大
村
は
ま
の
単
元
学
習
指
導
「
日
本
の
美
の
伝
統
を
さ

ぐ
る
」
(
昭
和
四
三
)
を
対
象
と
し
て
、
困
層
の
力
、
が
ど
の
よ
う
に
育
成
さ

れ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
実
践
の
実
際
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

単
元
の
概
要
と
先
行
研
究

大
田
区
立
石
川
台
中
学
校
三
年
生
を
対
象
と
し
た
、
大
村
は
ま
の
単
元
「
日

本
の
美
の
伝
統
を
さ
ぐ
る
」
は
、
子
規
か
ら
万
葉
集
ま
で
、
適
所
に
原
文
を

配
し
た
池
田
亀
鑑
の
文
章
「
日
本
の
美
の
伝
統
」
(
教
科
書
所
収
)
を
中
核

教
材
と
し
た
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
考
え
を
理
解
す
る
た
め
に
古
典
教
材
を
読

み
、
単
元
終
末
部
で
は
、
芭
蕉
の
俳
句
を
口
語
詩
に
す
る
学
習
が
行
わ
れ
た
。

単
元
の
ま
と
め
は
、
「
『
日
本
の
美
の
伝
統
を
さ
ぐ
る
』
た
め
の
私
の
読
書

計
画
」
を
立
て
る
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
大
村
は
ま
が
倉
沢
栄

吉
ら
と
行
っ
て
い
た
月
例
研
究
授
業
の
テ
!
?
が
、
「
読
書
指
導
」
(
昭
和

四
一
年
四
月

1
四
七
年
三
月
)
で
あ
っ
た
こ
と
の
影
響
で
あ
る
。
古
典
学
習

指
導
も
、
国
語
学
習
の
年
聞
を
通
し
た
た
テ

1
7
「
読
書
指
導
」
の
一
環
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

望
月
敬
幸
は
、
本
単
元
を
「
古
典
の
世
界
は
単
な
る
過
去
の
世
界
で
は
な

く
、
連
綿
と
し
て
現
在
の
自
分
に
つ
な
、
が
っ
て
い
る
と
感
ず
る
と
と
が
で
き

る
学
習
で
あ
っ
た
」
と
評
価
し
、
佐
々
木
勝
司
は
、
学
習
の
実
際
を
全
集
に

そ
っ
て
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
先
行
研
究
は
全
集
を
資
料
と
し
て
考
察
が

行
わ
れ
、
学
習
者
の
学
び
の
実
態
を
学
習
記
録
に
よ
り
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
学
び
の
過
程
と
成
果
を
大
村
は
ま
の
指
導
記
録
と
学
習
者
の

学
習
記
録
の
両
面
か
ら
探
り
、
四
日
眉
の
国
語
学
力
が
ど
の
よ
う
に
育
成
さ
れ

た
か
を
詳
ら
か
に
す
る
。

2 

単
元
『
日
本
の
美
の
伝
統
を
さ
ぐ
る
」
の
学
習
の
実
際

-
単
一
冗
殴
定
の
理
由
と
資
料

大
村
は
ま
は
、
三
年
生
に
な
っ
た
ば
か
り
の
学
習
者
の
聞
で
た
び
た
び
古

典
、
が
話
題
に
な
る
の
を
聞
い
て
、
「
古
典
に
親
し
む
」
学
習
(
一
・
二
学
年
)

の
成
功
を
実
感
す
る
。
そ
こ
で
、
発
展
学
習
と
し
て
本
単
元
(
三
学
年
)
が



構
想
さ
れ
、
全
一
四
時
間
で
実
践
さ
れ
た
。

大
村
は
ま
は
、
本
単
元
で
は
、
傍
注
テ
キ
ス
ト
を
作
成
せ
ず
、
教
科
書
(
光

村
図
書
中
等
新
国
語
三
)
所
収
の
四
教
材
を
そ
の
ま
ま
資
料
と
し
た
。

一

①

夏

草

三

好

達

治

「

俳

句

の

鑑

賞

」

か

ら

一

一
②
豊
旗
雲
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集
か
ら

一

③

日

本

の

美

の

伝

統

池

田

亀

鑑

(

書

き

下

ろ

し

)

一

一

②

温

故

知

新

中

西

清

訳

論

語

か

ら

③
は
、
子
規
か
ら
蕪
村
、
芭
蕉
、
新
古
今
ま
で
時
代
を
遡
り
、
わ
が
国
の

す
ぐ
れ
た
詩
人
た
ち
の
断
ち
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
繋
が
り
を
、
春
の
歌
を

一
不
し
な
が
ら
論
じ
た
後
、
枕
草
子
、
源
氏
物
語
の
文
章
を
引
用
す
る
。
こ
れ

ら
平
安
朝
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
自
然
と
心
情
が
一
体
と
な
っ
た
描
写
や
日

本
の
美
し
い
自
然
感
情
の
体
系
は
、
一
記
紀
・
万
葉
を
源
と
し
て
、
平
安
朝
に

美
感
と
景
物
の
類
型
が
う
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
が
、

現
在
ま
で
連
綿
と
し
て
伝
え
続
け
ら
れ
成
長
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本

の
美
の
伝
統
に
誇
り
を
感
じ
、
長
く
守
り
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

結
ぼ
れ
て
い
る
。

教
科
書
の
掲
載
順
で
は
三
番
目
の
池
田
亀
鑑
の
文
章
を
、
大
村
は
ま
は
単

元
の
中
核
教
材
と
し
た
。
「
何
の
た
め
に
古
典
を
読
む
の
か
」
と
い
う
聞
い

の
答
え
を
求
め
て
③
を
読
み
、
そ
こ
に
一
不
さ
れ
た
池
田
氏
の
考
え
を
理
解
す

る
た
め
に
①
②
④
の
古
典
教
材
を
読
む
と
い
う
、
単
元
の
組
み
立
て
で
あ
る
。

2

単
元
の
学
習
の
実
際

学
習
は
次
の
順
で
す
す
め
ら
れ
た
。
(
全
集
と
学
習
記
録
に
よ
る
)

1

注
を
利
用
し
て
、
教
科
書
の
資
料
全
部
に
目
を
通
す
。

2

一
グ
ル
ー
プ
ず
つ
指
導
者
を
交
え
て
話
し
合
い
、
他
の
グ
ル
ー
プ
は

そ
れ
を
聞
く
。

3

「
日
本
の
美
の
伝
統
」
を
読
み
直
す
。
(
大
村
は
ま
自
身
、
が
補
説
を

加
え
な
が
ら
読
む
。
)

4

「
日
本
の
美
の
伝
統
」
を
考
え
て
文
学
史
の
表
に
記
入
す
る
。

5

ど
う
い
う
日
本
の
美
の
伝
統
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
と
い
う
目
の
つ

け
方
で
、
文
章
か
ら
大
切
な
こ
と
ば
を
拾
う
。

6

い
ろ
い
ろ
な
形
で
、
二
目
立
早
」
を
繰
り
返
し
読
む
。
「
復
習
の
た
め

の
手
引
き
プ
リ
ン
ト
」
に
記
入
し
、
俳
句
を
一
句
選
び
口
一
語
詩
に
す
る
。

7

「
豊
旗
雲
」
を
い
ろ
い
ろ
な
形
で
読
む
。

日
「
温
故
知
新
」
を
読
む
。

9

ま
と
め
と
し
て
、
「
日
本
の
美
の
伝
統
を
さ
ぐ
る
」
た
め
の
私
の
読

書
計
画
を
立
て
る
。

1
1
9
ま
で
の
学
習
を
、
先
の
四
つ
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

「
読
む
」
か
ら
学
習
が
は
じ
め
ら
れ
、
次
に
、
「
話
す
」
「
聞
く
」
「
話
し

合
う
」
そ
の
後
再
び
「
読
む
」
学
習
が
行
わ
れ
た
。
観
点
①
(
国
語
科
全
体

の
な
か
で
育
む
べ
き
力
と
の
連
動
で
考
え
る
古
典
で
身
に
付
け
た
い
力
)
の

育
成
に
資
す
る
学
習
活
動
で
あ
る
。

(
1
1
3
)
。

4

・
5
は
、
お
も
に
観
点
②
(
古
典
学
習
に
お
い
て
独
自
に
身
に
付
け
さ

せ
た
い
力
)
に
相
当
す
る
。
古
典
学
習
で
し
か
身
に
付
け
ら
れ
な
い
力
、
例

え
ば
、
「
言
葉
の
系
統
を
知
る
に
「
自
分
た
ち
の
文
化
の
歴
史
的
な
持
続
性

の
感
覚
を
じ
か
に
獲
得
す
る
」
過
程
が
準
備
さ
れ
て
い
る
。
学
習
者
は
「
文

学
史
の
表
に
記
入
す
る
」
、
「
文
章
か
ら
こ
と
ば
を
拾
う
」
と
い
う
学
習
に

3 



取
り
組
む
過
程
で
、
観
点
②
の
力
を
獲
得
し
て
い
く
。

6
1
8
は
、
音
読
を
中
心
と
し
て
読
み
深
め
、
読
み
味
わ
う
学
習
で
あ
る
。

古
典
俳
句
や
和
歌
の
り
ズ
ム
を
音
読
に
よ
り
体
感
し
、
原
作
に
じ
か
に
触
れ

る
経
験
を
重
ね
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
村
は
ま
が
作
成
し
た
「
復
習
プ
リ
ン

ト
」
に
、
季
題
や
季
節
を
記
入
し
、
空
所
を
埋
め
て
鑑
賞
文
を
完
成
さ
せ
る

と
い
う
、
鑑
賞
を
言
語
化
す
る
学
習
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
、
丁
寧
な
学

習
を
積
ん
で
は
じ
め
て
、
新
た
な
言
語
作
品
の
創
造
を
実
体
験
す
る
「
俳
句

の
口
語
詩
」
作
成
が
行
わ
れ
た
。
一
句
一
句
の
鑑
賞
だ
け
で
な
く
、
俳
句
が

生
ま
れ
る
に
至
っ
た
文
学
史
の
流
れ
や
、
日
本
の
季
節
感
情
の
体
系
を
理
解

し
た
上
で
の
口
語
詩
制
作
で
あ
る
。
日
本
の
言
語
文
化
の
持
続
性
の
感
覚
を

じ
か
に
獲
得
す
る
学
習
で
あ
る
と
価
値
付
け
ら
れ
よ
う
。

9
は
、
「
読
書
計
画
」
を
立
て
る
と
い
う
、
年
聞
を
通
し
て
の
国
語
学
習

の
テ
!
?
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
。

3

芭
蕉
俳
句
の
口
語
詩
制
作
の
実
際
(
学
習
配
録
か
ら
)

「
古
典
で
身
に
付
け
た
い
力
」
観
点
②
「
言
語
文
化
の
持
続
性
の
感
覚
を

じ
か
に
獲
得
す
る
こ
と
」
は
、
古
典
学
習
以
外
の
他
の
国
語
学
習
に
お
い
て

身
に
付
け
る
こ
と
が
困
難
な
力
で
あ
ろ
う
。
本
節
で
は
、
「
口
語
詩
制
作
」

に
焦
点
を
当
て
て
、
学
習
の
実
際
を
学
習
記
録
に
よ
り
詳
ら
か
に
す
る
。

口
語
詩
制
作
は
、
四
時
間
で
行
わ
れ
た
。
「
き
ょ
う
の
感
想
」
が
毎
図
書

か
れ
て
い
る
学
習
記
録
を
選
び
、
後
掲
(
資
料

1
)

に
抜
粋
し
た
。

資
料

1

口
語
詩
制
作
に
関
わ
る
学
習
記
録
の
記
述
の
抜
粋

日

学

習

内

容

き

ょ

う

の

感

想

一

.

暗

唱

「

奥

の

細

道

」

冒

頭

俳

句

を

一

つ

味

わ

う

の

も

た

11 

13 

流の気うのずいさむ暑味ー
いl&iとか

。コ ・一

れ よ に だ 世 /なびっいわ し② 夏と 匂|あ
て う流つ界ういして夏い「暗 )先|草ての ①ら俳主
いにしたにごかいいの 号唱 生とやも中 は た 句 背草
る/き/まくの/る日 細 のてっ気に うを」

よ奔ろ i竜るも よ こ ょ に 道 つもはにあ イらコ と 同味十 を

う流うがでの う の フ し 」 く静もいる
っ青す読

/ /と流しはに地なず の っかのっと 2三葉 む
ぼおしれみ何風に〈か 俳 7こなど‘ tc思 し若
んどてるこもひ主主 に 句 詩感も う た 葉
やりいごまなとき人ま の が ぶが 生の
りなるとれく つるいる 情 と す夢 な 命日

とが/くる/ふ者ずで 景 て るの ん カ，50コ

しら矢 よそかが 、ね と も 。あ だこ 光

た※ しひの※ が* でわ なるらい

と斉大 たと情上 付波 もか ん感なへ

推授村 もま景記
つけ 海荒や

記線 なる と じ い ん

察業は のとをは し いよ なが w だ

さのま まイ Tこ丸
れけど 気なう

く す

れ形が りメ 芭
る」 流るどだ

ょが
数 れ。ばい

そで主 の l 蕉
うな

寸{二4
も に③がた

行導 表シの なん l立 し
わし 現さ俳 気ど 筆 な っ すわ

れた にて句 がな 者 し、 て ぎか
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11 11 

15 14 

生一 かー さめかて史か
iJ、 し えるにいなし
し 俳 「 て俳「 か/黒たど力

て句主 口 句豊 え半く/し強

の 雪耳 語ゃ警 る天/しらく
味」 詩 短 」 にやずな/

わを を 歌を かさかい佐

い読 作の読 かしによ渡

をむ る味む るく雄うの

リ わ //大にか

ズ し、 き 哀 に か な
ム を れ史/がし

いをかやい

生 /ひすい歴

じにな たる き⑤
や リ か し、よ なむ
なズな ょう つず
いムか うな し、 カミ

な に 自 な詩 口し
あ生分 気を づい
。かの

するも っっく みたさ

。

せ思 で

るう も
もよ 。て くす
のう みな て

口
語
詩
制
作
の
学
習
過
程
(
四
時
間
)
は
、
次
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
る
。

O
一

時

間

目

暗

唱

↓

音

読

(

夏

草

)

↓

鑑

賞

も

ち

O
二
時
間
目
暗
唱
↓
鑑
賞
↓
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の

表
現
に

O
三
時
間
目
音
読
(
夏
草
)
↓
鑑
賞
↓
味
わ
い
を
生
か
し
て
表
現
す
る

O
四
時
間
目
音
読
(
夏
草
)
↓
鑑
賞
↓
味
わ
い
を
リ
ズ
ム
に
生
か
し
て

表
現
す
る

大
村
は
ま
は
、
暗
請
か
ら
読
み
、
鑑
賞
か
ら
表
現
へ
と
い
う
順
で
指
導
し

て
い
る
。
表
現
さ
せ
る
場
合
も
、
二
待
問
目
に
は
「
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
」
。

三
時
間
目
に
は
「
味
わ
い
を
生
か
し
て
」
、
四
時
間
目
に
は
「
味
わ
い
を
リ

ズ
ム
に
生
か
し
て
」
と
い
う
各
時
間
ご
と
の
目
あ
て
を
明
確
に
示
し
、
ス
モ

ー
ル
ス
テ
ッ
ブ
を
積
み
重
一
ね
る
段
階
的
な
手
引
き
を
行
っ
て
い
る
。

資
料

1
波
線
①
④
の
よ
う
に
、
学
習
者
は
、
「
な
ん
だ
か
と
て
も
気
に
い

っ
た
」
「
な
ん
と
な
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
」
と
、
芭
蕉
俳
句
の
価
値
を
直
観

的
に
感
じ
取
り
、
作
品
世
界
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
な

ん
と
な
く
だ
け
れ
ど
も
い
い
な
あ
」
と
感
じ
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

「
味
わ
う
の
は
大
変
だ
け
ど
、
な
ん
と
な
く
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と

い
う
感
覚
的
、
直
観
的
な
味
わ
う
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
層
の
作
品
価
値
の

内
面
化
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
質
の
よ
い
音
読
、
暗
唱
を
重
ね
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
教
師
が
読
み
、
生
徒
が
読
み
、
暗
唱
を
す
る
。
古
典
の
リ
ズ
ム
、

響
き
に
直
接
、
繰
り
返
し
触
れ
る
学
習
で
あ
る
。

こ
の
段
階
が
あ
っ
て
、
二
時
間
目
の
「
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
、
ひ
と
ま
と

ま
り
の
表
現
に
」
の
学
習
の
質
が
保
障
さ
れ
る
。
単
に
単
語
を
出
す
こ
と
に

と
ど
ま
ら
ず
に
、
ま
た
「
風
ひ
と
つ
ふ
か
ず
」
と
現
象
だ
け
を
捉
え
る
の
で

は
な
く
、
「
こ
の
世
に
生
き
る
も
の
が
い
な
い
か
の
よ
う
に
風
ひ
と
つ
ふ
か

ず
」
と
、
「
し
づ
か
さ
や
」
の
世
界
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
表
現
と
し
て
言
誼
同

化
し
て
い
く
。
学
習
者
が
独
力
で
は
難
し
い
こ
の
段
階
を
、
大
村
は
ま
は
一

斉
指
導
で
行
っ
て
い
る
。
指
導
者
が
学
習
者
か
ら
表
現
を
引
き
出
し
、
他
の

学
習
者
の
表
現
と
繋
げ
た
り
広
げ
た
り
し
な
が
ら
、
ク
ラ
ス
全
体
で
共
有
す

る
も
の
と
し
て
い
く
。
学
習
者
が
作
成
し
た
口
語
詩
作
品
の
中
に
は
、
二
時

間
目
で
出
た
表
現
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
り
、
一
部
を
加
工
し
て
自
作
の
中
に

取
り
入
れ
た
も
の
が
多
い
。
学
習
者
ひ
と
り
ひ
と
り
が
好
き
な
一
句
を
選
び

口
語
詩
作
成
を
個
別
で
行
う
学
習
で
は
あ
る
が
、
二
時
間
目
の
協
同
の
言
語

5 -



化
が
個
別
の
詩
制
作
を
下
支
え
し
て
い
る
。
一
句
一
句
を
味
わ
い
、
そ
れ
を

自
分
の
表
現
と
し
て
い
く
前
段
階
の
創
造
の
準
備
段
階
が
、
先
の
観
点
②
「
表

現
法
」
「
文
化
の
歴
史
的
な
持
続
性
の
感
覚
を
じ
か
に
獲
得
す
る
」
、
観
点

③
「
共
同
性
」
」
「
言
語
共
同
体
へ
の
帰
属
意
識
」
を
獲
得
す
る
過
程
と
な

っ
て
い
る
。

副
教
材
と
し
て
学
習
を
支
え
た
の
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
①
語
釈
や
俳
句

に
よ
ま
れ
た
土
地
の
歴
史
的
背
景
、
芭
蕉
の
推
敵
の
あ
と
が
書
か
れ
た
プ
リ

ン
ト
。
②
毎
週
発
行
の
「
国
語
教
室
通
信
」
(
大
村
は
ま
作
成
)
。
国
語
教

室
通
信
に
は
、
本
単
元
の
開
始
前
か
ら
単
元
終
了
ま
で
、
芭
蕉
の
「
し
ず
か

さ
や
」
の
句
が
で
き
る
ま
で
、
「
日
本
の
こ
と
ば
の
美
し
さ
」
(
令
子
光
晴
)
、

論
語
の
紹
介
な
ど
の
古
典
関
連
記
事
が
毎
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
後
に
詳
し
く

考
察
す
る
、
「
日
本
の
こ
と
ば
」
に
対
す
る
学
習
者
の
認
識
の
深
ま
り
に
は
、

陸
語
教
室
通
信
の
影
響
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

筆
者
が
提
案
す
る
「
古
典
で
身
に
付
け
た
い
力
」
構
造
化
案
の
観
点
①
か

ら
④
ま
で
が
総
合
的
に
育
成
さ
れ
る
学
習
が
成
立
し
て
い
る
。

4

口
語
詩
作
品

学
習
者
が
実
際
に
口
語
詩
を
作
成
す
る
手
引
き
と
し
て
、
「
復
習
の
た
め

の
手
引
き
プ
リ
ン
ト
」
終
末
部
に
示
さ
れ
た
大
村
は
ま
の
模
範
例
が
あ
る
。

資
料

2

大
村
は
ま
の
口
語
詩
模
範
例

-
夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
が
夢
の
あ
と

ぼ
う
ぼ
う
と
茂
る
夏
草

み

ど

り

み

ど

り

一
面
の
夏
草

そ
の
昔

つ
わ
も
の
の

き
そ品

腕
い
ム
口
い

戦
い

争
い

そ
し
て
、
ほ
ろ
び
た
と
こ
ろ

今

、

全

て

消

え

て

た

だ

夏

草

大
村
は
ま
の
模
範
例
は
、
平
易
な
用
語
で
、
口
語
詩
制
作
へ
の
抵
抗
感
を

や
わ
ら
げ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
質
は
高
い
。
「
み
ど
り
み
ど
り
」

で
青
々
と
し
た
夏
草
が
風
に
波
う
っ
て
う
ね
っ
て
い
る
よ
う
な
動
き
の
あ
る

景
色
が
広
が
る
。
そ
の
景
に
、
「
競
い
合
い
」
「
戦
い
」
「
争
い
」
の
三
つ
の

こ
と
ば
が
、
古
戦
の
激
し
さ
を
実
感
さ
せ
る
。
芭
蕉
、
が
「
見
え
な
い
も
の
」

を
見
た
景
で
あ
る
。
「
た
だ
夏
草
」
で
全
て
は
幻
と
し
て
消
え
、
ま
た
も
と

の
緑
一
面
の
景
と
な
る
。
「
夏
草
や
」
を
生
ん
だ
芭
蕉
の
心
の
動
き
が
見
え

る
模
範
例
で
あ
る
。
「
先
生
が
つ
く
っ
た
詩
が
と
て
も
い
い
」
と
い
う
先
の

学
習
者
の
感
想
は
、
学
習
者
の
口
語
詩
作
成
を
支
え
た
で
あ
ろ
う
。
学
習
者

の
口
語
詩
は
三
二
作
品
が
残
さ
れ
、
ク
ラ
ス
詩
集
が
作
成
さ
れ
た
。

資
料

3

作
品

a
(
O
M
さ
ん
)

・
し
づ
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
せ
み
の
声

ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え
っ
た
山

ま
る
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
に

ま
っ
た
く
の
静
寂

そ
の
中
で
一
筋
に
ひ
び
く
せ
み
の
声

6 



深

く

深

く

心

の

奥

ま

で

岩

の

中

ま

で

も

す
き
と
お
っ
て
し
ま
う
よ
う

感
動
の
一
瞬
が
通
り
す
ぎ

ふ
た
た
び
わ
れ
に
帰
る

あ
た
り
は
ひ
っ
そ
り
と
し
ず
ま
り
か
え
っ
て
い
る

資
料

4

作
品

b
(
F
R
さ
ん
)

・
し
づ
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
せ
み
の
声

療

と

し

て

静

ま

り

た

る

全

山

風
も
な
く

動
く
も
の
ひ
と
つ
と
し
て
な
し

せ
み
が
鳴
き
だ
す

そ
の
声
に
こ
た
え
る
も
の
な
し

岩
に
浸
透
す
る
か
の
ご
と
く

同
じ
芭
蕉
の
原
作
を
口
語
詩
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
作
品

a
は
口
語
表
現

を
用
い
、
せ
み
が
鳴
き
出
す
前
の
静
寂
か
ら
、
せ
み
の
声
が
や
み
、
再
び
静

寂
に
戻
る
ま
で
を
神
聖
な
時
間
の
流
れ
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
「
ひ
っ
そ
り

と
」
「
ま
っ
た
く
の
」
「
す
き
と
お
っ
て
し
ま
う
よ
う
」
な
ど
の
ひ
ら
が
な

表
記
と
ゆ
っ
た
り
と
し
た
語
感
か
ら
、
詩
全
体
か
ら
受
け
る
印
象
は
優
し
く

柔
ら
か
い
。
そ
れ
に
対
し
て
作
品

b
は
、
文
語
的
な
表
現
を
用
い
て
、
せ
み

が
鳴
き
だ
し
た
瞬
間
に
焦
点
を
当
て
て
口
語
詩
化
し
、
鋭
い
感
じ
を
受
け
る
。

河
じ
原
作
か
ら
作
ら
れ
た
口
語
詩
で
も
、
学
習
者
に
よ
っ
て
受
け
取
っ
た
も

の
や
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
。

学
習
者

A

(
作
品

b
)

は
学
習
記
録
の
あ
と
が
き
に
、
「
口
語
詩
を
書
き

は
っ
ぴ
ょ
う
し
あ
っ
た
。
み
な
ど
の
作
品
も
、
個
性
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
(
中
略
)
こ
の
単
元
は
ま
っ
た
く
創
作
意
欲
を
そ
そ
ら
せ
る
も
の
で

あ
り
、
楽
し
く
、
ま
た
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
記
し
て
い
る
。
学

習
者
の
個
性
が
そ
の
ま
ま
作
品
の
個
性
に
な
る
。
し
か
し
、
と
れ
は
原
作
の

懇
意
的
な
読
み
、
理
解
か
ら
生
ま
れ
た
違
い
で
は
な
い
。
一
句
一
句
の
丁
寧

な
読
み
味
わ
い
、
鑑
賞
の
共
有
か
ら
生
ま
れ
た
違
い
で
あ
る
。
原
作
の
世
界

を
共
有
し
、
共
に
読
み
深
め
て
き
た
後
に
制
作
し
た
口
語
詩
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
個
性
的
な
表
現
が
あ
り
、
口
語
詩
ご
と
に
異
な
る
作
品
世
界
が
成
立
し
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
学
習
者
は
口
語
詩
を
読
み
合
い
、
相
互
交
流
す
る
こ
と
が

楽
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
典
を
楽
し
み
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
と
と
ば
を
生

み
だ
す
場
が
成
立
し
て
い
る
。
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四

結
晶
聞
と
今
後
の
標
題

別
の
学
習
者

B
は
、
本
単
一
万
で
の
学
習
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

資
料

5

学
習
記
録
あ
と
が
き

作
文
と
古
典
、
両
方

E
も
、
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
古
典
は
、
は
じ
め
そ

の
名
前
だ
け
か
ら
、
か
た
苦
し
く
、
む
ず
か
し
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。

そ
う
で
な
か
っ
た
と
は
、
言
え
な
い
が
、
私
が
考
え
て
い
た
よ
り
も
、
や

り
や
す
か
っ
た
。
日
本
の
文
学
だ
か
ら
と
そ
、
で
き
る
。
と
い
う
よ
う
な

点
に
、
い
く
つ
も
、
ぶ
つ
か
っ
た
。
一
っ
か
、
二
つ
の
こ
と
ば
の
違
い
に

よ
っ
て
、
も
う
、
気
持
ち
が
、
少
し
ず
つ
ち
が
っ
て
く
る
。
と
の
細
や
か



な
表
現
に
は
、
た
だ
驚
い
た
。
そ
ん
な
園
、
日
本
で
自
分
が
、
生
ま
れ
た

こ
と
を
、
ほ
こ
り
に
思
う
。
た
だ
、
今
頃
、
そ
の
細
や
か
さ
、
ふ
し
ぎ
さ

が
、
失
わ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
な
ら
な
い
。
残
念
だ
と
思
う
。

学
習
者
は
、
心
の
有
様
ま
で
も
変
化
さ
せ
る
言
語
の
は
た
ら
き
に
気
づ

い
て
い
る
。
学
習
者
は
本
単
元
で
の
学
習
に
よ
り
、
言
語
へ
の
認
識
を
深
め
、

そ
れ
を
生
み
だ
し
た
「
日
本
の
文
学
」
や
自
分
が
生
ま
れ
た
国
へ
の
ほ
こ
り

を
感
じ
る
と
同
時
に
、
現
代
と
い
う
時
代
や
社
会
、
さ
ら
に
は
、
現
代
の
言

語
生
活
を
相
対
化
し
、
批
判
的
に
見
る
目
を
養
っ
た
。
観
点
④
の
力
で
あ
る
。

本
単
元
は
、
筆
者
が
提
案
す
る
困
層
の
「
古
典
で
身
に
付
け
た
い
力
」
を

総
合
的
に
育
成
し
た
典
型
的
な
実
践
事
例
で
あ
る
。
教
科
書
教
材
を
そ
の
ま

ま
用
い
る
場
合
で
も
、
中
核
教
材
の
選
定
、
学
習
す
る
順
、
学
習
課
題
の
設

定
、
課
題
に
取
り
組
む
過
程
で
の
細
や
か
な
指
導
者
の
手
立
て
な
ど
、
大
村

は
ま
実
践
に
学
ぶ
こ
と
は
多
い
。

古
典
学
習
の
意
義
や
必
要
性
が
実
感
さ
れ
に
く
く
、
古
典
の
授
業
を
好
き

に
な
れ
な
い
学
習
者
も
、
上
の
四
観
点
か
ら
の
国
語
学
力
が
身
に
付
い
た
と

実
感
さ
れ
る
と
き
、
古
典
学
習
を
好
き
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
古
典
学
習

で
身
に
付
け
た
い
力
を
明
確
に
し
た
、
学
ぶ
意
義
が
実
感
で
き
る
古
典
学
習

指
導
の
実
践
事
例
研
究
を
今
後
も
継
続
し
て
行
っ
て
い
き
た
い
。

注
(
l
)

『
月
刊
国
語
教
育
』
(
東
京
法
令
)
お
よ
び
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』

(
明
治
図
書
)
は
、
平
成
二

O
年
一
月

1
平
成
一
二
年
二
一
月
ま
で
。

『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
(
日
本
国
語
教
育
学
会
刊
)
は
、
平
成
二

一
年
一
月

l
平
成
二
三
年
六
月
ま
で
を
調
査
対
象
と
し
た
。

(
2
)

左
近
妙
子
「
古
典
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
国
語
学
力
」
『
戦
後
教
育

観
か
ら
の
脱
皮
国
語
科
を
ど
う
変
え
る
か
』
平
成
二
一
年
明
治
図

書
(
『
教
育
科
学
国
語
教
育
二

O

O
九
年
五
月
号
人
事
増
刊
号
、
九

八
頁

1
一
O
O
頁
』
)

(
3
)

堀
江
祐
爾
「
『
文
化
』
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
『
国
語
学
力
』
と
評
価

の
留
意
点
」
『
戦
後
教
育
観
か
ら
の
脱
皮
国
語
科
を
ど
う
変
え
る

か
』
平
成
二
一
年
明
治
図
書
(
『
教
育
科
学
国
語
教
育
三

O
O
九
年

五
月
号
人
事
増
刊
号
、
八
三
頁

1
八
五
頁
』
)

(
4
)

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
『
国
語
科
教
育
研
究
』
平
成
三
四
年
第
一

二
三
四
富
山
大
会
研
究
発
表
要
旨
集
(
二
八
=
一
頁

1
二
八
六
頁
)

(
5
)

大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室
第
三
巻
古
典
に
親
し
ま
せ
る
学

習
指
導
』
昭
和
五
十
八
年
筑
摩
書
一
民
(
二
九
七
頁

1
一
二
一
二
五
頁
)

(
6
)

望
月
敬
幸
『
中
学
校
に
お
け
る
古
典
指
導
の
研
究
』
(
修
士
論
文
平

成
五
年
鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
)

(
7
)

佐
々
木
勝
司
可
中
学
校
に
お
け
る
古
典
指
導
の
研
究

I
』
(
修
士
論

文
平
成
六
年
鳴
門
教
育
大
晶
子
大
学
院
)

(
8
)

学
習
記
録
番
号

(
4
3
3
2
E
2
0
)
(
鳴
教
大
大
村
は
ま
文
庫
)

(
9
)

学
習
記
録
番
号

(
4
3
3
2
E
2
0
)
(
鳴
教
大
大
村
は
ま
文
庫
)

(
川
)
学
習
記
録
番
号

(
4
3
3
2
E
2
0
)
(
鳴
教
大
大
村
は
ま
文
庫
)

【
附
記
】
本
研
究
は
科
学
研
究
費
(
研
究
ス
タ
ー
ト
支
援
、
課
題
番
号

2

4

8
3
0
0
5
5
)

の
助
成
を
受
け
て
い
ま
す
。

(
ば
ん
ど
う
・
と
も
と
/
山
口
大
学
教
育
学
部
)
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