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■
「
教
養
」
は
そ
も
そ
も
役
に
立
た
な
い
■

│
│
日
本
に
お
い
て
「
教
養
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　

今
日
い
う
よ
う
な
教
養
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
大
正
時

代
で
す
ね
。
大
正
中
頃
か
ら
新
し
い
旧
制
高
等
学
校
が
た
く

さ
ん
で
き
た
の
で
す
。
そ
の
旧
制
高
等
学
校
は
外
国
語
の
教

育
を
最
優
先
し
た
。
特
に
英
語
と
ド
イ
ツ
語
を
中
心
と
し
て
、

多
く
の
時
間
数
を
外
国
語
学
習
に
費
や
し
た
。
そ
の
語
学
力

を
背
景
と
し
た
、
主
に
文
学
や
哲
学
な
ど
の
文
科
系
の
知
識

に
よ
っ
て
、
人
間
的
理
解
力
を
伸
ば
す
。
そ
う
い
う
教
育
を

受
け
た
人
た
ち
が
昭
和
の
初
め
頃
か
ら
出
て
き
て
、
教
養
と

い
う
こ
と
を
非
常
に
大
事
に
し
た
。

　

具
体
的
に
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
外

国
系
の
広
い
知
識
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
教
養
と
さ
れ
た
。

で
す
か
ら
、
は
っ
き
り
言
え
ば
役
に
立
た
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
教
養
教
育
は
、
元
を
た
だ
せ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
・

ア
ー
ツ
、
リ
ベ
ラ
ル
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
こ
れ
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
こ
の
リ
ベ

ラ
ル
と
い
う
の
は
、
今
の
「
自
由
」
と
は
意
味
が
違
う
。

　

当
時
は
い
わ
ゆ
る
奴
隷
と
自
由
人
が
い
て
、
奴
隷
が
生
産

活
動
を
し
、
自
由
人
は
生
産
活
動
を
し
な
い
。
自
由
人
は
時

間
が
あ
る
か
ら
、
知
的
な
遊
戯
と
し
て
学
問
を
や
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
人
間
性
を
高
め
よ
う
と
考
え
た
。自
由
七
科（
文
法
、

論
理
学
、
修
辞
学
、
数
学
、
幾
何
学
、
音
楽
、
天
文
学
）
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
で
盛
り
返
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
養
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
初
め
か
ら
前
提
と
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
働
く
必
要
が
な
い
人
間
の
学
問
で
し
た
。

■
教
養
主
義
vs.
実
用
主
義
・
専
門
主
義
■

　

日
本
で
は
戦
後
、
新
制
大
学
が
発
足
し
た
と
き
に
、
専
門

課
程
の
準
備
段
階
と
し
て
教
養
課
程
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の

頃
大
学
に
い
た
教
員
の
大
部
分
が
旧
制
高
等
学
校
出
身
で
、

大
正
の
教
養
教
育
を
受
け
て
い
る
。
教
養
課
程
が
設
置
さ
れ

た
の
は
、
ご
く
自
然
な
流
れ
で
し
た
。　

　

こ
う
し
て
教
養
が
大
学
で
制
度
化
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、

一
般
教
養
な
ど
と
い
っ
て
英
語
の
小
説
を
少
し
か
じ
っ
た
と

こ
ろ
で
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
そ
れ
よ
り
早
く
論
文
を

書
け
る
よ
う
な
英
語
を
学
ば
せ
ろ
、
な
ど
と
、
特
に
理
系
の

教
師
や
専
門
課
程
の
教
師
か
ら
攻
撃
さ
れ
ま
し
た
。
一
般
社

会
か
ら
も
、
も
っ
と
役
に
立
つ
英
語
を
身
に
つ
け
ろ
と
い
う

風
当
り
が
強
か
っ
た
。

　

教
養
と
い
う
の
は
批
判
さ
れ
る
と
守
り
に
く
い
。
結
局
、

外
国
文
化
を
背
景
と
す
る
教
養
主
義
は
、
実
用
主
義
と
専
門

主
義
の
ふ
た
つ
に
負
け
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
大
正
か
ら

続
い
た
、
外
国
語
、
外
国
文
化
を
中
心
と
す
る
教
養
は
、
昭

和
三
〇
年
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
衰
退
し
ま
し
た
。

■
国
語
科
か
ら
考
え
る
「
新
し
い
教
養
」
■

│
│
教
養
主
義
が
衰
退
し
た
今
日
、
新
し
い
教
養
、
こ
れ
か
ら
の

教
養
、
と
い
っ
た
も
の
を
求
め
る
風
潮
も
感
じ
ま
す
。
国
語
科
と

し
て
は
そ
の
こ
と
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

　

現
代
社
会
は
非
常
に
実
利
的
、
経
済
的
、
技
術
的
に
な
っ

て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
仕
事
は
し
な
い
」
と
悠
々
と
し

て
生
き
て
い
る
人
は
、
今
の
世
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

で
す
か
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が

変
わ
る
必
要
が
あ
る
。

　

長
い
間
国
語
を
勉
強
し
た
の
に
、
手
紙
を
書
け
な
い
と
か
、

ろ
く
に
書
類
を
読
め
な
い
と
か
、
も
っ
と
役
に
立
つ
言
葉
の

教
育
を
や
れ
、
と
い
う
批
判
に
、
答
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

　

教
養
が
現
代
社
会
で
評
価
さ
れ
る
に
は
、
知
識
を
増
や
し

て
喜
ぶ
と
い
う
教
養
で
は
駄
目
で
す
。
そ
れ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
が
や
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
知
識
の
あ
る
こ
と
が
教
養
だ
と

し
た
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
大
教
養
人
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
人
間
は
か
な
い
ま
せ
ん
。

　

そ
う
で
は
な
く
て
、
生
き
て
い
く
力
、
例
え
ば
失
敗
を
し

た
と
き
ど
う
対
処
す
る
か
と
い
う
力
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
も
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
、
言
葉

を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
競
争
社
会

に
お
い
て
大
切
な
力
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

人
間
が
生
き
て
い
く
力
、
生
活
、
生
産
、
そ
う
い
う
も
の

を
教
養
は
こ
れ
ま
で
毛
嫌
い
し
て
き
た
。
今
の
社
会
の
情
勢

を
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
教
養
は
力
を
も
ち
ま
せ
ん
。
そ

う
で
な
く
て
、
専
門
と
は
違
っ
た
意
味
で
、
教
養
が
生
き
る

力
を
高
め
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
価
値
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
国
語
で
文
章
を
解
釈
す
る
努
力
を
し
て
い
る

と
、
頭
の
中
に
あ
る
種
の
新
し
い
力
が
は
た
ら
い
て
、
自
然

科
学
を
学
ぶ
に
し
て
も
、
政
治
を
や
る
に
し
て
も
、
商
売
を

す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
支
え
る
力
と
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、

放
っ
て
お
い
て
も
、「
ぜ
ひ
学
ぼ
う
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
日
本
の
国
語
教
育
で
は
「
話
す
」「
聞
く
」
と
い
う

能
力
を
、
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

読
み
書
き
よ
り
も
「
話
す
」「
聞
く
」
こ
と
の
ほ
う
が
生
活
に

近
く
、は
る
か
に
重
要
性
が
高
い
。
学
習
指
導
要
領
で
は
「
話

す
、
聞
く
、
書
く
、
読
む
」
の
四
領
域
を
平
行
し
て
身
に
つ

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉

英
文
学
者
、
評
論
家

外
山
滋
比
古

（
と
や
ま
　
し
げ
ひ
こ
）

国
語
が
担
う

こ
れ
か
ら
の
教
養
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け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
が
、
そ
れ
が
実
現
で
き

て
い
な
い
の
は
、
反
省
す
る
べ
き
で
す
。

　

生
き
て
い
く
力
と
し
て
の
国
語
力
を
考
え
る
な
ら
ば
、
当

然
、「
話
す
」「
聞
く
」
力
を
学
校
教
育
の
中
で
ど
う
位
置
づ

け
て
い
く
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
の

文
字
中
心
の
教
育
と
、「
話
す
」「
聞
く
」
教
育
を
、
ど
う
融

合
さ
せ
て
い
く
か
。
大
き
な
問
題
で
す
。

■
危
機
を
乗
り
越
え
る
力
と
国
語
教
育
■

　

大
正
教
養
主
義
の
時
代
に
は
、
一
部
の
文
化
人
が
も
て
は

や
さ
れ
ま
し
た
が
、
本
当
の
意
味
の
学
力
、
生
き
る
力
を
身

に
つ
け
た
人
は
、
松
下
幸
之
助
に
し
て
も
、
本
田
宗
一
郎
に

し
て
も
、
ろ
く
に
学
校
も
行
か
ず
、
苦
労
し
て
、
経
験
か
ら

学
ん
だ
。
そ
う
い
う
叩
き
上
げ
の
人
の
生
き
方
の
密
度
と
、

外
国
の
本
を
辞
書
を
引
き
な
が
ら
読
む
生
活
の
密
度
と
は
、

全
然
違
い
ま
す
。

　

競
争
社
会
で
は
必
ず
負
け
る
人
が
出
て
き
ま
す
。
負
け
た

時
に
く
じ
け
て
し
ま
う
か
、
新
し
い
光
を
求
め
て
立
ち
上
が

っ
て
、
前
を
向
い
て
歩
い
て
い
く
か
。
現
実
に
お
け
る
危
機

を
乗
り
越
え
る
力
が
大
切
で
す
。
こ
れ
は
、
知
識
で
は
な
く
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
ね
。
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
つ
く
る
力
。

そ
れ
を
学
校
教
育
の
中
で
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

た
ら
、
や
っ
ぱ
り
国
語
で
し
ょ
う
。

　

言
葉
は
一
人
一
人
の
人
間
力
、
生
き
る
力
を
支
え
、
心
を

支
え
る
。
た
と
え
ば
、
し
っ
か
り
し
た
国
語
教
育
を
受
け
て

い
れ
ば
簡
単
に
自
殺
な
ん
か
し
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
実
際
的
、
実
利
的
な
社
会
で
も
国
語
の
教
育
は
十
分

価
値
が
あ
り
ま
す
。
社
会
科
や
数
学
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

生
き
る
力
と
し
て
最
も
有
効
な
の
は
言
葉
の
教
育
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
語
教
育
は
教
育
の
中
核
的
な
役

割
を
果
た
せ
る
は
ず
で
す
。

■
言
葉
の
教
養
が
思
考
・
発
想
を
つ
く
る
■

│
│
教
養
主
義
で
は
理
科
系
が
排
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
理
科
系
の
学
生
に
対
す
る
言
葉
の
教
育
も
必
要
で
す
。

　

教
養
に
対
す
る
「
無
駄
だ
」「
役
に
立
た
な
い
」
と
い
う
批

判
は
、
理
科
系
の
人
び
と
や
実
業
界
か
ら
で
す
が
、
彼
ら
は
、

言
葉
と
い
う
も
の
に
あ
ま
り
価
値
を
認
め
て
い
な
い
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
ま
す
。
文
科
系

の
教
養
が
み
な
飾
り
物
に
見
え
て
し
ま
う
の
は
、
彼
ら
が
初

め
か
ら
、
専
門
的
、
実
用
的
な
知
識
ば
か
り
を
追
求
し
て
い

る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
日
本
の
理
科
系
の
教
育
で
、
本
当
の
意
味
で
優
れ

た
新
し
い
こ
と
を
考
え
だ
す
力
を
養
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、

必
ず
し
も
そ
う
な
っ
て
い
な
い
。
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
も
、

外
国
へ
行
っ
て
外
国
か
ら
刺
激
を
受
け
た
人
が
多
い
。

　

外
国
の
教
育
に
頼
ら
ず
に
世
界
的
な
業
績
を
上
げ
た
人
と

し
て
は
、
湯
川
秀
樹
さ
ん
く
ら
い
で
す
。
彼
の
場
合
は
ち
ょ

っ
と
ユ
ニ
ー
ク
で
、
外
国
の
教
養
で
は
な
く
、
漢
文
の
教
養

が
も
の
を
言
っ
た
の
で
す
。
祖
父
の
手
ほ
ど
き
で
、
幼
い
頃

か
ら
漢
文
の
暗
唱
を
さ
ん
ざ
ん
や
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
が
言
語

的
基
盤
に
あ
る
か
ら
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

語
系
の
言
葉
か
ら
生
ま
れ
る
思
考
法
と
は
発
想
が
違
う
の
で

す
。
そ
れ
で
、
彼
が
考
え
た
中
間
子
は
前
人
未
到
の
も
の
に

な
っ
た
。

　

思
考
法
や
発
想
法
の
軸
を
形
成
す
る
と
い
う
意
味
で
、
言

葉
の
教
養
と
い
う
の
は
き
わ
め
て
大
事
で
す
。

■
新
し
い
も
の
を
生
み
出
し
た
漢
文
の
教
養
■

│
│
今
日
で
は
漢
文
の
教
育
に
時
間
を
あ
ま
り
割
け
な
く
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。

　

明
治
の
頃
に
、
外
国
か
ら
き
た
言
葉
を
次
々
と
日
本
語
に

変
え
た
。
こ
れ
は
み
ん
な
漢
学
者
で
し
た
。
漢
字
漢
文
の
素

養
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
明
治
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
を

咀
嚼
し
、
基
本
的
な
概
念
を
全
部
漢
字
に
よ
っ
て
日
本
で
作

っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。
外
来
の
も
の
、

新
し
い
も
の
を
、
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
た
の
は
す
ご
い
創

造
力
。
そ
れ
は
、
湯
川
秀
樹
さ
ん
の
新
し
い
も
の
を
生
み
出

す
力
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
は
、
新
聞
を
見
る
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
ば
か
り
で
す
。

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
な
ど
と
書
い
て
あ
っ
て
も
、
誰
も
意
味
が
わ
か
ら

な
い
。
そ
れ
で
賛
成
と
か
反
対
と
か
言
っ
て
も
仕
方
が
な
い
。

明
治
の
人
な
ら
き
っ
と
、
簡
潔
明
瞭
な
漢
語
を
作
っ
た
で
し

ょ
う
ね
。
い
ま
の
日
本
人
は
言
葉
の
力
が
弱
い
。

■
古
典
を
守
る
の
で
は
な
く
変
え
て
い
く
■

│
│
古
典
離
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

　

古
典
が
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
の
人
間
力
に
な
る
か
を
考
え

な
い
と
、
い
く
ら
読
ん
で
も
仕
方
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
千

年
前
に
書
か
れ
た
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
、
現
代
の
社
会

に
ど
う
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

古
典
は
作
者
が
作
る
の
で
は
な
い
。
後
の
時
代
の
人
が
形

成
し
た
も
の
で
す
。『
源
氏
物
語
』
を
古
典
に
し
た
力
は
、
だ

い
た
い
鎌
倉
期
に
あ
る
。
そ
れ
以
降
、
本
居
宣
長
の
時
代
、

谷
崎
潤
一
郎
が
現
代
語
訳
し
た
時
代
、
そ
し
て
現
代
。
そ
れ

ぞ
れ
に
、『
源
氏
物
語
』
の
意
義
は
違
う
は
ず
で
す
。
そ
う
い

う
こ
と
を
考
え
ず
に
、
た
だ
古
典
を
あ
り
が
た
が
る
だ
け
で

は
駄
目
で
し
ょ
う
。

　

古
典
は
い
つ
も
変
化
し
て
い
る
。
古
典
と
い
う
の
は
守
る

も
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
新
し
く
変
え
て
い
く
、
時
代
に
よ

っ
て
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
時
代
、
時
代
に
お
け
る
解

釈
力
の
問
題
な
の
で
す
。
自
分
が
生
き
て
い
る
時
代
を
正
確

に
と
ら
え
、
誠
実
に
過
去
と
向
き
合
い
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が

古
典
を
つ
く
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
意
識
を
も
つ
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
現
代
的
な
感
覚
か
ら
す
る
と
『
源
氏
物
語
』
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よ
り
も
『
枕
草
子
』
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
お
も
し
ろ
い
と

考
え
る
人
が
い
て
も
い
い
と
思
う
。
清
少
納
言
ほ
ど
知
性
が

あ
っ
て
、
あ
れ
ほ
ど
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
け
る
人
と
い
う
の
は
、

現
代
で
は
ち
ょ
っ
と
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

あ
る
時
代
が
生
み
出
し
た
古
典
が
、
次
の
時
代
に
も
生
き

る
か
も
し
れ
な
い
し
、
消
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
後

生
が
決
め
る
こ
と
で
す
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
教
科
書
に
何

を
載
せ
る
か
と
い
う
の
は
、
現
代
に
お
け
る
古
典
を
定
め
る

こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け
で
、
大
変
な
こ
と
で
す
ね
。

■
日
本
語
に
誇
り
を
も
つ
た
め
の
国
語
教
育
■

│
│
生
き
る
力
に
つ
な
が
る
教
養
を
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
作
り

出
し
て
い
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

自
分
の
言
葉
を
好
き
に
な
る
こ
と
、
国
語
を
、
母
国
語
で

あ
る
日
本
語
を
好
き
に
な
る
こ
と
で
す
。

　

言
葉
を
愛
す
る
と
い
う
の
は
、
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

で
す
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
と
、
す
ぐ
危
な
い
な
ど
と

言
う
人
も
い
ま
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
自
分
の
言

葉
を
愛
す
る
と
い
う
の
は
、
健
全
な
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
。
人
間
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
な
心
情
な
の
で
す
。

　

国
語
を
愛
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
ひ
と
つ
に
は
、

外
国
語
を
勉
強
し
て
み
る
こ
と
で
す
。
国
語
の
中
に
ど
っ
ぷ

り
つ
か
っ
て
い
て
は
本
当
の
国
語
が
わ
か
ら
な
い
。
外
国
語

と
比
較
す
る
こ
と
で
、
日
本
語
の
す
ば
ら
し
さ
が
見
え
て
き

ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
語
は
敬
語
が
非
常
に
発
達
し
て
い
る
。

敬
語
が
発
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
社
会
と
し
て

成
熟
し
て
い
る
証
拠
な
の
で
す
。
敬
語
を
使
っ
て
け
ん
か
を

す
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
敬
語
は
も
の
ご
と
を
平
和

に
運
び
、
人
間
同
士
が
親
し
み
あ
い
、
尊
敬
し
あ
う
気
持
ち

の
表
れ
で
す
。
こ
れ
は
日
本
語
が
誇
る
べ
き
こ
と
で
す
。

　

戦
後
、
敬
語
は
遅
れ
た
封
建
思
想
の
名
残
だ
な
ど
と
い
っ

て
、
敬
語
を
な
く
そ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大

変
な
愚
挙
で
す
。
一
度
な
く
な
っ
た
ら
、
敬
語
を
取
り
戻
す

の
は
大
変
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
育
で
は
、
敬
語
を
再

生
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
敬
語
は
一
種
の
言
葉
の
古

典
な
の
で
す
。
古
典
と
し
て
の
敬
語
を
、
捨
て
て
し
ま
う
の

で
は
な
く
、
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
変
え
て
い

く
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

日
本
人
が
自
分
の
国
の
言
葉
に
誇
り
を
も
ち
、
愛
情
を
も

つ
。
そ
の
た
め
に
は
、
学
校
の
先
生
が
そ
う
い
う
意
識
を
も

つ
必
要
が
あ
る
。
戦
後
の
国
語
教
育
は
無
国
籍
的
で
外
国
追

随
式
の
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
決
し
て
悪
い
こ
と
だ
け

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
日
本
人
と
し
て
日
本
語
に
誇
り
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
国
語
の
教
育
が
必
要
で
す
。
も
っ
と
日
本

語
を
大
事
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

│
│
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

（
二
〇
一
三
年
八
月
二
三
日　

大
修
館
書
店
本
社
に
て
）

外
山
滋
比
古（
と
や
ま 

し
げ
ひ
こ
）

一
九
二
三（
大
正
一
二
）│
。英
文

学
者
、評
論
家
。愛
知
県
生
ま
れ
。

主
な
著
書
―
『
日
本
語
の
論
理
』

『
こ
と
ば
点
描
』な
ど
。
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9

特集：「教養」としての言語文化

教科書教材の筆者にきく いまどきの「教養」とは？
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尼
ヶ
崎
彬 

（
あ
ま
が
さ
き　

あ
き
ら
）

一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
―
。
美
学
者
。
主
な
著
書
―
『
近
代
詩
の

誕
生
―
軍
歌
と
恋
歌
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
姿
─
─
日
本

の
レ
ト
リ
ッ
ク
」（『
現
代
文
B 

下
巻
』）

①
「
教
養
」
と
は
か
つ
て
は
知
識
で
し
た
が
、

現
在
で
は
む
し
ろ
知
識
に
つ
い
て
の
技
術

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
次
の
三
つ

で
す
。

・
一
見
正
し
い
言
葉
に
疑
問
を
も
つ
こ
と

（
問
題
発
見
能
力
）。

・
そ
れ
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
と
意

見
を
集
め
、
比
較
す
る
こ
と
（
情
報
収

集
・
整
理
能
力
）。

・
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
で
も
っ
と
も
合
理

的
と
思
え
る
仮
説
を
構
築
す
る
こ
と

（
論
理
的
思
考
力
）。

②
・ 

石
牟
礼
道
子
『
苦
海
浄
土
』（
講
談
社

文
庫
）

・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
『
想

像
の
共
同
体
』（
白
石
さ
や
＋
白
石
隆
訳  

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）

・
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
＋
テ
レ
ン

ス
・
レ
ン
ジ
ャ
ー
編『
創
ら
れ
た
伝
統
』 

（
前
川
啓
治
＋
梶
原
景
昭
訳 

紀
伊
國
屋
書

店
）

・
佐
藤
道
信
『〈
日
本
美
術
〉
誕
生
』（
講

談
社
選
書
メ
チ
エ
）

③
過
去
の
「
教
養
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
ブ
ル
デ

ュ
ー
の
言
う
「
文
化
資
本
」。
し
か
し
現

代
に
必
要
な
「
教
養
」
と
い
う
も
の
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
上
の
①
の
よ
う
な

も
の
に
な
り
ま
す
。

あ
わ
や
の
ぶ
こ 

（
あ
わ
や　

の
ぶ
こ
）

一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
―
。
異
文
化
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
主
な
著

書
―
『
逃
げ
る
男
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
空
飛
ぶ
魔
法
の

ほ
う
き
」（『
新
編
現
代
文
B
』）

①
知
識
以
前
に
感
性
を
養
う
こ
と
。
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
見
た
り
聞
い
た
り
体
験
を

し
、
感
覚
を
自
然
に
み
が
く
こ
と
。

②
夏
目
、
芥
川
な
ど
近
代
の
基
礎
的
文
学
を

よ
む
。

③
知
識
を
と
り
さ
っ
た
後
の
知
の
た
た
ず
ま

い
。
知
の
あ
り
方
。

池
上
嘉
彦 

（
い
け
が
み　

よ
し
ひ
こ
）

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
―
。
言
語
学
者
。
主
な
著
書
―
『「
ス
ル
」

と
「
ナ
ル
」
の
言
語
学
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
言
葉
に
つ

い
て
の
新
し
い
認
識
」（『
国
語
総
合
現
代
文
編
』『
精
選
国
語
総

合
』）

①
日
本
の
言
語
・
文
化
に
つ
い
て
外
国
の
人

に
も
分
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
説
明
す

る
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
。（
外
国
語

で
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
も
う

少
し
後
で
も
結
構
で
す
。）

②
具
体
的
に
す
ぐ
思
い
つ
く
よ
う
な
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
役
立
ち
そ
う
な
も

の
を
求
め
る
よ
り
は
、
日
本
の
言
語
・
文

化
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
を
対
象
化
・

相
対
化
す
る
姿
勢
で
読
ん
で
み
る
と
よ
い

で
し
ょ
う
。

③
人
に
見
せ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
人
が
感

じ
と
っ
て
く
れ
る
も
の
。
日
本
で
で
も
、

外
国
で
で
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
さ

せ
ら
れ
る
人
に
出
会
う
機
会
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
の
時
は
、
何
が
自
分
に
そ
う

感
じ
さ
せ
る
の
か
、考
え
て
み
て
下
さ
い
。

上
田
恵
介 

（
う
え
だ　

け
い
す
け
）

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
―
。
生
物
学
者
。
主
な
著
書
―
『
一
夫
一

妻
の
神
話
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
ウ
サ
ギ
の
耳
は
な
ぜ
長

い
？
」（『
新
編
現
代
文
B
』）

①
高
校
生
に
教
養
は
要
ら
な
い
。
た
だ
教
養

を
も
て
る
人
間
に
な
る
た
め
に
は
、
深
い

チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
読
書
を
し
て
欲
し

い
。

②
三
木
清
『
人
生
論
ノ
ー
ト
』

③
人
間
が
サ
ル
で
は
な
く
人
間
で
あ
る
た
め

の
最
も
大
切
な
資
質
。

内
山
節 

（
う
ち
や
ま　

た
か
し
）

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
―
。
哲
学
者
。
主
な
著
書
―
『
労
働
過
程

論
ノ
ー
ト
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
自
然
と
人
間
の
関
係
を

と
お
し
て
考
え
る
」（『
国
語
総
合 

現
代
文
編
』『
精
選
国
語
総
合
』）

①
文
章
を
書
き
な
が
ら
考
え
る
力
。

②
・
国
木
田
独
歩
『
武
蔵
野
』

・
柳
田
国
男
『
遠
野
物
語
』

・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
『
死
に
至
る
病
』

・ 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
『
読
書
に
つ
い

て
』

③
視
野
を
広
く
も
っ
て
「
常
識
」
を
疑
い
自

由
に
思
考
す
る
た
め
の
基
礎
能
力
。

加
賀
美
幸
子 

（
か
が
み　

さ
ち
こ
）

一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
―
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
。
主
な
著
書
―
『
こ

と
ば
の
心
に
耳
を
す
ま
せ
ば
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
メ
ッ

セ
ー
ジ
探
し
の
旅
」（『
新
編
国
語
総
合
』）

①
国
語
・
こ
と
ば
は
、
広
く
深
く
…
多
く
の

世
界
を
内
在
し
て
い
ま
す
。
形
だ
け
で
な

く
、
そ
の
心
と
力
を
よ
み
と
れ
る
こ
と
。

よ
み
と
り
、
考
え
、
伝
え
る
力
を
つ
け
て

ほ
し
い
。

②
人
間
の
道
の
り
を
知
り
、
日
本
語
の
豊
か

さ
、
ひ
び
き
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
古

典
を
読
み
、
親
し
ん
で
ほ
し
い
。
生
き
方

の
確
認
と
い
う
意
味
で
は
『
徒
然
草
』。

③
・
自
ら
を
知
り
、
補
っ
て
い
く
こ
と
。

・
人
間
と
は
、
生
き
る
と
は
…
広
く
見
つ

め
る
力
。

大
修
館
の
「
国
語
総
合
」「
現
代
文
B
」
教
科
書
の

教
材
を
ご
執
筆
い
た
だ
い
て
い
る
識
者
の
方
々
に
、

い
ま
ど
き
の「
教
養
」を
ど
う
考
え
る
か
、
下
の
①
〜

③
の
質
問
に
お
答
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
対
象
は
、

大
修
館
の
平
成
二
五
年
度
版
「
国
語
総
合
」
教
科
書
、お
よ
び
、

来
春
使
用
開
始
の
「
現
代
文
B
」
の
教
材
執
筆
者
で
す
。）

①
高
校
生
の
う
ち
に
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
国
語
の
「
教
養
」

と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
？

②「
教
養
」
と
し
て
高
校
生
に
読
ん
で
ほ
し
い
本
を
挙
げ
て
く

だ
さ
い
。

③「
教
養
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
、
お
考
え
な
ど
、

自
由
に
お
書
き
く
だ
さ
い
。

教科書教材の筆者にきく
� いまどきの「教養」とは？

アンケート
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特集：「教養」としての言語文化

教科書教材の筆者にきく いまどきの「教養」とは？
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①高校生のうちに身につけてほしい国語の「教養」とは、どのようなものですか？
②「教養」として高校生に読んでほしい本を挙げてください。
③「教養」という言葉に対するイメージ、お考えなど、自由にお書きください。

の
理
解
だ
ろ
う
。「
主
語
の
不
在
」
や
「
Ｓ

Ｏ
Ｖ
型
」
な
ど
の
日
本
語
の
特
性
を
他
の

言
語
の
設
計
コ
ン
セ
プ
ト
と
比
較
し
て
理

解
し
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
普
遍
的
な
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
い
た

い
。
我
々
は
国
語
で
思
考
す
る
の
で
、
そ

れ
は
自
ら
の
枠
を
知
る
こ
と
に
も
な
る

し
、
国
際
的
な
理
解
に
も
つ
な
が
る
。

②
・ 

高
島
俊
男
『
漢
字
と
日
本
人
』（
文
春

新
書
）

・
マ
ッ
テ
オ
・
モ
ッ
テ
ル
リ
ー
ニ
『
世
界

は
感
情
で
動
く
│
│
行
動
経
済
学
か
ら

み
る
脳
の
ト
ラ
ッ
プ
』（
紀
伊
國
屋
書
店
）

・
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
『
こ
れ
か
ら
の

「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
』（
ハ
ヤ
カ
ワ
・

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
庫
）

・
伊
勢
田
哲
治
『
疑
似
科
学
と
科
学
の
哲

学
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
）

③「
基
礎
教
養
」な
ら
、例
え
ば
国
語
だ
と
熟

語
や
言
い
回
し
な
ど
各
種
の
言
語
知
識
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ

り
本
質
的
な
「
知
識
を
全
て
取
り
払
っ
た

後
に
、
な
お
残
る
も
の
」を「
教
養
」
と
い

う
な
ら
、
そ
れ
は
「
哲
学
」
だ
と
思
う
。

日
本
は
「
形
か
ら
入
る
」
と
い
う
方
法
論

が
強
く
、
情
緒
偏
重
気
味
で
、
本
質
を
突

き
詰
め
る
「
哲
学
」
が
あ
ま
り
教
育
さ
れ

て
い
な
い
。
こ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
の
情
報

中
心
の
時
代
で
は
問
題
な
の
だ
。

椹
木
野
衣 

（
さ
わ
ら
ぎ　

の
い
）

一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
―
。
美
術
批
評
家
。
主
な
著
書
―
『
戦
争

と
万
博
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「『
あ
ら
わ
れ
』
と
『
消
え

去
り
』
─
─
日
本
の
ア
ー
ト
」（『
精
選
現
代
文
B
』）

①
世
界
史

②
綱
野
善
彦
『「
日
本
」
と
は
何
か
』（
講
談

社
）

③
通
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
た
め
通
念
を
習
得

す
る
こ
と
。

鈴
木
孝
夫 

（
す
ず
き　

た
か
お
）

一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
―
。
言
語
学
者
。
主
な
著
書
―
『
こ
と
ば

と
文
化
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
人
を
指
す
言
葉
─
─
自
称

詞
・
対
称
詞
・
他
称
詞
」（『
現
代
文
B 

上
巻
』）

①
例
え
ば
「
百
人
一
首
」
を
暗
記
し
て
み
る
。

後
で
い
ろ
い
ろ
役
に
立
つ
こ
と
が
分
か
る
。

②
鈴
木
孝
夫
『
日
本
語
教
の
す
す
め
』（
新

潮
新
書
）『
私
の
言
語
学
』（
大
修
館
書
店
）

③
成
人
し
た
後
、
何
か
に
つ
け
て
「
あ
れ
だ

な
」「
そ
う
だ
こ
れ
は
、
ど
こ
か
で
覚
え

た
ぞ
」
な
ど
と
頭
に
浮
か
ん
で
く
る
よ
う

な
名
文
句
や
歌
、
文
章
な
ど
が
で
て
く
る

よ
う
な
本
を
何
冊
か
読
ん
で
お
く
と
よ

い
。

竹
内
啓 

（
た
け
う
ち　

け
い
）

一
九
三
三
（
昭
八
）
―
。
経
済
学
者
。
主
な
著
書
―
『
高
度
技
術
社

会
と
人
間
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
地
球
シ
ス
テ
ム
の
中
の

人
間
」（『
精
選
現
代
文
B
』）

①
日
本
語
の
文
章
を
論
理
的
に
正
し
く
理
解

で
き
る
能
力
。

②「
古
典
」
と
さ
れ
る
大
き
な
本
（
何
で
も

よ
い
）。

③「
教
養
あ
る
人
」と
は
と
ら
わ
れ
な
い
も
の

の
見
方
が
で
き
る
人
を
意
味
す
る
と
思
う
。

柏
木
博 

（
か
し
わ
ぎ　

ひ
ろ
し
）

一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
―
。
評
論
家
。
主
な
著
書
―
『
デ
ザ
イ
ン

の
二
〇
世
紀
』。
教
科
書
収
録
教
材
…「『
し
き
り
』の
文
化
論
」（『
国

語
総
合 

現
代
文
編
』）

①
小
説
、詩
、エ
ッ
セ
イ
、評
論
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
文
章
を
読
み
、感
想
文
で
は
な
く
、自

分
の
意
見
を
論
理
的
に
述
べ
る
力
。ま
た
、

そ
の
表
現
あ
る
い
は
文
体
を
工
夫
す
る
力
。

②
・ 

寺
田
寅
彦
の
日
記
（『
寺
田
寅
彦
全
集
』

所
収
、
岩
波
書
店
）

・
夏
目
漱
石
『
心
』（『
漱
石
全
集
』
所
収
、

岩
波
書
店
）

・
宮
沢
賢
治
「
童
話
」（『
校
本
宮
澤
賢
治

全
集
』
所
収
、
筑
摩
書
房
）

・
Ｗ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン　

子

ど
も
の
た
め
の
文
化
史
』（
平
凡
社
）

・
Ｅ
・
Ｈ
・
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
『
若
い
読
者
の

た
め
の
世
界
史
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
）

③「
い
か
に
生
き
る
か
を
主
体
的
に
選
択
す

る
に
あ
た
っ
て
の
基
礎
力
」と
い
う
こ
と
、

と
い
う
の
が
よ
く
言
わ
れ
て
き
た「
教
養
」

の
意
味
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
何

か
を
明
確
に
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
時

代
に
よ
っ
て
、
語
る
人
に
よ
っ
て
意
味
が

異
な
る
言
葉
の
よ
う
に
思
え
る
。

香
山
リ
カ 

（
か
や
ま　

り
か
）

一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
―
。
精
神
科
医
。
主
な
著
書
―
『
し
が
み

つ
か
な
い
生
き
方
』な
ど
。教
科
書
収
録
教
材
…「
空
気
を
読
む
」（『
国

語
総
合 

現
代
文
編
』『
精
選
国
語
総
合
』）

①
お
と
な
に
な
っ
て
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き

に
、
問
題
を
言
語
化
し
て
整
理
し
、
解
決

の
た
め
に
参
考
に
な
る
作
品
や
文
献
な
ど

を
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
。

②
吉
野
源
三
郎『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』

③
評
価
や
成
績
と
い
っ
た
数
値
化
さ
れ
た
目

標
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
、
自
由
で
深
み
の

あ
る
知
識
。

小
関
智
弘 

（
こ
せ
き　

と
も
ひ
ろ
）

一
九
三
三
（
昭
和
八
）―
。
旋
盤
工
、作
家
。
主
な
著
書
―『
粋
な
旋

盤
工
』な
ど
。教
科
書
収
録
教
材
…「
鉄
を
削
る
」（『
新
編
現
代
文
B
』）

①
イ 
社
会
を
歴
史
的
に
み
る
目
を
も
つ
こ

と
。

　

ロ 
人
間
の
す
ば
ら
し
さ
、
多
様
さ
を
感
じ

と
れ
る
能
力
。

　

イ  

ロ
を
文
献
か
ら
学
び
と
る
能
力
。

②
イ
井
上
ひ
さ
し
『
日
本
語
教
室
』

　

ロ 
国
語
辞
典
を
、
引
く
で
は
な
く
、
読
む

本
と
し
て
、
い
つ
も
手
元
に
。

③
「
最
も
深
く
考
え
る
者
は
、
最
も
い
き
い

き
と
し
た
も
の
を
愛
す
」（
ヘ
ル
ダ
ー
リ

ン
）
と
い
う
こ
と
ば
を
、
青
春
時
代
座
右

の
銘
の
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。
い
き
い

き
と
し
て
い
な
い
教
養
な
ん
て
、
ウ
ソ
ッ

パ
チ
で
す
。

坂
村
健 

（
さ
か
む
ら　

け
ん
）

一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
―
。
情
報
工
学
者
。
主
な
著
書
―
『
ユ
ビ

キ
タ
ス
と
は
何
か
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
人
工
の
自
然
─

─
科
学
技
術
時
代
の
今
を
生
き
る
た
め
に
」（『
新
編
現
代
文
B
』）

①
③
の
考
え
に
よ
り
「
国
語
の
哲
学
」
と
言

い
換
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
日
本
語
と
い
う

も
の
の
言
語
と
し
て
の
設
計
コ
ン
セ
プ
ト
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教科書教材の筆者にきく　いまどきの「教養」とは？
アンケート

13

特集：「教養」としての言語文化

教科書教材の筆者にきく いまどきの「教養」とは？

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

①高校生のうちに身につけてほしい国語の「教養」とは、どのようなものですか？
②「教養」として高校生に読んでほしい本を挙げてください。
③「教養」という言葉に対するイメージ、お考えなど、自由にお書きください。

し
ま
っ
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
格
別
に

こ
れ
と
い
う
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③「
な
に
を
教
養
と
す
る
か
」
と
い
う
こ
と

が
判
然
と
し
な
く
て
も
、「
し
か
し
教
養

は
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
自
覚
さ

せ
る
力
が
「
教
養
」
だ
と
思
い
ま
す
。

長
谷
川
一 

（
は
せ
が
わ　

は
じ
め
）

一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
―
。
社
会
学
者
。
主
な
著
書
―
『
ア
ト
ラ

ク
シ
ョ
ン
の
日
常
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
」（『
現
代
文
B 

上
巻
』『
精
選
現
代
文
B
』）

①
読
解
力
で
す
。
読
解
力
と
は
、
わ
た
し
た

ち
が
世
界
を
諒
解
す
る
可
能
性
を
規
定
す

る
も
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
自
身
の
も

つ
読
解
力
の
限
界
を
越
え
て
物
事
を
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
も
困
っ

た
こ
と
に
、
多
く
の
ば
あ
い
、
そ
の
事
実

に
気
づ
か
ず
、
自
己
の
読
解
力
を
世
界
の

大
き
さ
と
等
し
い
と
過
誤
し
が
ち
で
す
。

　

わ
た
し
た
ち
が
、
世
界
を
よ
り
広
く
、
よ

り
深
く
、
よ
り
的
確
に
理
解
し
よ
う
と
お

も
う
の
な
ら
、
じ
ぶ
ん
自
身
の
読
解
力
を

少
し
ず
つ
で
も
着
実
に
拡
張
し
、
豊
か
に

し
て
ゆ
く
ほ
か
に
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
一
冊
で
も
多
く
の
本
を
読
み
、
多
く
の
テ

ク
ス
ト
に
触
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
さ
い

大
切
な
の
は
、
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
だ
け
に

閉
じ
た
読
書
を
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
で

す
。
な
る
べ
く
幅
広
く
大
量
に
読
む
こ
と

が
重
要
で
す
。「
乱
読
」
と
い
わ
れ
て
も

か
ま
い
ま
せ
ん
。
高
校
生
で
あ
れ
ば
、
背

伸
び
を
し
て
専
門
的
な
本
を
か
じ
る
こ
と

も
、
子
ど
も
向
け
の
本
を
あ
ら
た
め
て
読

み
な
お
す
こ
と
も
で
き
ま
す
。
一
年
間
に

せ
め
て
100
冊
く
ら
い
は
読
み
ま
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
多
読
だ
け
で
な
く
、
テ
ク
ス
ト

を
精
密
に
読
ん
で
ゆ
く
精
読
も
必
要
で

す
。
そ
れ
に
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
不
可
欠

な
の
で
す
が
、
大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
勉

強
す
れ
ば
十
分
で
す
。
高
校
生
時
代
に
培

っ
て
お
き
た
い
の
は
、
多
く
の
テ
ク
ス
ト

に
触
れ
、
読
解
力
を
養
っ
て
お
く
こ
と
。

そ
れ
が
す
べ
て
の
下
地
と
な
る
か
ら
で
す
。

③「
教
養
」
と
い
う
言
葉
に
た
い
し
て
は
、

適
度
な
距
離
を
と
っ
て
接
す
る
態
度
が
妥

当
だ
と
お
も
っ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
時
代
に
お
い
て
「
教
養
」
と
は
、
そ

れ
自
体
が
直
接
有
用
な
も
の
で
は
な
く
、

だ
か
ら
こ
そ
人
格
陶
冶
や
人
間
形
成
に
不

可
欠
な
も
の
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
昨
今

は
そ
れ
が
反
転
し
、
知
識
は
実
際
的
に
役

に
た
つ
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
知
識

は
無
駄
で
あ
る
と
い
う
実
学
的
な
考
え
が

拡
が
っ
て
い
ま
す
。

③「
教
養
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
が
唯
一

の
「
正
し
い
意
味
」
を
も
つ
と
前
提
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
社
会

的
・
文
化
的
状
況
の
な
か
で
、
ど
ん
な
立

場
の
ひ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
き
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
ら

れ
る
べ
き
だ
と
お
も
い
ま
す
。

原
研
哉 

（
は
ら　

け
ん
や
）

一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
―
。
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
。
主
な

著
書
―
『
白
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
白
」（『
国
語
総
合 

現

代
文
編
』『
精
選
国
語
総
合
』）

①
こ
と
ば
の
美
し
さ
を
解
す
る
力
。

②
兼
好
法
師
『
徒
然
草
』

③「
ひ
ら
か
れ
て
い
る
」
こ
と
。

中
村
桂
子 

（
な
か
む
ら　

け
い
こ
）

一
九
三
六
（
昭
和
一
一
）
―
。
生
命
誌
研
究
者
。
主
な
著
書
―
『
生

命
誌
の
世
界
』な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…「
虫
愛
づ
る
姫
君
」（『
現

代
文
B 

上
巻
』）

①「
美
し
い
言
葉
で
話
す
こ
と
」
こ
れ
に
尽

き
ま
す
。
美
し
い
と
は
何
か
な
ど
と
い
う

面
倒
な
こ
と
は
抜
き
に
し
て
、
誰
が
聞
い

て
も
美
し
い
と
思
え
る
言
葉
を
話
す
こ
と

で
す
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
す
べ

て
身
に
つ
け
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

②
古
典
（
昭
和
の
も
の
も
含
み
良
書
と
し
て

残
っ
て
き
た
も
の
）
の
中
か
ら
自
分
に
合

う
も
の
を
探
し
て
読
ん
で
欲
し
い
で
す
。

私
は
、
三
・
一
一
の
後
『
方
丈
記
』
を
読

み
、
天
災
・
人
災
の
続
く
中
で
、
現
場
を

訪
れ
生
き
方
を
考
え
た
著
者
に
多
く
を
学

び
ま
し
た
。
印
象
深
か
っ
た
で
す
。
出
会

い
が
大
事
で
す
。

③
教
養
は culture

、
耕
作
で
す
。
自
然
に

向
き
合
い
、
そ
こ
か
ら
学
び
、
新
し
い
も

の
を
作
り
出
し
て
き
た
人
間
の
営
み
が
そ

の
基
本
で
あ
り
、
単
に
本
を
読
む
こ
と
と

は
違
い
ま
す
。
自
然
と
の
向
き
合
い
方
を

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
先
人
に
学
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
私
た
ち
人
類
が
自
然

の
中
で
ど
う
生
き
る
か
を
考
え
て
い
く
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

西
垣
通 

（
に
し
が
き　

と
お
る
）

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
―
。
情
報
学
者
、作
家
。
主
な
著
書
―
『
ウ

ェ
ブ
社
会
を
ど
う
生
き
る
か
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
生
命

情
報
・
社
会
情
報
・
機
械
情
報
」（『
現
代
文
B 

上
巻
』）

①
コ
ト
バ
の
深
み
を
感
じ
る
能
力
。

②
少
な
く
と
も
半
世
紀
以
上
前
に
書
か
れ
、

古
典
と
よ
ば
れ
る
本
（
分
野
、
テ
ー
マ
、

著
者
を
問
わ
ず
）。

③
狭
い
利
害
得
失
を
超
え
た
長
い
射
程
の
思

考
を
汲
み
あ
げ
る
井
戸
。

野
矢
茂
樹 

（
の
や　

し
げ
き
）

一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）
―
。
哲
学
者
。
主
な
著
書
―
『
哲
学
の
謎
』

な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
猫
は
後
悔
す
る
か
」（『
現
代
文
B 

下
巻
』『
精
選
現
代
文
B
』）

①
語
学
力
と
し
て
の
日
本
語
を
し
っ
か
り
身

に
つ
け
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
「
教
養
」
と

い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
生
活
に
密
着
し
た

基
本
的
な
「
読
み
書
き
」
の
力
と
い
う
べ

き
も
の
で
し
ょ
う
が
。

②
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
よ
り
ま
す

が
、
と
も
か
く
著
者
の
考
え
が
明
確
に
追

え
る
、
そ
う
い
う
明
晰
な
文
章
を
た
く
さ

ん
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

③
教
養
は
博
覧
強
記
と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま

す
。も
の
ご
と
の
核
心
を
つ
か
み
、そ
れ
を

自
由
に
か
つ
的
確
に
使
い
こ
な
せ
る
力
で

す
。そ
の
意
味
で
、私
の
中
で
は
、教
養
と

は
す
な
わ
ち
哲
学
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

橋
本
治 

（
は
し
も
と　

お
さ
む
）

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）―
。
小
説
家
、イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
。
主
な

著
書
―『
窯
変
源
氏
物
語
』な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…「
敬
語
へ
の

自
覚
、
他
者
へ
の
自
覚
」（『
現
代
文
B 

上
巻
』『
精
選
現
代
文
B
』）

①
文
中
に
登
場
す
る
漢
字
の
意
味
を
前
後
の

関
係
で
類
推
す
る
力
で
す
。

②「
教
養
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
崩
れ
て
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教科書教材の筆者にきく いまどきの「教養」とは？

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

①高校生のうちに身につけてほしい国語の「教養」とは、どのようなものですか？
②「教養」として高校生に読んでほしい本を挙げてください。
③「教養」という言葉に対するイメージ、お考えなど、自由にお書きください。

・
そ
の
た
め
の
知
識
、人
生
観
、生
活
体
験

を
有
し
、総
合
的
に
理
解
で
き
る
能
力
。

②
・
岡
潔
『
日
本
の
こ
こ
ろ
』（
講
談
社
）

・
開
高
健
『
開
口
閉
口
』（
新
潮
文
庫
）

・
梅
棹
忠
夫
『
日
本
人
の
智
恵
』（
中
央

公
論
社
）

③
・
持
つ
の
に
時
間
が
か
か
る
。

　

・
実
体
験
が
伴
わ
な
い
も
の
は
浅
い
。

藤
原
智
美 

（
ふ
じ
わ
ら　

と
も
み
）

一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
―
。
作
家
。
主
な
著
書
―
『
暴
走
老
人
！
』

な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「『
検
索
』
時
代
に
お
け
る
読
書
」（『
新

編
現
代
文
B
』）

①
言
葉
を
通
し
て
広
く
世
界
を
み
わ
た
し
、

理
解
し
よ
う
と
す
る
意
志
そ
の
も
の
。

②
新
聞

③
教
養
主
義
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
現
代
、

人
々
は
断
片
的
な
情
報
の
消
費
や
オ
タ
ク

的
に
偏
っ
た
知
識
の
取
り
こ
み
に
終
始
し

て
い
る
気
が
し
ま
す
。

堀
田
力 

（
ほ
っ
た　
つ
と
む
）

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
―
。
弁
護
士
。
主
な
著
書
―
『
心
の
復
活
』

な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
名
の
『
無
償

財
』」（『
新
編
国
語
総
合
』）

①
一
般
新
聞
紙
一
面
掲
載
記
事
の
文
意
を
理

解
し
、
報
じ
ら
れ
た
事
象
の
社
会
的
意
義

を
述
べ
ら
れ
る
程
度
の
読
解
力
。

②
社
会
科
の
教
科
書
（
暗
記
の
対
象
と
し
て

で
な
く
、
自
分
の
理
性
と
感
性
で
理
解
す

る
対
象
と
し
て
）。

③
表
現
さ
れ
た
内
容
を
理
解
す
る
だ
け
で
な

く
、
そ
の
社
会
的
意
義
あ
る
い
は
自
分
に

と
っ
て
の
意
義
を
把
握
し
、
自
分
の
中
に

位
置
づ
け
て
は
じ
め
て
、
そ
の
表
現
に
接

し
た
意
味
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
。

四
方
田
犬
彦 

（
よ
も
た　

い
ぬ
ひ
こ
）

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
―
。
映
画
史
研
究
家
、
評
論
家
。
主
な
著

書
―
『
映
画
史
へ
の
招
待
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「『
か
わ

い
い
』
現
象
」（『
国
語
総
合 

現
代
文
編
』）

①
優
れ
た
文
語
の
文
章
を
暗
記
し
思
う
が
ま

ま
に
そ
れ
を
引
用
で
き
る
力
。（
西
欧
に

お
け
る
ラ
テ
ン
語
へ
の
言
及
を
お
考
え
下

さ
い
）。

②
誰
も
が
当
然
読
ん
で
い
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
対
話
が
で
き
る
よ
う
な
本
が
沢
山
必

要
で
す
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
。
旧
約
聖
書
。

③
自
分
の
生
業
を
越
え
て
未
知
な
る
も
の
に

敬
意
を
も
っ
て
近
づ
く
力
だ
と
思
い
ま

す
。

鷲
谷
い
づ
み 

（
わ
し
た
に　

い
づ
み
）

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
―
。
生
態
学
・
保
全
生
態
学
者
。
主
な
著

書
―
『
生
物
多
様
性
入
門
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
生
物
多

様
性
の
恩
恵
」（『
現
代
文
B 

下
巻
』）

①
自
ら
の
教
養
を
常
に
向
上
さ
せ
て
い
く
こ

と
の
で
き
る
読
書
力
と
理
解
力
を
養
う
た

め
の
意
欲
を
伴
う
親
和
性
。

②
ダ
ー
ウ
ィ
ン
『
種
の
起
源
』

③
自
然
・
社
会
を
含
む
世
界
を
し
っ
か
り
と

見
つ
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め

の
素
養
。

原
島
博 

（
は
ら
し
ま　

ひ
ろ
し
）

一
九
四
五（
昭
和
二
〇
）―
。
電
子
情
報
工
学
者
。
主
な
著
書
―『
顔

学
へ
の
招
待
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の

顔
」（『
国
語
総
合 

現
代
文
編
』『
精
選
国
語
総
合
』）

①
人
は
言
語
に
よ
っ
て
、
思
考
し
、
対
話
し
、

表
現
し
ま
す
。
ま
た
先
人
の
知
に
触
れ
ま

す
。国
語
は
そ
の
能
力
を
身
に
つ
け
ま
す
。

そ
れ
は
す
べ
て
教
養
の
源
で
す
。
特
に
表

現
す
る
能
力
は
大
切
で
す
。
高
校
生
の
う

ち
に
身
に
つ
け
て
ほ
し
く
思
い
ま
す
。

②
ま
ず
は
本
屋
に
行
く
こ
と
を
勧
め
ま
す
。

そ
こ
は
教
養
の
宝
庫
で
す
。
そ
こ
で
純
粋

な
好
奇
心
か
ら
興
味
を
持
っ
た
本
を
見
つ

け
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
教

養
に
な
り
ま
す
。
教
養
を
身
に
つ
け
る
た

め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
す
ぐ
に
役
に
た
つ
知
識
は
教
養
と
は
言
い

ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
か
つ
て
は

ラ
テ
ン
語
を
読
め
る
こ
と
が
教
養
人
の
資

格
で
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
役
に
た
た

な
い
こ
と
の
大
切
さ
を
知
っ
て
い
る
こ

と
、
そ
れ
が
教
養
で
す
。

坂
東
眞
理
子 

（
ば
ん
ど
う　

ま
り
こ
）

一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
―
。
評
論
家
。
主
な
著
書
―
『
女
性
の
品

格
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
稼
ぐ
だ
け
が
目
的
か
」（『
新
編

現
代
文
B
』）

①
読
む
量
を
ふ
や
す
（
大
部
の
本
、
大
量
の

情
報
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
下
さ
い
）。
歴

史
を
知
る
。

②
・ 

ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ

ス
ト
フ
』

・
塩
野
七
生
『
ロ
ー
マ
人
の
物
語
』

・『
日
本
の
歴
史
』（
中
央
公
論
社
）

③
１ 

．人
間
の
基
礎
、
こ
の
上
に
、
知
識
・

ス
キ
ル
が
育
つ
。

　

２
．人
間
に
対
す
る
愛
、
自
尊
感
情
を
。

福
岡
伸
一 

（
ふ
く
お
か　

し
ん
い
ち
）

一
九
五
九
（
昭
和
三
四
）
―
。
生
物
学
者
。
主
な
著
書
―
『
生
物
と

無
生
物
の
あ
い
だ
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
生
き
る
こ
と
と

食
べ
る
こ
と
の
意
味
」（『
国
語
総
合 
現
代
文
編
』『
新
編
国
語
総

合
』）、「『
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ワ
ン
ダ
ー
』
を
追
い
か
け
て
」（『
精
選

国
語
総
合
』）

①
日
本
語
の
特
性
を
知
る
こ
と
。
美
し
い
日

本
語
と
は
ど
の
よ
う
な
文
章
で
あ
る
の
か

味
わ
え
る
こ
と
。

②
今
昔
物
語
、
伊
勢
物
語
、
源
氏
物
語
な
ど

日
本
の
古
典
文
学
（
一
部
で
よ
い
）。

③
教
養
と
は
、
も
の
し
り
博
士
に
な
る
こ
と

で
は
な
く
、
も
の
ご
と
の
成
り
立
ち
に
つ

い
て
時
間
軸
が
引
け
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
科
学
に
つ
い
て
言
え
ば
、
科
学
的
知

識
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
科
学
史
を
理
解

し
て
い
る
こ
と
。
文
学
で
言
え
ば
、
た
く

さ
ん
小
説
を
読
ん
で
い
る
だ
け
で
な
く
、

小
説
家
の
評
伝
や
文
学
史
を
知
っ
て
い
る

こ
と
。

伏
木
亨 

（
ふ
し
き　

と
お
る
）

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
―
。
農
学
者
。
主
な
著
書
―
『
コ
ク
と
旨

味
の
秘
密
』
な
ど
。
教
科
書
収
録
教
材
…
「
か
ら
だ
で
味
わ
う
動
物

と
情
報
を
味
わ
う
人
間
」（『
現
代
文
B 

下
巻
』）

①
・ 

話
や
文
章
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
正
し
く
、

深
く
理
解
で
き
る
力
。
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17 ネット時代に必要な「伝える力」
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特集：「教養」としての言語文化

ネ
ッ
ト
時
代
に
必
要
な「
伝
え
る
力
」

小こ

寺で
ら

信の
ぶ

良よ
し

コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
／
一
般
社
団
法
人 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
協
会 

代
表
理
事

■
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
可
能
性
は
あ
る
か

　

高
校
生
の
携
帯
電
話
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
も
含
む
）
の
所

持
率
は
、
も
う
こ
こ
数
年
来
97
％
程
度
の
高
水
準
を
維
持
し

て
い
る
。
当
然
の
よ
う
に
高
校
生
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

使
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ

て
い
る
と
考
え
て
い
い
。
人
気
のLIN

E

やT
w
itter

だ
け

で
な
く
、
ニ
コ
ニ
コ
生
放
送
の
よ
う
な
映
像
ま
で
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
過
去
娯
楽

の
王
様
で
あ
っ
た
テ
レ
ビ
は
、
一
方
的
に
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン

ト
を
送
り
つ
け
る
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
が
、
今
は
双
方
向
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
だ
。
結
局
面
白
い
の
は「
人
の
話
」

と
い
う
、娯
楽
の
原
点
に
戻
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

従
来
、
子
ど
も
た
ち
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
リ
テ
ラ
シ
ー

教
育
を
行
な
う
場
合
に
は
、「
情
報
の
発
信
」
や
「
発
言
の

責
任
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
ど
う
も

そ
れ
で
は
話
が
抽
象
的
す
ぎ
て
、
う
ま
く
伝
わ
っ
て
な
い
の

で
は
な
い
か
。
も
っ
と
か
み
砕
い
て
言
え
ば
、
要
す
る
に
そ

れ
は
「
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
誤
解
の
な
い
よ
う
に
わ
か

っ
て
貰
え
る
力
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）
に

お
い
て
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
、
一
定
の
文
章
力
が
必
要
に

な
る
。
だ
が
現
在
の
子
ど
も
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
見
て
い
る
と
、
相
手
と
の
議
論
を
避
け
、
簡
単
な
言
葉
で

と
り
あ
え
ず
全
部
肯
定
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
傾
向
が
見
ら

れ
る
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
機
能
と
し
て
、
い
ち
い
ち
文
章
を
書
か
ず

と
も
「
い
い
ね
！
」
ボ
タ
ン
や
、
感
情
を
表
わ
す
ス
タ
ン
プ

（
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
イ
コ
ン
、
略
し
て
エ
モ
テ
ィ
コ
ン
と
言

う
）
を
使
っ
て
賛
意
を
示
す
程
度
の
、
薄
く
て
軽
い
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
と
り
あ
え
ず
賛

同
し
て
お
け
ば
大
過
な
く
過
ご
せ
る
と
い
う
、
子
ど
も
た
ち

な
り
の
身
を
守
る
知
恵
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は

単
純
作
業
的
に
数
を
こ
な
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

特
定
の
読
み
手
に
対
し
て
文
章
を
書
く
、と
い
う
行
為
は
、

平
た
く
い
え
ば
「
手
紙
」
で
あ
る
。
だ
が
国
語
教
育
と
し
て

「
手
紙
を
書
く
」
と
い
う
授
業
は
、
小
学
生
の
と
き
に
は
経

験
が
あ
る
が
、
中
学
な
り
、
高
校
な
り
の
レ
ベ
ル
で
行
な
わ

れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
今
さ
ら
紙
の
手
紙
を
書
く
授

業
が
必
要
と
は
言
わ
な
い
が
、
依
頼
文
、
告
知
文
と
い
っ
た

フ
ォ
ー
マ
ル
な
メ
ー
ル
の
書
き
方
や
、
必
要
事
項
を
取
り
こ

ぼ
さ
な
い
、気
配
り
の
あ
る
返
信
の
仕
方
と
い
っ
た
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
誰
が
い
つ
教
え
る
の
か
。
子
ど
も
を
持
つ
保
護
者

の
意
見
と
し
て
、
こ
れ
を
国
語
科
で
担
当
し
て
頂
け
れ
ば
、

相
当
に
教
養
の
レ
ベ
ル
が
上
が
る
の
に
と
思
う
。

　

さ
ら
に
自
分
が
遭
遇
し
た
出
来
事
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
、
相

手
の
意
見
に
対
し
て
感
想
を
述
べ
る
と
い
っ
た
文
章
力
は
、

ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
高
い
水
準
に
引

き
上
げ
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
こ
の
力
こ
そ
、
よ
り
高
い

レ
ベ
ル
の
人
た
ち
の
輪
に
入
っ
て
い
く
た
め
の
パ
ス
ポ
ー
ト

で
も
あ
る
。

　

実
は
、
ネ
ッ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
上
手
く
使
え

ば
、
そ
こ
は
学
び
の
場
と
し
て
機
能
す
る
。
か
く
言
う
筆
者

も
、
か
つ
て
は
文
章
と
は
無
縁
の
、
テ
レ
ビ
の
裏
方
の
世
界

で
生
き
て
き
た
。
だ
が
当
時
の
パ
ソ
コ
ン
通
信
時
代
に
、
多

く
の
優
れ
た
（
だ
が
無
名
の
）
書
き
手
の
文
章
を
沢
山
読
み
、

自
分
も
発
言
し
て
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
主
張

を
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
れ
が
長
じ
て
、
今
は
文
筆
業
を
や
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
世
の
中
わ
か
ら
な
い
。
当
時
36
歳
に
も
な
っ
て
転

業
で
き
た
の
は
、
ネ
ッ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
文

の
書
き
方
、
と
い
う
か
、「
文
字
で
の
モ
ノ
の
言
い
方
」
を

学
ん
だ
か
ら
だ
。

■
文
字
入
力
支
援
に
よ
る
合
理
性
と
弊
害

　

ネ
ッ
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
語
る
上
で
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
俎
上
に
上
っ
た
こ
と
が
な
い
の
が
、
文
字
入
力
メ

ソ
ッ
ド
に
伴
う
の
環
境
変
化
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ど

こ
で
、
ど
の
よ
う
な
時
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
発
生
さ
せ
て
い
る
か
、
そ
う
い
う
問
題
だ
。

　

パ
ソ
コ
ン
通
信
時
代
、
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
登
場
後

に
は
匿
名
掲
示
板
の
隆
盛
、
ブ
ロ
グ
の
勃
興
な
ど
、
様
々
な

形
で
個
人
が
文
章
を
公
開
し
た
。
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
ま
で
、
持

論
の
た
め
に
人
が
膨
大
な
文
章
を
書
い
た
か
と
言
え
ば
、
そ

れ
は
良
く
も
悪
く
も
パ
ソ
コ
ン
で
し
か
参
加
で
き
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
パ
ソ
コ
ン
は
家
庭
内
で
、
決
ま
っ
た
場
所

に
設
置
し
て
あ
り
、
決
ま
っ
た
姿
勢
で
集
中
を
要
求
す
る
。

必
然
的
に
、
よ
く
読
み
、
よ
く
書
く
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
発
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19 ネット時代に必要な「伝える力」
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生
し
た
。
ま
た
両
手
を
使
う
入
力
方
法
は
、
ロ
ー
マ
字
入
力

に
し
て
も
か
な
入
力
に
し
て
も
、
慣
れ
れ
ば
高
速
に
長
文
を

入
力
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

入
力
の
主
役
が
ケ
ー
タ
イ
に
移
っ
た
際
に
、
ネ
ッ
ト
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
爆
発
的
に
量
を
増
し
た
。
片
手
で
10

キ
ー
を
使
っ
て
入
力
す
る
方
法
は
、
電
車
や
バ
ス
で
の
移
動

中
、
あ
る
い
は
待
ち
時
間
、
寝
る
前
の
ベ
ッ
ド
の
中
を
主
戦

場
に
変
え
て
い
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
先
頭
の
２
、３
文
字
を
入
力
し
た
だ
け
で

そ
れ
に
続
く
文
章
の
候
補
を
提
示
し
て
く
れ
る
予
測
変
換

は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
章
を
築
く
能
力
と
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
発
生
を
著
し
く
減
退
さ
せ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
テ
ン
プ
レ
ー
ト
の
応
酬
と
な
り
、
文
章
で
は
お
ぼ
つ
か
な

い
感
情
表
現
は
、
絵
文
字
に
よ
っ
て
代
用
さ
れ
た
。

　

現
在
入
力
の
主
役
は
、
ス
マ
ホ
の
フ
リ
ッ
ク
入
力
に
変
わ

り
つ
つ
あ
る
。
ガ
ラ
ス
上
に
表
示
さ
れ
た
あ
か
さ
た
な
…
の

文
字
盤
を
指
で
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
な
が
ら
入
力
す
る
方
法
だ
。

ス
マ
ホ
も
次
第
に
画
面
が
大
き
く
な
る
傾
向
が
あ
る
た
め
、

片
手
で
本
体
を
支
え
、
も
う
片
方
の
手
で
入
力
す
る
し
か
な

い
。
さ
ら
に
画
面
上
に
は
物
理
的
な
突
起
が
な
い
た
め
に
、

入
力
中
は
常
に
画
面
を
注
視
し
て
い
な
け
れ
ば
、
操
作
位
置

が
ず
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
主
戦
場
は

ケ
ー
タ
イ
と
同
じ
な
が
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
集

中
度
は
、
パ
ソ
コ
ン
時
代
に
逆
戻
り
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
れ
は
文
章
の
学
習
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
つ
の
チ

ャ
ン
ス
で
あ
る
。

　

現
在
多
く
の
学
校
で
は
、
ケ
ー
タ
イ
／
ス
マ
ホ
を
使
っ
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
章
作
成
を
授
業
で
取
り
扱
っ
て
い

な
い
。
そ
も
そ
も
ケ
ー
タ
イ
を
学
校
へ
持
ち
込
む
こ
と
を
禁

止
し
て
い
る
公
立
高
校
も
ま
だ
多
数
あ
る
こ
と
、
必
ず
生
徒

全
員
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
確
証
が
な
い
と
い
う
こ
と
か

ら
、
学
校
教
育
内
で
実
施
す
る
の
が
難
し
い
と
い
う
現
実
が

あ
る
。
そ
の
一
方
で
、遠
距
離
通
学
者
が
多
い
私
立
校
で
は
、

保
護
者
側
の
強
い
希
望
に
よ
り
、
ケ
ー
タ
イ
／
ス
マ
ホ
の
持

ち
込
み
を
許
可
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
さ
ら
に
は
授
業

内
で
活
用
す
る
学
校
も
あ
り
、
夏
休
み
の
レ
ポ
ー
ト
提
出
を

メ
ー
ル
と
写
真
添
付
に
切
り
換
え
た
と
こ
ろ
、提
出
率
が
１
・

７
倍
に
上
が
っ
た
と
い
う
例
も
あ
る
。

　

Ｉ
Ｔ
機
器
の
利
用
に
取
り
組
む
学
校
と
そ
う
で
な
い
学
校

で
は
、
生
徒
の
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
に
大
き
く
差
が
つ
き
始
め

て
い
る
。

■
国
語
教
育
が
果
た
す
役
割

　

社
会
に
出
れ
ば
、
多
く
の
会
社
で
仕
事
の
連
絡
や
報
告
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調
整
や
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
は
、
Ｉ
Ｔ
を
利

用
す
る
。
す
で
に
業
務
連
絡
をLIN

E

で
行
な
う
会
社
も
出

て
き
て
い
る
。
移
動
中
で
出
ら
れ
な
い
場
合
が
多
い
通
話
は

も
は
や
連
絡
の
主
体
で
は
な
く
、
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ホ
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
何
で
も
使
っ
て
文
字
ベ
ー
ス
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
、
仕
事
を
進
め
て
ゆ
く
時
代
で
あ
る
。

　

だ
が
上
長
と
の
や
り
取
り
の
中
で
、
必
要
な
こ
と
が
順
序

立
て
て
書
け
な
い
、
人
の
書
い
た
も
の
か
ら
必
要
な
事
項
を

読
み
取
れ
な
い
、
敬
語
で
文
章
が
書
け
な
い
た
め
に
顧
客
と

ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
と
い
っ
た
若
者
が
出
現
し
て
き
て
お

り
、
業
務
に
支
障
が
出
る
事
態
も
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
し
っ
か
り
と
れ
れ
ば
、
細
々
し

た
報
告
書
な
ど
は
本
来
必
要
な
い
は
ず
な
の
に
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
文
が
上
手
く
書
け
な
い
が
た
め
に
、
仕
事
が
倍

に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
中
で
人
と
仲
良
く
で
き
な
い
と
い
っ
た
こ
と

は
、
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
型

の
作
文
力
と
読
解
力
が
低
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
誰
と
も
「
う

ま
く
や
る
」
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

今
、
実
学
を
謳
う
高
校
も
多
い
。
多
く
は
農
業
、
工
業
、

商
業
と
い
っ
た
実
業
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
ど
ん
な

職
業
に
就
こ
う
と
も
変
わ
ら
な
い
実
学
と
は
、〝
人
に
自
分

の
意
見
を
ち
ゃ
ん
と
伝
え
る
こ
と
〞
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
文

章
で
も
、
ス
ピ
ー
チ
で
も
構
わ
な
い
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
読
む
力
、
知
る
力
は
ど
う
す
る
、
と

い
う
問
題
も
あ
ろ
う
。
だ
が
筆
者
が
職
業
文
筆
家
に
な
っ
て

思
う
の
は
、
説
得
力
の
あ
る
意
見
を
述
べ
る
た
め
に
は
、
そ

れ
に
つ
い
て
よ
り
多
く
を
知
ら
な
い
と
語
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
知
っ
て
い
る
こ
と
を
書
く
の
と
は
違

う
。
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
し
て
の
知
識
と
い
う
基
礎
体
力
が
あ

る
か
、
と
い
う
問
題
な
の
だ
。
書
く
た
め
に
多
く
の
本
を
読

み
、
人
の
話
を
聞
き
に
行
く
。

　

知
る
の
が
先
か
、
出
す
の
が
先
か
。
普
通
は
ま
ず
知
ら
な

い
と
出
せ
な
い
、
と
考
え
る
。
だ
が
出
す
先
が
な
け
れ
ば
、

知
る
必
要
が
な
い
、
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
か
つ
て
筆
者

が
高
校
生
の
頃
は
、
ま
さ
に
そ
ん
な
状
態
で
あ
っ
た
。
だ
が

現
代
の
子
ど
も
た
ち
は
、
出
す
先
は
山
の
よ
う
に
あ
る
。
多

く
を
知
れ
ば
、
多
く
を
語
れ
る
。
広
大
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
世
界
に
い
る
子
ど
も
た
ち
に
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
魅

力
的
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

　

爆
発
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
は
、
同
時
に
国

語
教
育
の
総
合
的
な
成
果
が
求
め
ら
れ
る
時
代
が
到
来
し
た

の
だ
と
言
え
る
。
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21 大学生のレポート・発表と新たな「言語文化」
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大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
・
発
表
と
新
た
な「
言
語
文
化
」

大お
お

島し
ま

弥や

よ

い生

東
京
海
洋
大
学
大
学
院
海
洋
科
学
技
術
研
究
科

海
洋
科
学
系
海
洋
政
策
文
化
学
部
門
准
教
授

■
大
学
で
の
日
本
語
表
現
能
力
育
成
科
目

　

近
年
、
大
学
生
の
た
め
の
日
本
語
表
現
能
力
育
成
科
目
が

広
ま
っ
て
い
る
。
筆
者
の
勤
務
す
る
東
京
海
洋
大
学
海
洋
科

学
部
で
も
、
平
成
十
三
年
に
一
年
生
の
必
修
科
目
と
し
て
レ

ポ
ー
ト
や
発
表
を
指
導
す
る
科
目
が
開
設
さ
れ
た
。
筆
者
は

も
と
も
と
留
学
生
へ
の
日
本
語
教
育
が
専
門
だ
が
、
海
洋
科

学
等
の
教
員
や
非
常
勤
講
師
ら
と
と
も
に
こ
の
科
目
を
担
当

し
て
い
る
。

　

大
学
で
の
日
本
語
表
現
能
力
育
成
科
目
で
は
さ
ま
ざ
ま
な

ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
、
語
彙
や
表
現
と
い
っ
た
狭
義
の
日

本
語
能
力
だ
け
で
な
く
、
問
題
発
見
・
解
決
能
力
、
背
景
の

異
な
る
他
者
︵
た
と
え
ば
他
学
部
の
学
生
︶
と
協
働
し
て
政

策
提
案
や
グ
ル
ー
プ
発
表
を
遂
行
す
る
能
力
と
い
っ
た
幅
広

い
力
の
育
成
が
同
時
に
目
指
さ
れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
︵
成

田
秀
夫
ら
編
著
﹃
大
学
生
の
日
本
語
リ
テ
ラ
シ
ー
を
い
か
に
高

め
る
か
︵
仮
︶﹄
ひ
つ
じ
書
房
、
近
刊
︶。
社
会
生
活
や
研
究
生

活
を
意
識
し
た
、
新
た
な
﹁
言
語
文
化
﹂
の
導
入
の
場
と
し

て
期
待
さ
れ
て
い
る
側
面
も
あ
る
。

　

本
学
で
は
、﹁
海
・
食
・
環
境
﹂
に
関
す
る
テ
ー
マ
で
論

証
を
行
う
二
千
～
四
千
字
程
度
の
レ
ポ
ー
ト
︵
外
来
魚
の
駆

除
を
Ｘ
市
は
推
進
す
べ
き
か
、
等
の
題
目
︶
を
十
五
週
か
け
て

作
成
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
ほ
ぼ
毎
回
、
学
生
同
士
の
協
働

推
敲
︵
ピ
ア
・
レ
ス
ポ
ン
ス
︶
活
動
を
行
う
と
い
う
授
業
実

践
を
行
っ
て
い
る
。
無
論
こ
の
実
践
例
で
大
学
生
の
日
本
語

科
目
の
現
状
を
網
羅
的
に
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

こ
の
実
践
の
中
で
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

　

た
と
え
ば
、
あ
る
学
生
が
﹁
バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
っ
て
お

も
し
ろ
そ
う
だ
な
﹂
と
い
う
興
味
で
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
ら
、

教
材
︵
大
島
弥
生
ら
﹃
ピ
ア
で
学
ぶ
大
学
生
の
た
め
の
日
本
語

表
現
﹄
貮〇〇五年
、
ひ
つ
じ
書
房
︶
に
そ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な

プ
ロ
セ
ス
で
レ
ポ
ー
ト
を
仕
上
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま

ず
、
関
連
の
書
籍
や
サ
イ
ト
を
調
べ
る
。
こ
の
と
き
に
大
学

図
書
館
職
員
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
図
書
館
内
外
の
書
籍
検
索
の

方
法
や
、﹁
新
書
マ
ッ
プ
﹂﹁W

ebcat Plus

﹂
と
い
っ
た
便

利
な
検
索
サ
イ
ト
の
使
い
方
を
知
る
。調
べ
て
い
く
う
ち
に
、

バ
イ
オ
エ
タ
ノ
ー
ル
の
技
術
が
、
ま
だ
課
題
が
多
い
段
階
で

あ
る
こ
と
、
と
く
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の
穀
物
由
来
の
場

合
は
食
糧
の
高
騰
に
つ
な
が
る
こ
と
を
知
る
。
一
方
で
、
あ

る
種
の
藻
な
ど
、
食
用
で
な
い
植
物
を
利
用
す
れ
ば
そ
の
問

題
を
回
避
で
き
、
そ
の
技
術
開
発
に
自
学
の
教
員
が
取
り
組

ん
で
い
る
こ
と
に
た
ど
り
つ
く
。
こ
う
し
て
知
っ
た
多
く
の

知
識
は
、
構
想
や
構
成
を
練
る
段
階
の
毎
回
の
協
働
推
敲
時

に
、
活
動
ペ
ア
の
相
手
に
口
頭
で
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
相
手
か
ら
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
で
、
漠
然
と
し
て
い

た
主
張
が
絞
ら
れ
、
想
定
さ
れ
る
反
論
に
も
再
反
論
が
用
意

さ
れ
て
い
く
。
と
は
い
え
、
全
員
が
順
調
に
レ
ポ
ー
ト
作
成

プ
ロ
セ
ス
で
の
課
題
を
解
決
し
て
い
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、多
く
の
学
生
が
つ
ま
ず
き
を
感
じ
、

行
き
つ
戻
り
つ
を
繰
り
返
す
。

■
レ
ポ
ー
ト
作
成
指
導
の
ポ
イ
ン
ト

　

こ
の
レ
ポ
ー
ト
作
成
プ
ロ
セ
ス
を
授
業
で
す
す
め
る
中
で

は
、
い
く
つ
か
の
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。

　

一
つ
は
動
機
づ
け
の
た
め
に
、な
ぜ
そ
の
日
の
そ
の
作
業
、

そ
の
項
目
の
学
習
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
し
つ
こ
く
繰
り

返
し
て
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
協
働
担
当
者
と

し
て
授
業
に
入
っ
て
く
れ
て
い
る
理
系
の
教
員
か
ら
の
指
導

が
効
果
を
上
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
訓
練
し
て
い
る
文
章
作

成
は
、
近
い
将
来
の
仕
事
の
遂
行
に
直
結
す
る
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
研
究
に
ど
れ
ほ
ど
の
お
金
が

必
要
で
、
申
請
書
で
畑
違
い
の
読
み
手
を
説
得
で
き
な
け
れ

ば
資
金
獲
得
は
で
き
な
い
、
論
文
で
他
者
に
誤
読
さ
れ
な
い

文
を
書
か
な
い
と
ど
れ
ほ
ど
危
険
か
、
そ
う
教
員
が
力
説
す

る
と
、
一
年
生
は
目
を
丸
く
し
て
聞
い
て
い
る
。﹁
立
派
な

文
章
が
い
い
文
章
﹂
で
は
な
く
、﹁
文
章
が
書
け
な
け
れ
ば

仕
事
に
な
ら
な
い
。
自
分
の
夢
が
実
現
で
き
な
い
﹂
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
初
め
て
聞
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
日
の
振

り
返
り
シ
ー
ト
に
は
、﹁
な
ぜ
文
章
力
が
必
要
か
初
め
て
わ

か
っ
た
﹂
と
い
っ
た
感
想
が
多
い
。
今
ま
で
書
い
て
い
た
も

の
と
は
目
的
や
評
価
軸
の
異
な
る
、
新
た
な
文
章
の
﹁
言
語

文
化
﹂
に
触
れ
た
瞬
間
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
調
べ
た
こ
と
を
も
と
に
文
章
を
書
か
せ
る

際
に
、
何
度
も
学
生
間
で
の
対
話
活
動
︵
協
働
推
敲
活
動
︶

を
課
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
大
き
な
利
点
が
あ

る
。
一
つ
は
、
調
べ
た
こ
と
を
、
目
の
前
の
相
手
に
説
明
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
と
に
か
く
一
度
は
自
分
の
中
を
く
ぐ
ら
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せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
々
に
調
べ
さ
せ
て
Ｐ
Ｃ
で
レ

ポ
ー
ト
を
書
か
せ
れ
ば
、
多
く
の
部
分
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

か
ら
の
﹁
コ
ピ
ペ
﹂
に
な
り
が
ち
だ
。
手
書
き
の
ア
ウ
ト
ラ

イ
ン
を
作
ら
せ
て
肉
声
で
説
明
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
情
報

を
自
分
が
ど
う
並
べ
直
し
て
主
張
を
再
構
成
し
た
の
か
、
初

め
て
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
が
多
々
起
こ
る
。
活
動
が
、
ネ

ッ
ト
利
用
と
い
う
新
た
な
﹁
言
語
文
化
﹂
へ
の
対
応
と
な
る

こ
と
も
期
待
し
た
い
。

　

対
話
活
動
の
も
う
一
つ
の
利
点
は
、
学
生
同
士
の
文
章
の

相
互
参
照
の
機
会
の
増
大
で
あ
る
。協
働
推
敲
を
す
る
に
は
、

相
手
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
や
下
書
き
を
丹
念
に
読
ま
ざ
る
を
え

な
い
。
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
書
い
た
も
の
を
読
む
の
は
小
学
校

の
文
集
以
来
と
い
う
学
生
も
多
い
。
教
科
書
の
文
章
と
異
な

り
、
相
手
の
書
い
た
文
章
は
自
分
も
書
け
る
よ
う
に
な
る
べ

き
モ
デ
ル
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
い
く
ら
注
意
し
て
も
章
節

の
見
出
し
を
つ
け
な
か
っ
た
学
生
が
、
他
の
学
生
が
き
ち
ん

と
で
き
て
い
る
の
を
見
て
そ
の
場
で
あ
わ
て
て
書
き
込
ん
だ

り
す
る
。
他
者
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
し
な
け
れ
ば
と
い
う
圧
力

は
、
教
師
の
指
示
よ
り
効
果
が
あ
る
。
ま
た
、
展
開
や
表
現

の
欠
点
は
、
自
分
の
文
章
よ
り
も
他
者
の
文
章
で
気
づ
き
や

す
い
。
論
文
的
な
表
現
や
慣
習
も
、
相
手
の
文
章
を
仔
細
に

点
検
す
る
た
め
と
思
え
ば
、
真
剣
に
学
習
す
る
。
学
生
は
相

手
を
傷
つ
け
ま
い
と
す
る
配
慮
意
識
が
強
い
の
で
、
む
し
ろ

指
摘
や
質
問
を
多
く
出
す
こ
と
が
書
き
手
へ
の
貢
献
で
あ
る

と
強
調
し
て
い
る
。

■
学
生
の
抱
え
る
問
題
と
授
業
の
課
題

　

学
生
が
レ
ポ
ー
ト
や
発
表
を
つ
く
り
上
げ
る
過
程
で
見
え

て
く
る
問
題
点
に
は
、
傾
向
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

　

た
と
え
ば
、
大
好
き
な
在
来
種
の
魚
の
危
機
や
地
元
の
河

川
の
汚
染
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
て
、
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
思

い
入
れ
が
あ
る
の
に
、
な
か
な
か
文
字
化
が
進
ま
な
い
学
生

が
い
る
。
対
話
活
動
で
は
﹁
Ａ
湖
や
Ｂ
川
の
在
来
種
、
や
ば

い
ん
だ
よ
﹂
と
熱
く
語
る
が
、
個
別
の
事
実
を
貫
く
主
張
を

見
つ
け
て
再
構
成
す
る
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
書
け
な
い
。
こ
ん

な
時
に
は
、
対
話
の
相
手
に
聞
き
取
り
を
さ
せ
て
構
成
メ
モ

を
書
か
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
対
話
の
相
手
が
﹁
つ
ま
り
一
律

の
対
策
で
は
だ
め
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た

保
護
策
が
必
要
っ
て
こ
と
？
﹂
と
い
っ
た
具
合
に
、
自
然
に

抽
象
度
の
高
い
こ
と
ば
に
置
き
換
え
て
確
認
し
て
く
れ
て
、

そ
の
語
彙
を
取
り
入
れ
て
文
章
化
が
進
む
こ
と
も
あ
る
。
活

動
の
中
で
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
い
う
異
種
の
﹁
言
語

文
化
﹂
間
を
行
き
来
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

文
章
化
が
苦
手
な
学
生
に
は
、
口
頭
発
表
の
練
習
を
録
音

さ
せ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
文
字
化
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
口

頭
表
現
能
力
と
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
作
成
な
ど
の
視
覚
的
演
出

能
力
は
、十
年
前
よ
り
大
幅
に
向
上
し
て
い
る
印
象
が
あ
る
。

人
前
で
話
せ
ば
意
見
が
は
っ
き
り
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
を
文

章
作
成
に
利
用
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
本
人
に
と
っ
て
、
得

意
な
部
分
を
活
か
す
方
略
が
発
見
で
き
れ
ば
、
授
業
の
目
的

は
達
成
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
誤
字
脱
字
や
ね
じ
れ
文
、
話
し
言
葉
の
混
在
、
間

違
っ
て
覚
え
た
慣
用
表
現
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
﹁
乱
れ
た

日
本
語
﹂
は
、
た
し
か
に
多
く
の
学
生
に
見
ら
れ
る
特
徴
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
頻
発
す
る
誤
用
や
悪
文
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
を
繰
り
返
し
小
テ
ス
ト
で
練
習
す
る
と
、
か
な
り
意

識
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
章
番
号
の
表
記
、
引
用
の
書
式
、

読
点
の
ル
ー
ル
な
ど
も
、
見
本
を
ま
ね
れ
ば
徐
々
に
で
き
る

よ
う
に
な
る
。
む
し
ろ
問
題
な
の
は
、﹁
提
出
し
さ
え
す
れ

ば
不
可
に
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
意
識
の
問
題
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
﹁
提
出
物
は
正
式
な
書
類
﹂﹁
が
ん
ば
っ
た
ね
、
で

は
社
会
で
通
用
し
な
い
﹂
と
い
う
規
範
を
教
育
機
関
全
体
で

示
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
実
社
会
の
中
で
の
文
章
の
役
割

と
い
う
新
た
な
﹁
言
語
文
化
﹂
を
意
識
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
﹁
文
章
に
な
ら
な
い
﹂
こ
と
に
苦
し
む
学
生
が
い
る
一
方

で
、
た
く
さ
ん
の
資
料
を
集
め
て
細
か
い
デ
ー
タ
を
羅
列
す

る
学
生
も
い
る
。
本
人
は
か
な
り
良
く
で
き
た
と
満
足
し
て

い
る
。
し
か
し
、な
ぜ
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
て
並
べ
た
の
か
、

そ
こ
か
ら
何
を
言
い
た
い
の
か
を
問
う
と
、
は
っ
き
り
答
え

ら
れ
な
い
。
あ
る
問
題
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
調
べ
る
こ
と
と
、

調
べ
た
情
報
を
再
構
成
し
て
議
論
を
積
み
上
げ
る
こ
と
は
異

な
る
。
こ
ち
ら
は
文
字
数
も
多
く
書
い
て
い
る
だ
け
に
、
本

人
も
自
分
に
何
が
足
り
な
い
の
か
、
む
し
ろ
気
づ
き
に
く
い

の
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
情
報
が
あ
ふ
れ

る
現
在
で
は
、
何
の
た
め
に
そ
の
情
報
を
利
用
し
た
の
か
を

常
に
問
う
指
導
や
活
動
が
、
よ
り
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
に
は
、
履
修
し
て
多
く
の
気
づ
き
を
得
る
学
生
も
あ

れ
ば
、﹁
必
修
単
位
を
こ
な
せ
た
﹂
で
終
わ
っ
た
よ
う
に
み

え
る
学
生
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
学
生
へ
の
日
本

語
表
現
の
指
導
は
、
自
分
が
日
本
語
を
用
い
て
、
今
、
そ
し

て
将
来
何
を
為
す
の
か
、
そ
の
た
め
に
自
分
に
足
り
な
い
知

識
・
能
力
・
習
慣
・
意
識
・
方
略
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
気

づ
か
せ
る
場
、
未
知
の
目
的
や
価
値
観
を
持
つ
新
た
な
﹁
言

語
文
化
﹂
を
知
る
場
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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漢
文
の
領
分

古こ

田た

島じ
ま

洋よ
う

介す
け

明
星
大
学
人
文
学
部
日
本
文
化
学
科
教
授

　
　
　

一

　

ひ
ね
く
れ
根
性
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
の
数

年
来
、
漢
文
に
つ
い
て
「
教
養
」
と
い
う
語
が
持
ち
出
さ
れ

る
の
を
見
る
と
、
何
と
な
く
厭い

と

わ
し
い
気
分
に
な
る
。
単
な

る
知
識
に
と
ど
ま
ら
ぬ
「
教
養
」
と
し
て
の
漢
文
。
な
る
ほ

ど
、
漠
然
と
耳
に
し
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
甚
だ
喜
ば
し
く
響

く
に
違
い
な
い
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
言
い
方
に
は
、
二
つ
の
前
提
が
あ
る
は

ず
だ
。
ま
ず
は
事
実
認
識
と
し
て
知
識
と
教
養
の
二
項
対
立

が
あ
る
。
さ
ら
に
は
価
値
評
価
と
し
て
教
養
を
知
識
よ
り
も

上
位
に
置
く
優
劣
関
係
が
あ
る
。
近
ご
ろ
、
こ
う
し
た
大
小

の
前
提
が
、
ど
う
も
素
直
に
受
け
取
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。

何
か
し
ら
思
い
違
い
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

二

　

知
識
と
教
養
の
二
項
対
立
に
疑
問
を
抱
く
一
つ
の
理
由

は
、
日
本
の
知
識
人
の
伝
統
的
な
〈
知
〉
の
在
り
方
に
つ
い

て
、「
漢
文
の
素
養
」
と
い
う
言
い
方
を
も
少
な
か
ら
ず
目

に
す
る
か
ら
だ
。
素
養
は
、
知
識
や
教
養
と
ど
の
よ
う
に
異

な
る
の
か
。
手
っ
取
り
早
く
愚
見
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め

に
、
一
つ
の
英
文
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　

Even a child know
s it. 

　

ふ
つ
う
は
Ａ「
子
ど
も
で
も
そ
ん
な
こ
と
は
知
っ
て
い
る
」

く
ら
い
に
訳
す
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｂ
「
三さ

ん

尺せ
き

の
童ど

う

子じ

す
ら

之こ
れ

を
知し

る
」
と
訳
す
こ
と
も
可
能
な
は
ず
だ
。
今
、
翻
訳
論

に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
平
明
な
現
代
語
に
改
め
る
こ
と
こ
そ

翻
訳
だ
と
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
た
だ
ち
に
Ｂ
は
失
格
と
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
が
。

　

私
見
に
よ
れ
ば
、
件く

だ
ん

の
英
文
を
見
た
と
た
ん
、
Ａ
と
Ｂ
が

同
等
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
Ｂ
の
ほ
う
が
先
に
脳
裡
に
浮
か

ぶ
の
が
漢
文
の
「
素
養
」、
ま
ず
は
Ａ
が
脳
裡
に
浮
か
ぶ
が
、

そ
れ
を
Ｂ
に
変
換
で
き
る
の
が
漢
文
の
「
教
養
」、
そ
し
て
、

結
果
と
し
て
Ａ
は
和
文
脈
の
訳
文
、
Ｂ
は
漢
文
脈
の
訳
文
だ

と
理
解
で
き
る
の
が
漢
文
の
「
知
識
」
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
「
素
養
」
と
い
う
語
の
使
い
方
が
恣
意
的
に
映

る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
わ
て
て
撤
回
し
、
他
の
語
に
置
き
換
え

て
も
か
ま
わ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
日
本
の
知
識
人
た
ち
が
、

古
来
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
素
養
」
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。

　

わ
か
り
や
す
く
パ
ソ
コ
ン
の
機
能
に
た
と
え
て
み
れ
ば
、

「
素
養
」
は
Ｏ
Ｓ
（operating system

）、「
教
養
」
は
ア
プ

リ
（application

）、「
知
識
」
は
デ
ー
タ
（data

）
の
よ
う
な

も
の
だ
。
Ｏ
Ｓ
た
る
「
素
養
」
は
、
和
文
脳
と
漢
文
脳
と
い

う
二
つ
の
パ
ー
ツ
か
ら
成
る
。
往
時
、
日
本
の
知
識
人
は
、

い
わ
ば
二バ

イ

リ

ン

ガ

ル

重
言
語
書
者
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。
本
来
は
相
性
が

悪
い
部
分
も
あ
る
二
つ
の
パ
ー
ツ
を
円
滑
に
機
能
さ
せ
る
た

め
の
橋
渡
し
役
を
担に

な

う
の
が
「
漢
文
訓
読
」
と
い
う
方
法
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
訓
読
は
、
さ
な
が
ら
和
文
脳
と
漢
文
脳
を

つ
な
ぐ
脳
梁
の
ご
と
き
存
在
だ
。

　

江
戸
時
代
、
本
居
宣
長
が
「
漢か

ら

意ご
こ
ろ」

の
排
斥
に
汲
々
と
し

た
の
も
、
自
ら
の
脳
裡
に
組
み
込
ま
れ
た
Ｏ
Ｓ
「
漢
文
脳
」

の
働
き
を
何
と
か
押
さ
え
込
も
う
と
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
漢

文
が
単
な
る
教
養
す
な
わ
ち
ア
プ
リ
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
存

在
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
容
易
に
削
除
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　

三

　

も
う
一
つ
、
知
識
と
教
養
の
二
項
対
立
に
疑
問
を
抱
く
理

由
は
、
日
本
に
お
け
る
漢
文
の
在
り
方
が
、
韓
国
の
「
教
養

漢
文
」と
同
じ
に
な
っ
て
は
困
る
と
の
思
い
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

韓
国
の
書
店
で
漢
文
関
係
の
書
棚
に
立
ち
寄
る
と
、「
教

養
漢
文
」
と
題
す
る
書
籍
が
目
に
つ
く
。
か
つ
て
私
が
購
入

し
た
書
物
だ
け
で
も
、『
Ｔ
Ｖ
교教

양養

한漢

문文

』（
Ｅ
Ｂ
Ｓ
教
育
放
送
、

一九九四）・
高
麗
大
学
校
漢
文
学
教
室﹇
編
輯
﹈『
教
養
漢
文
』（
一九

九五）・
方
仁
泰
＋
李
福
揆
﹇
編
﹈『
教
養
漢
文
』（
集
文
堂
、
一九九六）

と
い
う
具
合
で
あ
る
。

　

す
で
に
ほ
ぼ
ハ
ン
グ
ル
専
用
に
な
っ
た
韓
国
に
お
い
て
、

漢
文
は
「
教
養
」
の
二
字
を
冠
し
て
受
け
取
る
の
が
当
然
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
「
な
く
と
も
実
生
活
に
は
差
し

支
え
な
い
が
、
あ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
知
識
」
と
い
う

意
味
で
の
消
極
的
な
「
教
養
」
に
す
ぎ
な
い
。
ま
さ
に
取
っ

て
付
け
た
よ
う
な
ア
プ
リ
と
し
て
の
「
教
養
」
だ
。

　

し
か
し
、
韓
国
と
は
大
い
に
異
な
り
、
今
な
お
大
量
の
漢

字
・
漢
語
を
駆
使
し
て
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
日
本
で
、

漢
文
が
こ
う
し
た
腰
砕
け
の
「
教
養
」
と
し
て
存
在
す
る
だ

け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
取
り
外
そ
う
と
思
え
ば
、
い
つ
で

も
取
り
外
し
可
能
な
ア
プ
リ
と
し
て
漢
文
を
学
べ
ば
事
足
り

る
の
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
中
等
教
育
で
漢
文
を
教
え
る
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27 漢文の領分
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特集：「教養」としての言語文化

と
並
べ
た
つ
も
り
だ
。
ａ
・ｅ
・
ｆ
に
つ
い
て
は
、「
書
け
る
」

が
〇
、「
書
け
な
い
が
読
め
る
」
が
△
、「
書
け
ず
読
め
ず
」

が
×
。
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
に
つ
い
て
は
、「
使
え
る
」
が
〇
、「
使

え
な
い
が
理
解
で
き
る
」
が
△
、「
使
え
ず
理
解
で
き
ず
」

が
×
で
あ
る
。

□
ａ　

漢
字
（
旧
字
体
を
含
む
）

□
ｂ　

漢
語

□
ｃ　

名
言
・
故
事
成
語

□
ｄ　

訓
読
表
現

□
ｅ　

漢
文
訓
読
体

□
ｆ　

漢
文
（
白
文
）

　

果
た
し
て
如い

か
が何

？　

失
礼
な
が
ら
、
ａ
か
ら
し
て
心
も
と

な
い
思
い
に
囚と

ら

わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
す
が
に
ｅ
・
ｆ

は
手
に
余
る
と
い
う
向
き
が
大
半
を
占
め
る
だ
ろ
う
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
英
文
が
書
け
ず
読
め
ず
の
教
員
が
、
生
徒
た

ち
に
英
語
の
教
養
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
と
似
た

話
に
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り

に
傲
慢
、
見
方
に
よ
っ
て
は
滑
稽
で
さ
え
あ
る
だ
ろ
う
。
教

室
を
無
自
覚
な
三さ

ん

文も
ん

喜
劇
の
舞
台
に
し
て
は
な
る
ま
い
。

　
　
　

六

　

現
今
は
、
ほ
ぼ
専
一
に
漢
文
の
学
習
が
可
能
で
あ
っ
た
往

意
義
も
い
さ
さ
か
危
う
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
ょ
せ
ん
趣
味
の

一
つ
も
同
然
と
な
れ
ば
、
た
だ
で
さ
え
忙
し
い
学
校
で
教
え

る
余
裕
な
ぞ
ナ
シ
、
ど
う
ぞ
個
々
人
で
御
自
由
に
、
と
な
っ

て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
漢
文
を
不
用
意
に
教
養
と
結
び
つ

け
る
の
は
危
険
な
の
だ
。
日
本
の
漢
文
を
韓
国
の
「
教
養
漢

文
」
と
同
一
の
存
在
に
し
て
は
な
る
ま
い
。
生
涯
教
育
と
い

う
美
名
に
踊
ら
さ
れ
て
、中
等
教
育
の
彼か

な
た方

に
ぼ
ん
や
り「
豊

か
な
漢
文
の
教
養
」
の
実
現
を
夢
想
す
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど

責
任
放
棄
の
へ
た
り
込
み
に
近
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

四

　

知
識
よ
り
も
教
養
を
上
位
に
置
く
の
は
、
決
し
て
誤
り
で

は
な
い
。
知
識
よ
り
優
位
に
あ
る
か
ら
こ
そ
教
養
と
呼
ぶ
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
生
徒
た
ち
に
、
知
識
に
と
ど
ま
ら
ず
、

教
養
を
も
授
け
て
や
り
た
い
」
と
い
う
心
情
は
理
解
で
き
る

も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
、
ど
う
し
て
も
矛
盾
と

不
遜
の
臭
気
が
漂
う
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

　

知
識
は
他
か
ら
授
か
る
も
の
と
し
て
も
、
教
養
は
自
ら
身

に
つ
け
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
身
の
経
験
に
鑑
み
て

も
、
学
校
そ
の
他
で
習
い
覚
え
た
知
識
に
つ
い
て
、
人
生
の

あ
る
場
面
で
「
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
」
と
納
得
す
る

時
と
は
異
な
り
、
素
読
や
ら
復
文
や
ら
を
駆
使
し
て
の
漢
文

の
Ｏ
Ｓ
化
は
望
め
な
い
。
我
々
の
脳
裡
に
は
和
文
の
Ｏ
Ｓ
し

か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
現
行
の
限
ら
れ
た

授
業
の
な
か
で
「
国
語
」
の
一
分
野
と
し
て
漢
文
が
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
漢
文
は
、
和
文
と
い
う
Ｏ
Ｓ
の
必
須

補
完
ア
プ
リ
と
し
て
教
え
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

取
り
敢
え
ず
は
、
い
や
、
何
を
措お

い
て
も
、
返
り
点
を
正

確
に
打
て
る
学
力
を
養
成
し
、
再
読
文
字
の
読
み
方
を
徹
底

さ
せ
る
こ
と
だ
。
漢
字
を
正
し
く
書
け
る
よ
う
に
指
導
し
、

日
常
に
用
い
る
漢
語
の
訓
読
を
手
ほ
ど
き
せ
ね
ば
な
る
ま

い
。
い
ず
れ
女
子
生
徒
が
母
親
に
な
っ
た
と
き
、
子
ど
も
を

送
り
迎
え
す
る
車
の
な
か
で
、「〈
徐ジ

ョ

行コ
ウ

〉
っ
て
な
あ
に
？
」

と
聞
か
れ
て
、「
ゆ
っ
く
り
走
る
こ
と
」
と
答
え
つ
つ
脳
裡

に
訓
読
「
徐お

も
む
ロ
ニ

行ゆ

ケ

」
が
浮
か
べ
ば
、
そ
れ
こ
そ
習
い
覚
え

た
知
識
が
教
養
と
化
し
得
る
瞬
間
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

名
言
や
故
事
成
語
な
ど
、
漢
文
の0

人
生
教
訓
を
教
え
る
の

も
結
構
だ
。
し
か
し
、
漢
文
で0

人
生
教
訓
を
教
え
よ
う
と
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
漢
文
の
領
分
を
逸
脱
し
た
僻ひ

が

事ご
と

と

し
か
思
え
な
い
。
漢
文
は
、
あ
く
ま
で
言
語
教
育
の
一
環
で

あ
り
、
道
徳
教
育
の
お
先
棒
を
担か

つ

い
で
善
意
を
押
し
売
り
し

て
い
る
暇ひ

ま

な
ど
あ
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
き
こ
そ
知
識
が
教
養
に
変
わ
る
瞬
間
で
あ
り
、
そ
の
素
材

を
与
え
て
く
れ
る
点
で
、
知
識
は
実
に
有
り
難
い
も
の
な
の

で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
教
養
は
、
教
わ
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
教
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
の
だ
。

　

知
識
と
い
う
箱
の
う
え
に
、
教
養
と
い
う
箱
が
載
っ
て
い

る
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
は
錯
覚
だ
ろ
う
。
両
者
の
関
係
は
、

知
識
の
な
か
に
教
養
が
位
置
す
る
包
含
関
係
と
し
て
想
い
描

く
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
知
識
の
ほ
ん
の
一
部
が
教
養
に

な
れ
ば
よ
い
ほ
う
だ
と
い
う
実
体
験
に
照
ら
し
て
み
て
も
、

両
者
は
透
過
率
の
き
わ
め
て
低
い
浸
透
膜
で
仕
切
ら
れ
て
い

る
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
曰
く
「
知
識
な
く
し
て

教
養
な
し
」、
ま
た
曰
く
「
教
養
は
知
識
の
中う

ち

に
在
り
」
と
。

　
　
　

五

　

た
と
え
教
養
が
教
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
漢
文
が

ま
す
ま
す
疎
遠
な
存
在
と
な
っ
て
ゆ
く
昨
今
の
情
勢
に
お
い

て
、
事
実
上
、
教
え
る
の
は
不
可
能
だ
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ

る
私
見
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、漢
文
の
教
養
を
教
え
る
に
は
、

教
え
る
側
に
そ
れ
だ
け
の
学
力
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
だ
。

　

試
み
に
、
甚
だ
大
ざ
っ
ぱ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
査チ

ェ
ッ
ク定

項

目
を
用
意
し
、
教
員
自
身
が
〇
△
×
で
自
ら
の
実
力
を
自
己

評
価
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
お
お
む
ね
易
か
ら
難
へ
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29 季節のことばと二十四節気
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季
節
の
こ
と
ば
と
二
十
四
節
気

│
│
教
養
と
し
て
の
旧
暦

岡お
か

田だ

芳よ
し

朗ろ
う

一九
三
〇
年
生
ま
れ

女
子
美
術
大
学
名
誉
教
授
、
暦
の
会
会
長

■
古
典
の
理
解
に
暦
の
知
識
を

　
「
奥
の
細
道
」の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

　

弥
生
も
末
の
七
日
、
あ
け
ぼ
の
の
空
朧
々
と
し
て
、

月
は
有
明
に
て
光
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、
富
士
の
峰

か
す
か
に
見
え
て
、
上
野
、
谷
中
の
花
の
梢
ま
た
い
つ

か
は
と
心
細
し
。

　
「
弥
生
も
末
の
七
日
」
と
は
三
月
の
二
十
七
日
の
こ
と
で

す
が
、
こ
れ
を
読
ん
で
「
あ
あ
、
上
野
、
谷
中
の
桜
が
満
開

の
三
月
末
に
、
花
を
見
な
が
ら
芭
蕉
は
旅
立
っ
た
の
か
」
と

思
わ
れ
て
は
困
り
ま
す
。
こ
の
「
弥
生
」
は
旧
暦
な
の
で
、

三
月
二
十
七
日
は
新
暦
な
ら
お
お
む
ね
四
月
の
末
ご
ろ
で
す

が
、
こ
の
年
の
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
は
閏
正
月
が
あ
っ

た
た
め
、
特
に
遅
く
、
新
暦
の
五
月
十
六
日
で
し
た
。
芭
蕉

は
葉
桜
の
江
戸
を
後
に
し
て
、「
今
度
は
い
つ
上
野
、
谷
中

の
桜
を
見
ら
れ
る
か
」
と
思
い
な
が
ら
旅
立
っ
た
の
で
す
。

■
旧
暦
と
は
ど
の
よ
う
な
暦
か

　

旧
暦
と
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
ま
で
日
本
で
使
わ
れ

て
い
た
も
の
で
、「
太
陰
太
陽
暦
」
と
い
う
暦
で
す
。
月
の

満
ち
欠
け
（
朔
望
）
を
も
と
に
日
を
数
え
つ
つ
、
太
陽
の
運

行
に
よ
る
一
年
と
の
ず
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、「
大
」
の

月
（
三
〇
日
）
と
「
小
」
の
月
（
二
九
日
）
を
組
み
合
わ
せ

た
り
、閏
月
を
設
け
た
り
し
て
調
節
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

一
年
を
二
十
四
等
分
し
た
二
十
四
節
気
を
設
け
、
太
陽
の
運

行
に
よ
る
季
節
感
も
示
し
ま
し
た
。
月
の
朔
望
に
よ
る
暦
を

「
太
陰
暦
」、太
陽
の
運
行
に
よ
る
暦
を
「
太
陽
暦
」
と
い
い
、

日
本
の
旧
暦
は
そ
の
両
方
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
な
の
で
、

「
太
陰
太
陽
暦
」
な
の
で
す
。

　

日
本
の
旧
暦
を
太
陰
暦
だ
と
い
う
の
は
あ
ま
り
正
確
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
純
粋
な
太
陰
暦
と
し
て
は
イ
ス
ラ
ム
暦
が
あ

り
、
こ
れ
は
、
毎
年
月
日
が
ず
れ
て
い
っ
て
、
真
夏
に
お
正

月
が
来
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 ①

　

昨
今
は
一
種
の
「
旧
暦
ブ
ー
ム
」
で
、書
店
に
行
く
と
「
旧

暦
」
を
掲
げ
た
本
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
ま
す
。
写
真
や
イ

ラ
ス
ト
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
、
眺
め
て
い
る
だ
け
で
も
楽

し
い
本
が
多
い
よ
う
で
す
。
た
だ
、
中
に
は
解
説
の
内
容
が

や
や
眉
唾
め
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。「
旧
暦
を
使
う
と
日

本
の
季
節
感
が
よ
く
わ
か
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
謳
い
文
句

に
し
て
い
る
本
も
あ
り
ま
す
が
、「
旧
暦
は
日
本
の
季
節
感

に
ぴ
っ
た
り
」
と
い
う
見
方
は
、
厳
密
に
い
え
ば
間
違
い
で

す
。
こ
れ
は
、
旧
暦
イ
コ
ー
ル
二
十
四
節
気
と
い
う
誤
解
か

ら
き
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　

旧
暦
で
は
年
に
よ
っ
て
月
日
が
異
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ

を
も
と
に
農
作
業
な
ど
を
し
て
い
て
は
、
む
し
ろ
季
節
と
ず

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
昔
の
人
は
、「
春
分
か
ら
何

日
以
内
に
種
を
ま
こ
う
」
と
か
「
八
十
八
夜
に
な
っ
た
ら
茶

摘
み
だ
」
な
ど
と
、
二
十
四
節
気
、
七
十
二
候
、
雑
節
を
目

安
と
し
て
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

　

た
し
か
に
、
二
十
四
節
気
は
一
年
を
二
十
四
等
分
し
た
も

の
で
す
の
で
、
季
節
に
合
う
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

■
二
十
四
節
気
は
日
本
の
季
節
に
ぴ
っ
た
り
？

　

そ
れ
で
は
、
本
当
に
二
十
四
節
気
は
日
本
の
季
節
感
に
ぴ

②

③

っ
た
り
合
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。立
春
は
二
月
四
日
ご
ろ
、

立
秋
は
八
月
七
日
ご
ろ
で
す
が
、
二
月
の
初
め
に
「
春
だ
な

あ
」、八
月
の
初
め
に「
も
う
秋
だ
」と
感
じ
る
で
し
ょ
う
か
？

　

日
本
列
島
は
南
北
に
長
い
の
で
、
地
域
に
よ
っ
て
季
節
感

は
か
な
り
異
な
り
ま
す
。
ぴ
っ
た
り
だ
と
い
う
地
域
も
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
な
い
地
域
も
多
い
で
し
ょ

う
。
ま
た
、「
小
満
」
と
か
「
芒
種
」
な
ど
と
い
う
言
葉
で
、

は
っ
き
り
と
季
節
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
人
は
ど
れ
ほ
ど
い
る

で
し
ょ
う
か
。

　

二
十
四
節
気
は
、
も
と
も
と
は
二
五
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
中

国
で
成
立
し
た
も
の
で
す
。
気
候
的
に
は
日
本
よ
り
も
や
や

寒
く
、
漢
語
が
使
わ
れ
、
陰
陽
五
行
説
な
ど
の
観
念
的
な
要

素
も
入
り
込
ん
で
い
る
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
季
節
感
に
合

わ
な
か
っ
た
り
、
難
し
い
語
句
が
あ
っ
た
り
す
る
の
は
当
然

な
の
で
す
。

■
二
十
四
節
気
に
も
っ
と
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に

　

昨
年
、
日
本
気
象
協
会
が
「
日
本
に
合
っ
た
、
新
し
い
二

十
四
節
気
を
作
ろ
う
」
と
い
う
企
画
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

選
考
委
員
は
私
の
ほ
か
、
俳
人
の
長
谷
川
櫂
さ
ん
、
日
本
語

学
の
山
口
仲
美
さ
ん
ら
総
勢
八
名
。

　

と
こ
ろ
が
、「
新
し
い
二
十
四
節
気
を
作
る
」
こ
と
に
は
、

①
二
十
四
節
気　

太

陽
の
一
め
ぐ
り
に
よ

る
一
年
を
二
十
四
等

分
し
た
も
の
。二
至

二
分（
冬
至
、夏
至
、

春
分
、秋
分
）と
四
立

（
立
春
、立
夏
、立
秋
、

立
冬
）を
軸
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に

ふ
さ
わ
し
い
名
称
が

つ
い
て
い
る
。

③
雑
節

　

正
し
い
季
節
を
知

ら
せ
る
た
め
に
、二
十

四
節
気
を
補
足
す
る

か
た
ち
で
使
わ
れ
た
。

「
節
分
」「
彼
岸
」「
社

日
」「
土
用
」「
八
十
八

夜
」「
入
梅
」「
半
夏

生
」「
二
百
十
日
」「
二

百
二
十
日
」が
あ
る
。

②
七
十
二
候
　

　

二
十
四
節
気
の
一

つ
の
節
気
を
さ
ら
に

三
つ
に
分
け
、そ
の

時
期
な
ら
で
は
の
気

象
や
動
植
物
な
ど
の

変
化
を
示
し
た
も

の
。「
東
風
解
凍（
は

る
か
ぜ
こ
お
り
を
と

く
）」「
魚
上
氷（
う
お

こ
お
り
を
い
ず
る
）」

な
ど
。
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31 季節のことばと二十四節気
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委
員
か
ら
も
一
般
か
ら
も
猛
反
発
が
起
き
ま
し
た
。
も
と
も

と
中
国
由
来
の
も
の
と
は
い
え
、
二
十
四
節
気
は
一
四
〇
〇

年
以
上
前
か
ら
日
本
で
使
わ
れ
、日
本
に
根
付
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
変
え
る
こ
と
な
ど
で
き
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古

典
文
学
は
も
ち
ろ
ん
、俳
句
の
季
語
に
も
な
っ
て
い
ま
す
し
、

「
今
日
は
立
春
で
す
」
な
ど
と
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も
使

わ
れ
ま
す
。
難
し
い
言
葉
、
日
本
の
気
候
と
は
ぴ
っ
た
り
合

わ
な
い
言
葉
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
で

使
わ
れ
、
日
本
の
文
化
の
中
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で
、「
新
し
い
二
十
四
節
気
を
作
る
」の
で
は
な
く
て
、

二
十
四
節
気
を
補
足
し
、
よ
り
親
し
み
を
も
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
な
提
案
を
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
、「
季
節
の
こ
と
ば
三
六
選
」
と
「
二
十
四
節
気
ひ
と

こ
と
解
説
」
で
す
。

■「
季
節
の
こ
と
ば
三
六
選
」と「
二
十
四
節
気
ひ
と
こ
と
解
説
」

　
「
季
節
の
こ
と
ば
三
六
選
」
は
、
日
本
気
象
協
会
が
「
あ

な
た
が
感
じ
る
季
節
の
こ
と
ば
」
を
一
般
か
ら
募
集
し
、
応

募
が
あ
っ
た
五
〇
〇
〇
通
を
超
え
る
ご
意
見
の
中
か
ら
、
選

考
委
員
が
議
論
を
重
ね
て
厳
選
し
て
決
め
た
も
の
で
す
。

　

毎
月
三
つ
ず
つ
、
お
お
む
ね
、
上
旬
、
中
旬
、
下
旬
を
意

識
し
て
選
び
ま
し
た
。
七
月
だ
け
は
ど
う
し
て
も
三
つ
に
絞

れ
ず
、
四
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
題
は
「
三
六

選
」
な
の
で
す
が
、
実
際
に
は
三
七
あ
り
ま
す
。

　

伝
統
的
な
言
葉
も
あ
れ
ば
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
、
ク
リ

ス
マ
ス
の
よ
う
な
カ
タ
カ
ナ
語
も
あ
り
ま
す
。
現
代
の
日
本

の
季
節
感
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
十
二
月
に
は
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
有
力

候
補
と
し
て
残
っ
た
の
で
す
が
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
自
体

は
一
年
中
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ぎ
り
ぎ
り
で
却
下
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
選
び
だ
し
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、「
二
十
四
節
気
ひ
と
こ
と
解
説
」
は
、
二
十
四
節

気
の
言
葉
が
難
し
い
、
日
本
の
季
節
感
に
合
わ
な
い
と
い
う

声
に
対
し
て
、
二
十
四
節
気
を
補
足
し
て
、
現
代
の
日
本
の

文
脈
に
合
う
よ
う
に
ひ
と
こ
と
で
解
説
し
た
も
の
で
す
。
原

案
は
俳
人
の
長
谷
川
櫂
さ
ん
が
考
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
き
れ
い
な
言
葉
が
な
ら
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
。
そ

れ
を
も
と
に
委
員
が
議
論
し
て
決
め
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、「
春
の
生
ま
れ
る
こ
ろ
」。
立
春
は
二
月
四
日
ご

ろ
で
す
か
ら
、
ま
だ
真
冬
の
寒
さ
で
す
。
な
ぜ
こ
ん
な
時
期

に
「
春
が
立
つ
」
の
か
。
そ
れ
を
「
春
が
生
ま
れ
る
」
と
解

釈
す
る
こ
と
で
、
雪
の
下
で
芽
吹
く
植
物
を
想
像
し
て
み
る

な
ど
、
寒
さ
の
最
中
で
も
春
を
感
じ
と
る
感
性
に
近
づ
く
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
す
。「
立
秋
」
も
同
様
で
、
八
月
七
日

ご
ろ
の
暑
い
盛
り
で
は
あ
っ
て
も
、
ほ
の
か
に
「
秋
が
生
ま

れ
」、
育
ち
は
じ
め
る
の
で
す
。

　
「
春
の
生
ま
れ
る
こ
ろ
」
の
「
こ
ろ
」
と
い
う
の
も
工
夫

し
た
と
こ
ろ
で
す
。
今
日
で
は
、「
立
春
」
と
い
う
と
、
特

定
の
一
日
を
指
す
と
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
実
際
に
は
一
年
の
二
十
四
分
の
一
で
す
か
ら
、
半
月

分
の
長
さ
が
あ
り
ま
す
。「
今
日
は
立
春
で
す
」
と
い
う
と

き
は
、
立
春
の
最
初
の
日
を
指
し
て
い
る
の
で
す
。
本
来
、

二
十
四
節
気
と
い
う
の
は
、
一
定
の
範
囲
を
指
す
と
い
う
こ

と
を
意
識
し
て
も
ら
い
た
く
て
「
〜
こ
ろ
」
と
し
ま
し
た
。

■
旧
暦
ブ
ー
ム
の
背
後
に
あ
る
も
の

　

二
十
四
節
気
や
七
十
二
候
は
、
旧
暦
に
お
け
る
太
陽
暦
の

役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
昔
の
人
は
そ
れ
で
季
節
感
を
知

り
、
農
作
業
な
ど
の
目
安
と
し
ま
し
た
。
今
日
そ
れ
が
見
直

さ
れ
、
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
季
節
感
の
喪
失

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
イ
チ
ゴ
は
五
月
ご
ろ
に
出
回
る

も
の
で
し
た
が
、
今
や
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
栽
培
で
一
年
中
買

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
冷
房
が
普
及
し
て
夏
も
涼
し
く
過
ご

せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
衣
食
住
の
す
べ
て
に
お
い
て
季

節
感
が
失
わ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
逆
に
季
節
を

気象学

月

季
節
の
言
葉
三
六
選

暦学・文学

二
十
四
節
気
二
十
四
節
気
ひ
と
こ
と
解
説

冬

１月

初
詣

冬

小
寒

大
寒

寒
さ
が
厳
し
く
な
る

寒
さ
極
ま
る
こ
ろ

寒
稽
古

雪
お
ろ
し

２月

節
分

立
春

雨
水

春
の
生
ま
れ
る
こ
ろ

春
の
雨
が
降
り
は
じ
め
る

バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー

春

春
一
番

春

３月

ひ
な
祭
り

啓
蟄

春
分

地
中
の
虫
が
目
覚
め
る

春
の
な
か
ば

な
ご
り
雪

お
ぼ
ろ
月

４月

入
学
式

清
明

穀
雨

麗
か
（
う
ら
ら
か
）

穀
物
が
芽
吹
く
こ
ろ

花
吹
雪

春
眠

５月

風
薫
る

夏

立
夏

小
満

夏
の
生
ま
れ
る
こ
ろ

若
葉
の
輝
く
こ
ろ

鯉
の
ぼ
り

卯
の
花

夏

６月

あ
じ
さ
い

芒
種

夏
至

麦
の
熟
れ
る
こ
ろ

昼
が
い
ち
ば
ん
長
い
こ
ろ

梅
雨

蛍
舞
う

７月

蟬
し
ぐ
れ

小
暑

大
暑

暑
さ
が
厳
し
く
な
る

暑
さ
極
ま
る
こ
ろ

ひ
ま
わ
り

入
道
雲

夏
休
み

8月

原
爆
忌（
広
島
と
長
崎
）

秋

立
秋

処
暑

秋
の
生
ま
れ
る
こ
ろ

暑
さ
が
衰
え
る

流
れ
星

朝
顔

秋

9月

い
わ
し
雲

白
露

秋
分

露
が
白
々
と
結
ぶ

秋
の
な
か
ば

虫
の
声

お
月
見

10月

紅
葉（
も
み
じ
）前
線

寒
露

霜
降

肌
寒
さ
を
覚
え
る

早
霜
（
は
や
じ
も
）

秋
祭
り

冬
支
度

11月

木
枯
ら
し
１
号

冬

立
冬

小
雪

冬
の
生
ま
れ
る
こ
ろ

初
雪
（
は
つ
ゆ
き
）

七
五
三

時
雨

冬

12月

冬
将
軍

大
雪

冬
至

雪
が
降
る

昼
が
い
ち
ば
ん
短
い
こ
ろ

ク
リ
ス
マ
ス

除
夜
の
鐘
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求
め
る
心
が
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
新
暦
で
は
桃
の
節
句

（
三
月
三
日
）
に
桃
の
花
は
間
に
合
い
ま
せ
ん
が
、
旧
暦
の

三
月
三
日
（
二
〇
一
三
年
は
新
暦
四
月
十
二
日
）
な
ら
咲
い
て

い
る
。
七
夕
は
新
暦
だ
と
梅
雨
空
で
星
が
見
え
な
い
が
、
旧

暦
の
七
月
七
日
は
梅
雨
が
明
け
た
後
（
二
〇
一
三
年
は
新
暦

八
月
一
三
日
）
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
季
節
の
行
事
を
考

え
る
と
き
に
も
、
旧
暦
を
用
い
る
と
新
暦
よ
り
は
お
お
む

ね
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
合
っ
て
い
る
と
は
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
先
述
し
た
よ
う
に
、
旧
暦
は
年
に
よ
っ
て
月
日
が
変
動
し
ま
す

の
で
、「
ぴ
っ
た
り
」
と
は
い
え
な
い
の
で
す
が
）

　

冒
頭
の
よ
う
な
古
典
の
理
解
に
し
て
も
、
生
活
の
な
か
の

四
季
折
々
の
季
節
感
を
味
わ
う
上
で
も
、
旧
暦
の
教
養
を
も

っ
て
お
く
こ
と
は
大
切
で
す
。
正
し
い
暦
の
知
識
を
も
つ
こ

と
で
、
日
本
の
季
節
感
を
暮
ら
し
に
生
か
し
、
日
本
の
伝
統

的
な
文
化
を
豊
か
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

■
教
養
主
義
と
「
こ
れ
か
ら
の
教
養
」

　

私
（
昭
和
五
年
生
ま
れ
）
の
世
代
は
、
教
養
主
義
世
代
と

呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
大
正
教
養
主
義
の
洗
礼
を
受
け
た
先

生
方
が
教
壇
に
立
ち
、
学
生
た
ち
も
教
養
を
競
い
合
う
雰
囲

気
が
あ
り
ま
し
た
。「
あ
の
人
は
教
養
が
な
い
」
と
い
う
言

葉
は
、
全
人
格
を
否
定
さ
れ
る
よ
う
な
響
き
を
も
っ
て
い
た

も
の
で
す
。
当
時
、
岩
波
新
書
を
読
む
大
学
生
は
「
お
前
、

新
書
な
ん
か
読
ん
で
る
の
？
」
と
軽
蔑
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
に
し
て
思
う
と
、
大
学
生
が
岩
波
新
書
を
馬
鹿
に
す
る

の
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
学
生
に
は
そ
の
よ
う
な
気
構

え
、
プ
ラ
イ
ド
が
あ
っ
た
も
の
で
す
。

　

何
を
も
っ
て
教
養
と
す
る
か
は
、
時
代
に
よ
っ
て
違
う
も

の
で
す
が
、
今
を
生
き
る
若
い
人
々
に
、
自
分
で
も
の
を
考

え
る
力
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
、
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
戦
争
中
に
東
京
で
育
ち
ま
し
た
。
昭
和
二
十
年
の
終

戦
が
近
づ
く
と
、
昼
も
夜
も
日
本
の
飛
行
機
は
見
た
こ
と
が

な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
飛
行
機
ば
か
り
で
、
空
襲
も
あ
り
ま
し

た
。
勝
ち
目
が
な
い
こ
と
は
子
ど
も
の
目
に
も
明
ら
か
な
の

に
、
大
人
た
ち
は
、
神
風
が
吹
く
と
か
負
け
て
い
な
い
な
ど

と
強
弁
し
て
い
ま
し
た
。

　

人
間
は
時
代
の
空
気
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
今

の
よ
う
に
あ
り
あ
ま
る
情
報
が
あ
っ
て
も
、
正
確
に
自
分
の

目
で
見
て
、
自
分
で
判
断
し
、
自
分
の
態
度
を
決
め
て
い
く

こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
。
情
報
が
多
す
ぎ
て
か
え
っ
て
難

し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
常
に
「
こ
れ
で
い
い
の
か
」
と
疑

問
を
も
ち
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
を
大
事
に
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

 

（
二
〇
一
三
年
九
月
三
日
談
、
聞
き
手
＝
編
集
部
）
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特集：「教養」としての言語文化

大
学
入
試
改
革
と
、求
め
ら
れ
る「
教
養
」と
し
て
の
リ
テ
ラ
シ
ー

島し
ま

田だ

康や
す

行ゆ
き

筑
波
大
学
人
文
社
会
系
教
授

　
…
入
学
定
員
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
高
等
学
校
在
学
期

間
の
成
績
が
非
常
に
優
秀
な
も
の
の
な
か
か
ら
、
学
力
検

査
に
よ
る
こ
と
な
く
、
出
身
学
校
長
か
ら
提
出
さ
れ
る
調

査
書
、
推
せ
ん
書
に
基
づ
き
入
学
さ
せ
る
方
法
、
…
な
ど

の
多
様
な
方
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

右
は
、常
陸
野
の
地
に
新
大
学
を
創
設
す
る
に
あ
た
っ
て
、

入
試
に
つ
い
て
も
新
し
い
構
想
が
練
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
資
料
で
あ
る
。
出
典
は
「
筑
波
新
大
学
の
あ
り
方
に
つ
い

て
―
報
告
―
」（
筑
波
新
大
学
創
設
準
備
調
査
会
）。
昭
和
四
六

年
七
月
公
表
。
今
か
ら
四
〇
年
以
上
も
昔
の
提
言
で
あ
る
。

　

大
学
入
試
改
革
は
、
常
に
社
会
の
注
目
を
集
め
る
と
こ
ろ

と
な
っ
て
き
た
。

　

平
成
二
四
年
六
月
に
公
表
さ
れ
た
「
社
会
の
期
待
に
応
え

る
教
育
改
革
の
推
進
」（
文
部
科
学
大
臣 

平
野
博
文
）
は
、
教

育
改
革
の
七
つ
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
し
て
大
学
入
試
改
革

を
掲
げ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
「
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ

を
重
視
し
た
入
試
へ
の
転
換
」、「
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
等
の
入
試
へ

の
活
用
促
進
」
の
二
点
が
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

同
じ
時
期
に
公
表
さ
れ
た
「
大
学
改
革
実
行
プ
ラ
ン
〜
社

会
の
改
革
の
エ
ン
ジ
ン
と
な
る
大
学
づ
く
り
〜
」（
文
部
科

学
省
）
は
、
改
革
の
方
向
を
「
学
ぶ
意
欲
と
力
を
測
る
大
学

入
試
へ
の
転
換
」
と
定
め
た
。
そ
し
て
「
高
校
教
育
か
ら
一

貫
し
た
質
保
証
へ
」「
教
科
の
知
識
偏
重
の
入
試
か
ら『
意
欲
・

能
力
・
適
正
等
の
多
面
的
・
総
合
的
評
価
』
へ
」
の
二
点
を

目
標
と
し
て
掲
げ
、「
セ
ン
タ
ー
試
験
の
資
格
試
験
的
活
用

の
促
進
」「
思
考
力
・
判
断
力
・
知
識
の
活
用
力
等
（
ク
リ

テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
等
）
を
問
う
新
た
な
共
通
テ
ス
ト
の

開
発
」
な
ど
を
、
考
え
ら
れ
る
取
組
み
の
例
と
し
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
二
五
年
六
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
教
育

振
興
基
本
計
画
」
で
は
、「
生
徒
の
学
習
の
到
達
度
を
把
握

す
る
た
め
の
新
た
な
テ
ス
ト
の
導
入
に
向
け
た
取
組
を
進
め
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る
と
と
も
に
、
教
科
・
科
目
の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
技
能

検
定
の
活
用
等
を
促
進
し
、
客
観
的
な
把
握
に
基
づ
く
評
価

の
充
実
を
図
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
政
府
の
教
育
再
生
実
行
会

議
（
座
長
・
鎌
田
薫
早
稲
田
大
学
総
長
）
は
、
高
校
在
学
中
に

複
数
回
受
け
ら
れ
る
「
到
達
度
テ
ス
ト
」
の
導
入
を
視
野
に

入
れ
た
議
論
を
始
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

多
面
的
な
評
価
に
よ
っ
て
、
学
習
者
の
思
考
力
・
判
断
力

な
ど
を
総
合
的
に
判
定
す
べ
し
と
い
う
方
向
は
新
し
い
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
は
冒
頭
の
報
告
書
の
記
述
に
も
窺
わ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
一
〇
年
以
上
前
に
国
立
大
学
で
も
導
入

が
始
め
ら
れ
た
Ａ
Ｏ
入
試
の
理
念
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

　

今
回
の
改
革
は
、
新
し
い
到
達
度
テ
ス
ト
と
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ

等
の
導
入
な
ど
を
中
心
に
議
論
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る

が
、
文
相
の
「
社
会
の
期
待
に
応
え
る
教
育
改
革
の
推
進
」

を
受
け
た
「
大
学
改
革
実
行
プ
ラ
ン
」
が
示
す
「
思
考
力
・

判
断
力
・
知
識
の
活
用
力
（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
）」

と
い
う
記
述
に
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
根
拠
や
論
拠
を
吟

味
し
て
、
結
論
に
至
る
過
程
を
検
討
し
、
主
体
的
な
判
断
を

す
る
力
、
と
で
も
言
お
う
か
。

　

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
（
批
判
的
思
考
）
の
能
力
は

大
学
で
学
ぶ
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
学
習
指
導

要
領
「
国
語
総
合
」
に
も
こ
れ
に
関
連
す
る
よ
う
な
指
導
内

容
は
随
所
に
見
い
だ
せ
る
。
曰
く
、「
自
己
評
価
や
相
互
評

価
を
」「
反
論
を
想
定
し
て
」「
出
典
を
明
示
し
て
」「
引
用
し
」

「
批
評
す
る
文
章
を
書
い
た
り
」
等
々
。
こ
れ
ら
は
批
判
的

思
考
の
具
体
的
な
過
程
の
一
部
と
も
位
置
づ
け
得
る
。

　

一
般
に
大
学
入
試
は
、
高
校
で
の
学
習
の
成
果
を
的
確
に

測
定
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
学
習
を
支
援
す
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
右
に
述
べ
た
よ
う
な
学
習
の
成

果
を
適
切
に
評
価
し
、
そ
の
学
習
を
促
す
よ
う
な
方
法
が
模

索
さ
れ
て
い
く
の
は
自
然
な
流
れ
で
も
あ
ろ
う
。

　

国
立
教
育
政
策
研
究
所
が
継
続
的
に
実
施
し
て
き
た
「
特

定
の
課
題
に
関
す
る
調
査
」
は
、
従
来
、
毎
年
一
つ
の
教
科

に
つ
い
て
一
つ
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
大
規
模
調
査
を
行

う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
平
成
二
三
年
度
、
前
例
を
破
り
、
初

め
て
教
科
の
枠
を
超
え
る
内
容
で
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
テ
ー

マ
は
「
論
理
的
な
思
考
」
で
あ
っ
た
（
実
際
の
問
題
と
結
果

の
分
析
は
す
べ
て
ｗ
ｅ
ｂ
上
で
確
認
で
き
る
）。

　

筋
道
を
立
て
て
考
え
、そ
の
筋
道
を
的
確
に
表
現
し
た
り
、

そ
の
筋
道
を
吟
味
し
た
り
す
る
力
、
ま
た
そ
う
し
よ
う
と
す

る
態
度
は
、
こ
れ
か
ら
の
「
文
化
的
な
言
語
生
活
」
に
欠
か

せ
な
い
「
教
養
」
で
あ
る
。
今
後
の
大
学
入
試
改
革
の
流
れ

の
中
で
、
い
っ
そ
う
重
視
さ
れ
て
い
く
可
能
性
は
大
い
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
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■
詩
や
小
説
の
授
業
の
た
め
に

「
先
生
、文
章
っ
て
自
由
に
感
じ
て
ど
の
よ
う
に

読
ん
で
も
い
い
し
、
答
え
は
一
つ
じ
ゃ
な
い
ん
だ

よ
ね
」
と
口
々
に
生
徒
た
ち
は
言
う
。
文
章
と
は

全
く
異
な
っ
た
方
向
で
意
見
を
述
べ
る
生
徒
に
、

評
論
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
理
的
に

説
明
す
る
と
生
徒
た
ち
は
納
得
す
る
の
だ
が
、
詩

や
小
説
と
な
る
と
一
体
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

  

こ
れ
が
二
十
代
の
私
の
悩
み
で
あ
っ
た
。
私
に

は
大
切
に
し
て
い
る
詩
集
が
多
く
あ
り
、
自
分
で

も
詩
を
作
っ
た
り
し
て
い
た
の
だ
が
、
教
科
書
の

詩
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
生
徒
に
解
説
を
し
て
、

「
あ
な
た
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ

ど
、
で
も
、
…
」
と
誤
魔
化
す
自
分
を
ど
う
に
か

で
き
な
い
も
の
か
と
困
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

ん
な
と
き
、
一
冊
の
本
と
出
会
っ
た
。

『
せ
り
あ
が
る
授
業
』
│
│
そ
こ
に
は
、教
師
が

分
か
っ
て
い
る
こ
と
を
生
徒
に
何
ら
か
の
方
法
で

分
か
ら
せ
る
に
す
ぎ
な
い
「
分
か
る
授
業
」「
発
見

学
習
」
で
は
な
く
、
教
師
自
身
も
授
業
の
中
で
何

か
を
発
見
し
、
喜
び
を
と
も
に
す
る
授
業
の
あ
り

方
が
書
か
れ
て
い
た
。
何
よ
り
も
実
践
の
記
録
で

あ
る
こ
と
が
若
い
教
師
の
支
え
と
な
る
。

私
は
そ
の
中
か
ら
最
初
に
若
山
牧
水
『
白
鳥
の

歌
』
の
授
業
を
し
た
。
ま
ず
、「
シ
ラ
ト
リ
」
で
あ

っ
て
「
ハ
ク
チ
ョ
ウ
」
で
は
な
い
こ
と
。「
や
」
の

文
法
的
用
法
。「
か
な
し
」
は
「
悲
し
」
で
は
な

く
、古
語
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
様
々
な
意
味
。「
染

ま
ず
」
の
本
来
の
用
法
、
等
。
こ
れ
は
こ
の
本
で

言
う
と
こ
ろ
の
「
た
し
か
め
よ
み
」
で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
後
の
、「
多
様
に
出
た
解
釈
を
ぶ
つ

け
合
い
（
略
）
そ
れ
ら
を
越
え
て
よ
り
少
し
で
も

高
い
次
元
の
解
釈
へ
、せ
り
あ
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
」

を
実
践
す
る
の
は
、
そ
の
豊
か
さ
と
深
さ
と
い
う

点
に
お
い
て
難
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。「
文
芸
の
形

象
を
よ
む
」
重
要
性
に
も
気
づ
か
さ
れ
た
が
、
言

語
に
対
す
る
勉
強
不
足
を
突
き
つ
け
ら
れ
、
日
本

語
の
力
の
な
い
ま
ま
に
勘
違
い
を
し
て
授
業
を
行

っ
て
い
た
こ
と
に
愕
然
と
し
た
。

ま
た
、
こ
の
本
を
読
ん
だ
者
は
、
生
徒
が
「
必

要
な
、
望
ま
し
い
体
験
」
が
で
き
る
よ
う
な
作
品

の
探
求
、
及
び
、
努
力
を
自
分
に
も
課
す
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
作
品
を
読
ん
で
い
る
だ
け

で
は
不
可
能
で
あ
り
、
社
会
と
深
く
関
わ
ろ
う
と

す
る
中
で
得
ら
れ
る
も
の
だ
。

文
芸
の
本
質
は
人
間
を
「
根
っ
こ
か
ら
培
っ
て

い
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
師
が
期
待
す
る

答
え
を
分
か
ら
せ
て
言
わ
せ
よ
う
と
す
る
だ
け
の

授
業
に
た
い
す
る
戒
め
を
、
今
回
、
久
し
ぶ
り
に

読
み
直
し
て
再
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

読
ん
で
き
た
本
、

読
ん
で
ほ
し
い
本

横よ
こ

井い 

真ま

知ち

子こ

愛
知
県
立
刈
谷
高
等
学
校

④

本コーナーでは、毎回、全国のさ
まざまな先生方よりオススメの本
をご紹介いただきます。

西
郷
竹
彦 

著

『
せ
り
あ
が
る
授
業
』（
黎
明
書
房
、
一
九
七
五
）
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塚つ
か

田だ 

勝か
つ

郎ろ
う

筑
波
大
学
付
属
高
等
学
校
教
諭

教
材
研
究
の
実
際
⑶

─
「
矛
盾
」
の
授
業
に
向
け
て
②

⑨

「WEB国語教室」連動

前
回
（「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
に
掲
載
）
は
、
教
育
実
習
で
漢
文
入

門
期
の
授
業
を
担
当
す
る
大
学
生
と
い
う
立
場
を
想
定
し
、
教
材
研

究
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
説
明
し
ま
し
た
。今
回
は
さ
ら
に
踏
み
込
み
、

語
句
の
意
味
や
句
法
等
、
授
業
を
展
開
す
る
た
め
の
実
践
的
な
教
材

研
究
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
ま
す
。
教
材
は
、
前
回
に
引
き
続

き
『
韓
非
子
』
の
「
矛
盾
」
で
す
。

語
句
の
意
味
を
調
べ
る

教
材
研
究
は
教
材
の
音
読
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
教
室
で
範
読
す
る

時
に
、つ
か
え
な
が
ら
で
は
生
徒
の
信
頼
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、

音
読
す
る
こ
と
で
、
語
句
の
読
み
や
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
箇
所

を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

説
明
の
便
宜
の
た
め
に
、
送
り
仮
名
を
省
い
た
「
矛
盾
」
の
本
文

を
掲
げ
、
漢
和
辞
典
や
注
釈
書
で
確
認
す
べ
き
語
句
を
傍
線
で
示
し

ま
す
。

　

 

楚 

人 

有
下 

鬻
二 

盾 

与
一レ

矛 

者
上。 

誉
レ 

之 

曰
、「
吾 

盾 

之 

堅
、 

莫
二 

能 

陥
一 

也
。」 又 

誉
二 

其 

矛
一 

曰
、「
吾 

矛 

之 

利
、 

於
レ 

物 

無
レ 

不
レ 

陥 

也
。」 或 

曰
、「
以
二 

子 

之 

矛
一 

陥
二 

子 

之 

盾
一、 

何‒ 

如
。」 其 

人 

弗
レ 

能
レ 

応 

也
。 

（
韓
非
子
）

調
べ
る
語
句
が
多
く
あ
っ
て
、驚
く
方
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
最
低
限
こ
れ
く
ら
い
は
読
み
と
意
味
を
調
べ
て
お
か
な
い

と
、
授
業
を
進
め
る
の
に
支
障
が
あ
り
ま
す
。
本
稿
で
は
す
べ
て
の

語
に
つ
い
て
触
れ
る
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
代
表
的
な
二
つ
の

語
句
に
つ
い
て
、
教
材
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
ま
す
。

○
楚
人　

教
科
書
（
こ
こ
で
は
大
修
館
書
店
の
『
国
語
総
合 

古
典
編
』

を
用
い
ま
す
）
に
は
、〈「
楚
」
は
、
春
秋
・
戦
国
時
代
の
国
名
。
訓

読
で
は
、
国
名
の
下
の
「
人
」
は
、
習
慣
的
に
「
ひ
と
」
と
読
む
。〉

と
い
う
注
が
あ
り
ま
す
。
生
徒
の
レ
ベ
ル
で
は
こ
れ
で
十
分
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
指
導
す
る
側
と
し
て
は
も
う
少
し
詳
し
く
知
っ
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
漢
和
辞
典
を
引
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

国
名
。
周
の
成
王
の
と
き
、
熊ゆ

う

繹え
き

の
封
ぜ
ら
れ
た
国
で
、
春
秋

の
初
め
、
王
を
称
し
、
長
江
中
流
の
地
域
を
領
有
し
た
。
後
、
戦

国
時
代
の
七
雄
の
一
つ
と
な
る
。
四
十
一
代
、
五
百
余
年
で
、
秦し

ん

に
滅
ぼ
さ
れ
た
。（
？
│
前
二二三）（
鎌
田
正
・
米
山
寅
太
郎
著
『
新

漢
語
林 

第
二
版
』
二
〇
一
一
年
、
大
修
館
書
店
）

こ
の
記
述
で
注
目
す
べ
き
は
、「
長
江
中
流
の
地
域
を
領
有
し
た
」

と
い
う
箇
所
で
す
。
教
科
書
や
漢
和
辞
典
に
は
必
ず
「
戦
国
時
代
関

連
地
図
」
等
の
名
称
で
戦
国
時
代
の
地
図
が
載
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

楚
の
国
の
位
置
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
戦
国
の
七
雄
の
中
で
楚

一
国
が
南
に
偏
っ
て
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
す
。
司

馬
遼
太
郎
の
小
説
『
項
羽
と
劉
邦
』（
新
潮
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
は
、

次
の
よ
う
な
興
味
深
い
一
節
が
あ
り
ま
す
。

「
江
南
」
と
、
の
ち
に
よ
ば
れ
る
揚
子
江
以
南
の
地
は
、
こ
の

時
代
（
紀
元
前
二
百
年
代
）、
北
方
の
中

ち
ゅ
う

原げ
ん

（
黄
河
流
域
）
の
ひ

と
び
と
か
ら
は
、
異
国
め
い
た
地
域
と
し
て
み
ら
れ
、
そ
こ
に
い

る
ひ
と
び
と
（
呉
と
か
越
、
あ
る
い
は
楚
）
は
、
異
民
族
と
み
ら

れ
て
い
た
に
お
い
が
あ
る
。〈
中
略
〉
古
代
、
中
原
で
は
、
江
南

の
連
中
の
こ
と
を
蛮
族
と
し
、「
荆け

い

蛮ば
ん

」
と
よ
ん
で
い
た
。
荆
一

字
だ
け
で
も
、
そ
の
地
域
を
あ
ら
わ
す
。

『
韓
非
子
』
の
作
者
韓
非
は
、
中
原
の
国
で
あ
る
韓
の
王
族
で
す
。

韓
非
の
優
越
感
が
、「
矛
盾
」
と
い
う
寓
話
の
設
定
に
反
映
し
て
い

る
こ
と
は
疑
い
な
い
事
実
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
と
同
様
に
、『
韓

非
子
』
の
「
株
を
守
る
」
の
寓
話
で
は
宋そ

う

人ひ
と

が
、
ま
た
「
履く

つ

を
買か

ふ

に
度ど

を
忘わ

す

る
」の
寓
話
で
は
鄭て

い

人ひ
と

が
主
人
公
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
も
、
周
に
滅
ぼ
さ
れ
た
宋
の
遺
民
や
韓
に
敗
れ
た
鄭
の
民
に

対
す
る
軽
侮
の
念
が
見
て
取
れ
ま
す
。

先
に
引
用
し
た
『
項
羽
と
劉
邦
』
の
記
述
に
類
し
た
説
明
は
、
多

く
の
注
釈
書
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
ま
で
の
知
識
を
教

室
で
生
徒
に
示
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
情
報
を
得

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
面
白
さ
が
発
見
で

き
、
教
材
研
究
に
さ
ら
に
身
が
入
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

「
楚
人
」
の
「
人
」
を
「
ひ
と
」
と
字
訓
で
読
む
こ
と
は
、
忘
れ

ず
に
授
業
で
強
調
し
ま
し
ょ
う
。
中
に
は
、
な
ぜ
「
ひ
と
」
と
読
む

の
か
と
疑
問
を
持
ち
、
質
問
す
る
生
徒
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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そ
れ
に
対
し
て
は
、「
昔
か
ら
の
読
み
癖
、習
慣
で
、国
名
の
下
は
『
ひ

と
』
と
読
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。」
と
説
明
す
れ
ば
十
分
で
す
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は
次
の
よ
う
な
説
を
紹
介
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

地
名
、
国
名
な
ど
の
下
の
「
人
」
の
字
は
、「
ひ
と
」
と
訓
で

読
む
習
慣
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
国
の
人
と
い
う
意
で
、
熟
語
や

人
名
で
は
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。（
漢

詩
・
漢
文
教
材
研
究
会
編
『
故
事
・
寓
話
Ⅰ
』「
漢
詩
・
漢
文
解
釈
講
座
」

第
16
巻
、
一
九
九
五
年
、
昌
平
社
）

○
之　
「
誉
レ

之
」
の
「
之
」
に
つ
い
て
も
漢
和
辞
典
で
読
み
と
意
味

を
し
っ
か
り
調
べ
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。漢
和
辞
典
の
中
に
は『
新

漢
語
林
』
の
よ
う
に
助
字
の
解
説
を
囲
み
記
事
に
し
て
い
る
も
の
が

あ
っ
て
、
便
利
で
す
。
ま
た
、
教
科
書
に
も
「
助
字
一
覧
」
等
の
名

称
で
付
録
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
教
科
書
は

授
業
で
扱
う
部
分
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と
も
漢
文
編
全
体
と
巻
末

付
録
に
は
目
を
通
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

筆
者
の
経
験
で
は
、
漢
文
入
門
期
の
生
徒
は
「
之
」
の
読
み
と
書

き
下
し
方
に
苦
労
す
る
よ
う
で
す
。
指
導
者
自
身
が
確
実
な
知
識
を

身
に
つ
け
る
と
同
時
に
、
生
徒
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
工
夫
も

必
要
に
な
り
ま
す
。
次
に
示
す
の
は
、
板
書
の
一
例
で
す
。

●「
之
」の
読
み
と
意
味
、
書
き
下
し
方

誉
レ

之
曰
、
〈
こ
れ
〉
こ
れ
。
之
を
誉ほ

め
て
曰い

は
く
、

吾
盾
之
堅
、〈
の
〉　

…
の
。
吾わ

が
盾た

て

の
堅か

た

き
こ
と
、

以
二
子
之
矛
一
陥
二
子
之
盾
一、　
〈
の
〉
…
の
。

 

子し

の
矛ほ

こ

を
以も

つ

て
子し

の
盾た

て

を
陥と

ほ

さ
ば
、

句
法
を
確
認
す
る

こ
の
教
材
で
確
認
す
べ
き
句
法
は
、
次
の
四
項
目
で
す
。

Ａ 

莫
二

能　
陥
一

也
。（
否
定
）

Ｂ 

無
レ

不
レ

陥　
也
。（
二
重
否
定
）

Ｃ 

以
二

子　
之　
矛
一

陥
二

子
之
盾
一、何‒

如
。（
疑
問
）

Ｄ 

其　
人　
弗
レ

能
レ

応　
也
。（
否
定
）

Ａ
と
Ｄ
は
、「
莫
は
無
と
同
じ
。」「
弗
は
不
と
同
じ
。」
と
い
う
教

科
書
の
脚
注
程
度
の
説
明
で
、多
く
の
生
徒
は
納
得
す
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
Ｂ
も
、
英
語
の
授
業
で
得
た
知
識
も
利
用
し
て
、「
突
き
通
さ

な
い
も
の
は
な
い
。（
＝
何
で
も
突
き
通
す
。）」
と
理
解
さ
せ
る
の

は
容
易
で
し
ょ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
何
如
」
は
難
度
が
一
気
に
上
が
り
ま
す
。
指

導
す
る
側
は
、
漢
和
辞
典
の
巻
末
付
録
に
あ
る
「
句
法
一
覧
」
や
句

法
を
集
約
し
た
書
籍
等
を
用
い
て
、
正
確
な
理
解
を
得
て
お
き
た
い

も
の
で
す
。『
漢
文
語
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
江
連
隆
著
、一
九
九
七
年
、

大
修
館
書
店
）』
や
『
語
法
・
句
法
』（
國
金
海
二
著
、
研
究
資
料
漢
文

学
10
、
一
九
九
二
年
、
明
治
書
院
）
は
、
説
明
が
詳
し
く
、
一
冊
持
っ

て
い
る
と
重
宝
し
ま
す
。
簡
便
な
も
の
で
は
、『
漢
文
学
習
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
』（
田
部
井
文
雄
他
共
著
、一
九
九
〇
年
、大
修
館
書
店
）
の
「
基

本
句
形
」
と
「
主
要
助
字
」
の
項
目
が
充
実
し
て
い
ま
す
。

学
校
に
よ
っ
て
は
、
生
徒
全
員
に
「
要
覧
」
や
「
図
説
」
と
い
う

名
の
つ
い
た
資
料
集
を
購
入
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
必

ず
授
業
に
用
意
さ
せ
、
句
法
の
確
認
に
役
立
た
せ
た
い
も
の
で
す
。

ま
た
、
先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
が
、
教
科
書
巻
末
付
録
の
「
句
法
一

覧
」
の
ペ
ー
ジ
も
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

参
考
文
献
と
指
導
書
の
関
係

こ
こ
ま
で
お
読
み
に
な
っ
て
、「
ど
う
し
て
便
利
な
指
導
書
の
存

在
に
触
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。」
と
い
う
疑
問
を
お
持
ち
に
な
っ
た

方
も
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
筆
者
は
次

の
よ
う
に
お
答
え
し
ま
す
。

こ
の
連
載
の
第
八
回
以
降
は
、
教
育
実
習
を
控
え
た
大
学
生
を
対

象
と
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
指
導
書
と
無
縁
で
あ
り
、
参
考
文
献
探

し
か
ら
教
育
実
習
の
準
備
を
始
め
て
ほ
し
い
と
い
う
筆
者
の
願
い
も

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
時
に
、
本
稿
を
お
読
み
に
な
る
若
い
先
生
方
へ
の
「
指
導
書
だ

け
に
頼
ら
ず
に
教
材
研
究
を
積
み
重
ね
て
ほ
し
い
。」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
も
込
め
た
つ
も
り
で
す
。
筆
者
も
四
〇
年
近
く
教
員
生
活
を

続
け
て
き
ま
し
た
の
で
、
現
場
の
忙
し
さ
は
十
分
に
承
知
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
漢
文
プ
ロ
パ
ー
の
教
員
が
激
減
し
て
い
る
こ
と
も
肌
身

に
感
じ
て
い
ま
す
。
指
導
書
の
役
割
は
、
た
と
え
て
言
え
ば
、
サ
プ

リ
や
エ
ナ
ジ
ー
ド
リ
ン
ク
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
忙
し
く
て
明
日
の

授
業
の
準
備
が
間
に
合
わ
な
い
時
に
は
、
指
導
書
が
役
に
立
つ
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
時
間
的
に
余
裕
が
あ
る
時
に
は
、
参
考
文
献
と
指

導
書
を
併
用
し
て
、手
間
暇
を
か
け
て
教
材
研
究
を
積
ん
で
ほ
し
い
。

こ
れ
が
若
い
先
生
方
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

筆
者
が
高
校
生
の
頃
に
、
あ
る
先
生
が
「
勉
強
は
本
を
買
う
こ
と

か
ら
始
ま
る
。」
と
語
っ
た
こ
と
が
今
で
も
耳
に
残
っ
て
い
ま
す
。

若
い
先
生
方
に
と
っ
て
も
「
教
材
研
究
は
本
を
買
う
こ
と
か
ら
始
ま

る
」
は
ず
で
す
。
こ
の
連
載
で
は
次
回
以
降
も
、
手
に
入
れ
や
す
い

参
考
文
献
を
少
し
ず
つ
紹
介
し
て
い
く
予
定
で
す
。

今
回
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
矛
盾
」
の
現
代
語
訳
、
授

業
計
画
、
板
書
、
発
問
事
項
等
に
つ
い
て
は
、
回
を
改
め
て
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
連
載
は
大
修
館
Ｈ
Ｐ
内
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
で
も
読
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。
次
回
は
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
に
11
月
頃
ア
ッ
プ
す
る
予
定
で
す
。
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な
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、一
日
の
時
間
割
例
を
示
す
と
、

表
１
の
よ
う
に
な
る
。
目
の
疲
れ
を
と
る
た
め
の
体
操
が

組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
全
国
的
な
特
徴
で
あ
る
。

３　

普
通
高
級
中
学
の
教
育
課
程

最
初
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
後
期
中
等
教
育
は
、
職
業

教
育
が
半
数
を
超
え
そ
う
な
勢
い
で
充
実
し
て
き
て
い
る

と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
我
が
国
の
普
通
科
高
等
学
校
教
育

と
の
比
較
の
た
め
に
、
普
通
高
中
の
教
育
課
程
と
語
文
の

位
置
づ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

我
が
国
の
学
習
指
導
要
領
に
相
当
す
る
「
普
通
高
中
語

文
課
程
標
準
（
実
験
）」
が
二
〇
〇
三
年
に
発
表注
６

さ
れ
、

二
〇
〇
四
年
秋
か
ら
実
験
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
普
通
高
中

課
程
方
案
（
実
験
）」
に
よ
れ
ば
、
八
つ
の
学
習
領
域注
７

、
12

〜
13
科
目注
８

の
一
つ
と
し
て
「
語
文
」
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、

三
年
間
で
必
修
116
単
位
中
の
10
単
位
が
当
て
ら
れ
て
い

る
。
２
単
位
は
、
10
週
を
基
本
に
、
週
４
時
間
９
週
の
36

時
間
の
授
業
と
復
習
考
査
か
ら
な
っ
て
い
る
。卒
業
に
は
、

必
修
116
単
位
と
選
修
28
単
位
が
必
要
に
な
る
。

語
文
の
必
修
は
、
必
修
一
か
ら
必
修
五
ま
で
を
高
一
と

高
二
で
履
修
し
、「
読
解
と
鑑
賞
」「
表
現
と
交
流
」
の
二

分
野
を
総
合
的
に
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。選
修
に
は
、

「
詩
歌
と
散
文
」「
小
説
と
観
劇
」「
ニ
ュ
ー
ス
と
伝
記
」「
言

語
文
字
応
用
」「
文
化
論
著
講
読
」
の
五
系
列
が
あ
る
。
選

修
は
、
こ
の
五
系
列
か
ら
各
学
校
の
状
況
や
生
徒
の
希
望

に
よ
っ
て
四
つ
の
系
列
を
組
み
合
わ
せ
て
８
単
位
、
さ
ら

に
希
望
に
よ
っ
て
６
単
位
ま
で
上
積
み
可
能
で
、
必
修
と

あ
わ
せ
て
24
単
位
ま
で
履
修
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

４　

普
通
高
中
教
科
書『
語
文
』（
必
修
）の
内
容
構
成

中
華
人
民
共
和
国
の
教
科
書
は
現
在
検
定
制
を
と
っ
て

お
り
、
地
方
・
学
校
の
状
況
に
応
じ
た
採
用
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
人
民
教

育
出
版
社
版
の
『
語
文
』
を
中
心
に
、
内
容
構
成
を
紹
介

す
る
。
必
修
の
一
〜
五
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
冊
の
教
科
書
に

な
っ
て
お
り
、
各
冊
100
頁
前
後
か
ら
な
っ
て
い
る
。

『
語
文
』（
必
修
）
は
、「
読
解
と
鑑
賞
」「
表
現
と
交
流
」

「
整
理
探
究
」「
名
著
へ
の
誘
い
」
の
四
部
か
ら
構
成
さ
れ

て
お
り
、「
名
著
へ
の
誘
い
」
だ
け
が
、
課
外
学
習
用
で
、

前
三
つ
の
部
分
は
、
授
業
で
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
読
解
と
鑑
賞
」
の
部
は
、各
冊
４
単
元
か
ら
な
っ
て
お

り
、
第
一
単
元
が
現
代
文
学
の
鑑
賞
、
第
二
単
元
が
古
典

文
学
の
鑑
賞
、
第
三
単
元
が
論
理
的
文
章
の
読
解
、
第
四

単
元
が
報
道
や
講
演
、
自
然
科
学
の
論
文
等
を
対
象
に
し

た
交
流
と
運
用
で
括
ら
れ
て
い
る
。
各
単
元
に
３
〜
４
教

材
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
各
冊
12
〜
13
教
材
が
用
意
さ
れ

て
い
る
。

第
一
冊
の
場
合
を
次
頁
に
例
示
す
る
。

１　

学
校
制
度
と
進
学
状
況

中
華
人
民
共
和
国
の
学
校
教
育
制
度
は
、
一
九
八
六
年

に
「
中
華
人
民
共
和
国
義
務
教
育
法注
１

」
が
制
定
、小
学
校
・

初
級
中
学
の
九
年
義
務
教
育
が
法
制
度
化
さ
れ
、幼
稚
園
・

小
学
校
・
初
級
中
学
（
初
中
）・
高
級
中
学
（
高
中
）・
大
学

を
基
本
と
し
て
い
る
点
で
は
、
修
学
年
数
を
含
め
て
日
本

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
、
母
語
も
異
な
る
少

数
民
族
の
多
い
自
治
区
等
に
お
い
て
は
、
財
政
的
な
問
題

も
絡
ん
で
義
務
教
育
の
小
学
校
・
初
級
中
学
の
九
年
間
以

外
の
学
校
の
建
設
や
教
員
の
養
成
が
遅
れ
て
お
り
、「
第

十
二
次
国
民
経
済
及
び
社
会
発
展
五
か
年
計
画
要
綱
」

（
二
〇
一
一
〜
二
〇
一
五
年
）
に
お
け
る
教
育
発
展
の
た
め

の
重
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
取
り
組
み
の
一
つ
に
な
っ
て
い

る
。
同
時
に
、
後
期
中
等
教
育
に
関
し
て
は
、
普
通
高
中

以
外
の
選
択
肢
と
し
て
の
職
業
教
育
を
振
興
す
る
た
め
の

行
動
計
画
も
二
〇
一
〇
年
に
策
定
さ
れ
、
取
り
組
み
が
始

ま
っ
て
い
る
。
後
期
中
等
教
育
の
普
通
高
中
生
と
中
等
職

業
学
校
生
の
割
合注
２

は
、
二
〇
一
一
年
段
階
で
、
普
通
高
中

が
や
や
多
い
も
の
の
お
よ
そ
半
々
程
度
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
進
学
率注
３

は
、
二
〇
一
一
年
の
小
学
校
か
ら
初
中
が

98
・
３
％
、
初
中
か
ら
後
期
中
等
教
育
が
88
・
９
％
に
な

っ
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
の
そ
れ
ぞ
れ
、
94
・
９
％
、
51
・

２
％
と
比
べ
る
と
、
後
期
中
等
教
育
へ
の
進
学
率
が
飛
躍

的
に
伸
び
て
き
て
い
る
。

２　

義
務
教
育
に
お
け
る
語
文

制
度
と
し
て
の
義
務
教
育
は
、
全
国
的
に
ほ
ぼ
整
い
、

我
が
国
に
お
け
る
学
習
指
導
要
領
に
相
当
す
る
「（
各
科
）

義
務
教
育
課
程
標
準
」も
二
〇
一
一
年
に
改
訂
が
行
わ
れ
、

質
的
な
充
実
段
階
に
入
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
日
本
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
教
育
課
程
を
中

央
政
府
と
地
方
政
府
及
び
学
校
の
三
者
が
管
理
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
地
方
政
府
、
学
校
に
そ
れ
ぞ
れ
裁
量
部

分
を
残
し
て
い
る
。「
義
務
教
育
課
程
設
置
実
験
方
案注

４

」に

は
、
九
年
間
の
教
科
構
成
と
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
に
配
当
す

る
単
位
時
間
数
が
、
九
年
間
を
通
し
た
総
時
間
数
に
お
け

る
割
合
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
語
文

（
我
が
国
の
国
語
に
相
当
）」
に
配
当
さ
れ
る
時
間
数
は
、
総

時
間
数
９
５
２
２
時
間
の
20
％
〜
22
％
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
地
方
政
府
レ
ベ
ル
が
各
学
年
に
割
り
振
っ
て
実
施

さ
れ
て
い
る
。
直
轄
市
で
あ
る
北
京
市
の
場
合
、
小
学
校

一
年
か
ら
順
に
週
当
た
り
、
８
８
６
６
６
６
５
５
5-6
、
上

海
市
の
場
合
は
、９
９
６
６
６
４
４
４
４
と
な
っ
て
い
る
。

一
単
位
時
間
自
体
も
北
京
市
の
40
分
（
小
学
校
）
↓
45
分

（
中
学
）
に
対
し
て
上
海
市
は
35
分
↓
40
分
と
異
な
る
。
北

京
市
の
方
を
一
般
的
な
例
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
学
制

で
は
、九
年
義
務
教
育
は
徹
底
し
て
き
た
が
、六
・
三
制
を

主
と
し
な
が
ら
五
・
四
制
も
ま
だ
存
在
し
て
い
る
。以
上
の

よ
う
に
、
地
方
や
学
校
に
よ
っ
て
実
施
状
況
が
大
き
く
異

PRC 表
１
：
あ
る
小
学
校
の
時
間
割
（
江
蘇
省
）

※�

毎
週
月
曜
日
は
、
8
：
00
〜
8
：
15
は
朝

の
読
書
、
8
：
15
〜
8
：
45
は
国
旗
掲
揚

式
と
な
る
。

※
※�

夏
季
と
冬
季
で
始
業
時
間
や
昼
休
み
時

間
を
変
更
す
る
学
校
も
あ
る
。
注
５

 8：00～ 8：30（30分）朝の読書、朝の会※

 8：30～ 8：45（15分）朝の体操※※

 8：50～ 9：30（40分）１時間目
 9：40～10：20（40分）２時間目
10：20～10：25（５分）目の体操
10：35～11：15（40分）３時間目

昼休み
13：00～13：40（40分）４時間目
13：40～13：45（５分）目の体操
13：55～14：35（40分）５時間目
14：45～15：25（40分）６時間目
15：30～16：00（30分）課外活動
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１　
 

現
代
詩
歌
：
情
感
と
形
象 

毛
沢
東
の
詩
、
艾
青
の
「
大
堰
河
」
な
ど

２　

 
古
代
叙
事
散
文
：
深
い
意
味
の
摘
出 

「
春
秋
左
氏
伝
」、「
史
記
」（
鴻
門
の
会
）
な
ど

３　

 

現
代
散
文
：
人
と
文
の
吟
味 

魯
迅
の
「
劉
和
珍
君
の
記
念
に
」、巴
金
の
随
想

な
ど　

※
魯
迅
の
作
品
は
多
く
教
材
化

４　

報
道
記
事
と
報
告
文
学
：
要
約
と
評
価

た
ま
た
ま
、
第
一
冊
に
は
漢
詩
が
な
い
が
、
他
の
冊
に

は
、
杜
甫
や
陶
淵
明
、
李
商
隠
な
ど
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
、

小
学
校
か
ら
通
し
て
相
当
数
に
上
る
。

「
表
現
と
交
流
」
の
部
は
、作
文
と
口
頭
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
二
分
野
を
含
む
。
作
文
は
、
各
冊
四
つ
の
テ
ー

マ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、「
読
解
と
鑑
賞
」
と
は
違
い
、

第
一
冊
・
二
冊
で
、
記
叙
・
描
写
の
基
本
を
、
第
三
冊
・

第
四
冊
で
議
論
文
を
中
心
に
し
、
第
五
冊
は
総
合
的
な
深

ま
り
を
求
め
る
内
容
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
口
頭
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
第
一
冊
か
ら
順
に
、
朗
誦
、
ス
ピ
ー

チ
、
討
論
、
弁
論
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

「
整
理
探
究
」
の
部
は
、各
冊
三
つ
の
テ
ー
マ
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
美
し
い
漢
字
」「
奇
妙
な
対
句
」

「
ロ
ジ
ッ
ク
と
語
文
学
習
」「
映
像
文
化
」「
古
代
文
化
常

識
」「
趣
の
あ
る
翻
訳
」
な
ど
、
我
が
国
の
「
言
語
事
項
」

で
は
括
れ
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

以
上
、
第
一
冊
の
場
合
、
19
教
材
を
36
時
間
の
授
業
で

扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。「
読
解
と
鑑
賞
」の
教
材
に
つ

い
て
言
え
ば
、
精
読
教
材
一
教
材
に
つ
き
長
編
で
あ
っ
て

も
２
〜
３
時
間
扱
い
が
標
準
で
、
略
読
教
材
に
指
定
さ
れ

て
い
る
も
の
は
１
時
間
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
教
材
ご
と

の
中
心
指
導
内
容
が
限
定
さ
れ
て
い
る
現
れ
で
あ
る
。

注
１
現
在
は
、
二
〇
〇
六
年
に
改
正
さ
れ
た
も
の
が
適
用
。

注
２ 

中
華
人
民
共
和
国
教
育
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
統
計
数
据
」
の
「
高
中

階
段
学
生
数
的
構
成
」
に
よ
る
。

注
３
同
前
「
各
級
学
校
卒
業
生
昇
学
率
」
に
よ
る
。

注
４ 

二
〇
一
三
年
一
月
の
「
教
育
部
二
〇
一
三
年
工
作
要
点
」
に
よ
れ

ば
、
修
訂
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
段
階
で
は
、

二
〇
〇
一
年
の
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
。

注
５ 

財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
『CLA

IR REPO
RT
 

N
U
M
BER 325

』二
〇
〇
八
年
五
月「
中
国
の
義
務
教
育
」に
よ
る
。

注
６ 「
教
育
部
関
於
印
発『
普
通
高
中
課
程
方
案（
実
験
）』和
語
文
等
十
五

個
学
科
課
程
標
準（
実
験
）的
通
知
」二
〇
〇
三
年
三
月
に
よ
る
。

注
７ 

言
語
と
文
学
、
数
学
、
人
文
と
社
会
、
科
学
、
技
術
、
芸
術
、
体
育

と
健
康
、
総
合
実
践
活
動
の
八
つ
の
学
習
領
域
。

注
８ 

語
文
、
数
学
、
外
語
（
英
語
、
日
語
、
俄
語
等
）、
思
想
政
治
、
歴

史
、
地
理
、
物
理
、
化
学
、
生
物
、
芸
術
（
音
楽
、
美
術
）、
体
育

と
健
康
、
技
術
等
12
〜
13
科
目
。

PRC

こ
の
連
載
は
大
修
館
Ｈ
Ｐ
内
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
で
も
読
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
次
回
は
韓
国
の
教
育
事
情
に
つ
い
て
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教

室
」
に
11
月
11
日
に
ア
ッ
プ
す
る
予
定
で
す
。
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従
来
の
指
導
方
法
だ
け
で
は
、
新
た
に
盛
り
込

ま
れ
た
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
意
識
し
た
教

材
を
扱
う
こ
と
に
困
難
を
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
で
す
が
、
学
習
指
導
要
領
で
は
「
内
容
の
取

扱
い
」
で
近
代
以
降
の
文
章
を
含
め
る
こ
と
が
明

示
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
も
小
学
校
か
ら
古
典
に
触

れ
る
機
会
が
増
え
た
こ
と
で
、
教
材
化
や
そ
の
扱

い
に
も
見
直
し
が
は
か
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
は

改
訂
に
よ
っ
て
三
校
種
で
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
『
枕
草
子
』（
春
は
あ
け
ぼ
の
）
で
の
活
用
法

を
紹
介
し
ま
す
。

　
『
新
編
国
語
総
合
』（
国
総
３
１
４
、大
修
館
書
店
）

で
は
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
全
文
を
見
開
き
で
示
し
、

原
文
を
上
段
に
、
下
段
に
山
口
仲
美
さ
ん
の
斬
新

な
訳
文
が
示
さ
れ
ま
す
。
生
徒
の
な
か
に
は
複
数

回
学
ん
で
き
た
者
も
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
内
容

理
解
は
あ
る
程
度
で
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
こ
の
教
材
で
注
目
さ
せ
た
い
の
は
本
文
と
訳

文
と
の
関
係
で
す
。
清
少
納
言
の
文
体
を
生
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
が
現
代
語
訳
に
ど
の
よ
う
に
反
映

し
て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
す
。例
え
ば
、

「
春
は
夜
明
け
！
」と
冒
頭
を
体
言
止
め
に
す
る
感

覚
を
意
識
さ
せ
て
訳
文
の
工
夫
に
着
目
さ
せ
る
こ

と
が
、
古
典
に
興
味
・
関
心
を
持
た
せ
る
こ
と
に

つ
な
が
り
ま
す
。
余
分
な
情
報
と
考
え
ら
れ
が
ち

な
訳
文
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト

で
す
。

　

ま
た
「
な
ん
て
ス
テ
キ
な
光
景
な
の
！
」
と
題

す
る
文
章
は
、
古
典
鑑
賞
の
手
が
か
り
を
与
え
て

く
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
興
味
・
関
心
を
広
げ
る
き

っ
か
け
で
あ
る
古
典
を
鑑
賞
す
る
態
度
を
育
て
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
山
口
さ
ん
は
『
枕
草
子
』
の

優
れ
た
風
景
描
写
を
取
り
上
げ
て
、『
源
氏
物
語
』

に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
を
推
測
し
て
い
ま
す
。

個
々
の
作
品
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
解
説
文
を
読

ん
で
作
品
の
相
互
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
、
個
人

の
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
・
考
え
方
を
深
め
る
き

っ
か
け
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

近
代
以
降
の
文
章
や
口
語
訳
は
、
古
典
を
読
む

観
点
や
お
も
し
ろ
さ
を
生
徒
に
伝
え
る
た
め
に
有

効
に
活
用
で
き
る
存
在
な
の
で
す
。

島根県・38才女性、他

古
典
の
授
業
で
、
生
徒
の
興
味
を
引
き
出
す
た
め
の
工
夫
は
？

　

古
典
に
関
連
す
る
近
代
以
降
の
文
章
が
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
る

な
ど
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
興
味
・
関
心
を
持
た
せ
る
取
り
組
み

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
生
徒
か
ら
古
典
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
引

き
出
す
た
め
の
授
業
の
ヒ
ン
ト
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
国
語
科
に
ま
つ
わ
る
疑
問
・
質
問
に
、

大
修
館
の
教
科
書
編
集
委
員
が
親
身
に
お
答
え
し
て
い
き

ま
す
。
ご
質
問
は
小
社
「
国
語
教
室
Ｑ
＆
Ａ
係
」
ま
で
。

　
西に

し 

一か
ず

夫お

信
州
大
学
教
授
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♦
「
文
法
ぎ
ら
い
」
な
子
ど
も
た
ち

　

調
査
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
国
語
の
時
間
に
習
う
文
法

が
好
き
だ
と
い
う
子
ど
も
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
と
思
い
ま
す
。実
際
、

小
学
校
で
習
っ
た
文
法
が
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ず
、
中
学
校
で
英
語
を

習
う
と
き
も
、「
文
法
」
と
聞
い
た
だ
け
で
苦
手
意
識
を
持
っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
話
も
よ
く
耳
に
し
ま
す
。

　

国
語
の
時
間
に
習
う
文
法
に
興
味
を
覚
え
ら
れ
な
い
理
由
は
か
な

り
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。《
日
本
語
は
母

語
な
の
だ
か
ら
、
改
め
て
文
法
な
ど
習
わ
な
く
て
も
日
本
語
は
使
え

る
。
な
の
に
、ど
う
し
て
「
主
語
」
だ
と
か
「
名
詞
」「
動
詞
」
だ
と

か
「
修
飾
」
だ
と
か
と
い
う
、
訳
の
わ
か
ら
な
い
文
法
用
語
を
使
っ

て
、文
法
と
い
う
も
の
を
習
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
。》
ひ
と
こ

と
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
文
法
学
習
の
意
味
と
「
ご
利
益
」
が
わ
か

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

⑴　

健
太
郎
は
自
転
車
で
逃
げ
た
泥
棒
を
追
い
か
け
た
。

（
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
の
は
健
太
郎
、そ
れ
と
も
、泥
棒
？
）

　

あ
い
ま
い
性
は
ど
の
個
別
言
語
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
英
語
の
例
を

挙
げ
ま
し
ょ
う
。

　

⑵　

John saw
 a girl w

ith binoculars.

（
双
眼
鏡
を
持
っ
て
い
る
の
は
ジ
ョ
ン
、
そ
れ
と
も
、
女
の

子
？
）

　

こ
と
ば
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
と
し
て
も
使
わ
れ
ま
す

の
で
、
こ
と
ば
が
あ
い
ま
い
性
を
許
す
と
い
う
こ
と
は
注
意
を
要
し

ま
す
。
誤
解
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
⑴
が
誤
解
を
生
む

可
能
性
を
持
っ
た
文
で
あ
る
（
あ
い
ま
い
性
を
持
つ
）
こ
と
を
認
識

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
自
分
の
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い

る
解
釈
が
相
手
に
一
義
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

　

⑴
で
あ
れ
ば
、
ポ
ー
ズ
を
「
自
転
車
で
」
の
前
に
置
く
（
書
き
こ

と
ば
で
あ
れ
ば
、
読
点
を
打
つ
）
か
、
後
に
置
く
か
で
、
解
釈
を
一

つ
に
絞
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

⑶　

健
太
郎
は
、
自
転
車
で
逃
げ
た
泥
棒
を
追
い
か
け
た
。

　

⑷　

健
太
郎
は
自
転
車
で
、
逃
げ
た
泥
棒
を
追
い
か
け
た
。

　

さ
ら
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
、
語
順
を
変
え
る
と
い
う
方
法
を
採
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

⑸　

自
転
車
で
逃
げ
た
泥
棒
を
健
太
郎
は
追
い
か
け
た
。

　

筆
者
は
認
知
科
学
の
研
究
者
で
、
主
と
し
て
、
母
語
の
獲
得
を
支

え
る
、
こ
こ
ろ
の
仕
組
み
と
そ
の
働
き
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た

が
、
こ
の
十
五
年
ほ
ど
は
言
語
教
育
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
発
言
し

て
い
ま
す
。
実
際
、
小
学
生
た
ち
と
こ
と
ば
を
素
材
に
い
ろ
い
ろ
な

活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
活
動
の
中
で
、
わ
た
く
し
は
教
育
に
「
こ
と
ば
」
と
い

う
視
点
（
日
本
語
と
か
、
英
語
と
か
、
ス
ワ
ヒ
リ
語
と
か
、
日
本
手

話
と
か
、
と
い
っ
た
個
別
言
語
の
垣
根
を
超
え
て
、
そ
れ
ら
を
鳥
瞰

す
る
視
点
）
を
導
入
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
以
下
、
例
を
挙
げ
て
解
説
し
ま
す
。

♦
こ
と
ば
の
あ
い
ま
い
性

　

⑴
の
よ
う
に
、
あ
る
文
が
二
つ
以
上
の
解
釈
に
対
応
す
る
場
合
、

そ
の
性
質
を
「
あ
い
ま
い
性
（am

biguity

）」
と
呼
び
ま
す
。

　

⑹　

自
転
車
で
健
太
郎
は
泥
棒
を
追
い
か
け
た
。

　

⑹
の
文
頭
の
部
分
が
多
少
ぎ
こ
ち
な
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
⑺
の
よ
う
に
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

⑺　

自
転
車
に
乗
っ
て
、
健
太
郎
は
泥
棒
を
追
い
か
け
た
。

♦
文
の
骨
格
を
考
え
る

　

こ
こ
で
、
ど
う
し
て
⑴
が
あ
い
ま
い
性
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
考

え
ま
し
ょ
う
。
⑴
の
骨
格
は
⑻
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

⑻　

健
太
郎
は
﹇
逃
げ
た
﹈
泥
棒
を
追
い
か
け
た
。

　
﹇　

﹈
に
入
れ
た
部
分
は
連
体
修
飾
節
で
す
。
つ
ま
り
、⑴
は
全
体

の
文
（
主
文
）
の
中
に
、
節
（
そ
の
本
性
は
文
）
が
埋
め
込
ま
れ
た

構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
⑴
で
は
⑻
の
「
健
太
郎
は
」
と
い
う
主
文
の
要
素
か
ら

「
逃
げ
た
」
と
い
う
連
体
修
飾
節
に
移
る
、ち
ょ
う
ど
そ
の
は
ざ
ま
に

「
自
転
車
で
」
が
現
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、そ
の
「
自
転
車
で
」
を
主
文

の
一
部
と
考
え
る
の
か
、
連
体
修
飾
節
の
一
部
と
考
え
る
の
か
、
二

つ
の
可
能
性
が
出
て
き
ま
す
。

　

⑼
の
よ
う
に
従
属
節
の
一
部
と
考
え
れ
ば
、
自
転
車
に
乗
っ
て
い

る
の
は
泥
棒
と
な
り
ま
す
。

　

⑼　

健
太
郎
は
﹇
自
転
車
で
逃
げ
た
﹈
泥
棒
を
追
い
か
け
た
。

　

ま
た
、
⑽
の
よ
う
に
主
文
の
一
部
と
考
え
れ
ば
、
自
転
車
に
乗
っ

て
い
る
の
は
健
太
郎
と
な
り
ま
す
。

　

⑽　

健
太
郎
は
自
転
車
で
﹇
逃
げ
た
﹈
泥
棒
を
追
い
か
け
た
。

大お
お

津つ 

由ゆ

紀き

雄お

明
海
大
学
教
授
、
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授

一
緒
に
や
ろ
う
よ
、国
語
教
育

─
─
言
語
教
育
へ
の
誘
い

※
１
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け
」
が
い
つ
も
上
位
を
占
め
、「
怪
獣
」「
犬
」
な
ど
が
続
き
ま
す
。

　

ひ
と
わ
た
り
意
見
が
出
た
と
こ
ろ
で
、「
こ
ん
な
の
ど
う
か
な
？
」

と
言
っ
て
、（　

）
の
中
に
「
病
気
」
と
書
き
入
れ
ま
す
。
す
る
と
、

一
呼
吸
あ
っ
て
、「゙
あ
〜
」
と
い
う
、
こ
う
と
で
も
表
す
し
か
な
い

よ
う
な
声
が
教
室
に
響
き
わ
た
り
ま
す
。
気
づ
き
の
瞬
間
で
す
。

　

最
初
に
挙
が
っ
た
例
は
、
み
な
、「
こ
わ
い
目
を
し
た
〜
」
と
い
う

意
味
の
も
の
で
、
形
の
点
で
は
「
こ
わ
い
」
と
「
目
」
で
ま
ず
ま
と

ま
り
を
作
り
、そ
の
上
に
「
の
（　

）」
を
重
ね
た
も
の
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
、「
こ
わ
い
目
の
病
気
」
は
「
目
の
病
気
が
こ
わ
い
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ま
ず
、「
目
」
と
「
病
気
」
が
ま
と
ま
り
を

作
り
、
そ
の
上
に
「
こ
わ
い
」
が
重
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
最
初
に
子
ど
も
た
ち
が
考
え
た
例
と
「
病
気
」
の
例
は

語
の
並
び
（
語
順
）
と
し
て
は
同
じ
な
の
で
す
が
、
ど
う
や
っ
て
語

の
ま
と
ま
り
を
作
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
ま
と
ま
り
に
新
た
な
語
を
加

え
て
よ
り
大
き
な
ま
と
ま
り
を
作
っ
て
い
く
か
と
い
う
点
で
違
っ
て

い
る
の
で
す
。

　
「゙
あ
〜
」
体
験
を
し
た
子
ど
も
た
ち
は
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

に
気
づ
き
ま
す
。

　

⑿　

こ
わ
い　

目
の　

お
ば
け

と
い
う
の
は
、「
こ
わ
い
目
を
し
た
お
ば
け
」
と
い
う
意
味
に
も
な
り

ま
す
が
、
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
の
目
玉
お
や
じ
の
よ
う
な
、
目
の
お
ば

け
、
そ
れ
が
こ
わ
い
と
い
う
意
味
に
も
な
る
、
つ
ま
り
、
⑿
は
あ
い

ま
い
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
子
ど
も
も
い
ま
す
。

　

さ
き
ほ
ど
、
⑴
の
あ
い
ま
い
性
を
除
去
す
る
可
能
性
と
し
て
最
初

に
挙
げ
た
、
ポ
ー
ズ
を
置
い
た
り
、
読
点
を
打
っ
た
り
す
る
方
法
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
意
図
し
て
い
る
の
が
⑼
な
の
か
、
⑽
な
の
か
を
明

確
に
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
の
で
す
。

♦
母
語
を
利
用
す
る
強
み

　

教
育
に
お
い
て
母
語
を
利
用
す
る
強
み
は
な
ん
と
言
っ
て
も
直
感

が
利
く
こ
と
で
す
。
⑴
が
あ
い
ま
い
性
を
持
つ
こ
と
、
⑶
〜
⑹
の
よ

う
な
工
夫
を
凝
ら
す
と
そ
の
あ
い
ま
い
性
を
除
去
で
き
る
こ
と
な
ど

に
つ
い
て
も
確
か
な
直
感
が
働
き
ま
す
。
こ
の
直
感
を
利
用
し
て
、

母
語
の
仕
組
み
と
働
き
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
こ
そ
が
文
法
教
育
の
真

骨
頂
だ
と
筆
者
は
考
え
ま
す
。

　

右
で
は
文
の
構
造
と
い
う
形
式
的
な
面
だ
け
か
ら
の
説
明
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
出
て
く
る
構
造
的
な
特
徴
は
、
修
飾
表
現
と

被
修
飾
表
現
は
同
じ
節
に
属
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

こ
の
よ
う
な
例
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、文
法
と
い
う
の
は
、

知
ら
な
く
て
も
い
い
こ
と
を
面
倒
な
文
法
用
語
を
使
っ
て
理
屈
っ
ぽ

く
説
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
思
い
を
払

拭
さ
せ
、
文
法
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
こ
と
は
こ
と
ば
を
効
果
的
に

利
用
す
る
の
に
大
い
に
役
立
つ
の
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
右
の
例
示
の
な
か
で
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
子
ど
も

　

す
べ
て
母
語
に
対
す
る
直
感
だ
け
で
進
め
ら
れ
る
作
業
で
す
の

で
、
子
ど
も
た
ち
も
想
像
力
を
発
揮
し
て
、
こ
と
ば
の
世
界
を
飛
び

回
り
ま
す※
２

。

♦
２
つ
の
窓
か
ら
こ
と
ば
を
眺
め
る

　

こ
の
よ
う
な
実
践
か
ら
も
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
筆
者

は
、
国
語
教
育
と
英
語
教
育
は
別
の
も
の
で
は
な
く
、
母
語
と
外
国

語
と
い
う
二
つ
の
窓
か
ら
こ
と
ば
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と

ば
の
性
質
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
い
う
教
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

昨
年
、
一
般
社
団
法
人
「
こ
と
ば
の
教
育
」
と
い
う
組
織
を
作
っ

た
の
も
、
い
ま
述
べ
た
考
え
方
の
進
展
と
普
及
を
図
る
た
め
で
す
。

関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
、
ぜ
ひ
法
人
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
閲

覧
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、言
語
教
育
、一
緒
に
や
り
ま
し
ょ
う
！

 
http://kotobanokyouiku.blog.fc

２.com
/ 

 
https://w

w
w
.facebook.com

/kotoba.no.kyouiku/

※ 

１　
『Ja-N

et

』
第
六
〇
号
（
二
〇
一
二
年
一
月
、
ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
）
に
「
一
緒
に
や
ろ
う
よ
、
日
本
語
教
育
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
寄
稿
し
ま

し
た
。
今
回
は
そ
の
姉
妹
編
で
す
。

※ 

２　

こ
の
エ
ッ
セ
ー
で
書
い
た
考
え
方
を
よ
り
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い

方
は
大
津
由
紀
雄
・
窪
薗
晴
夫
『
こ
と
ば
の
力
を
育
む
』（
二
〇
〇
八
年
、
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

た
ち
が
無
意
識
の
う
ち
に
持
っ
て
い
る
母
語
の
知
識
と
そ
れ
に
対
す

る
気
づ
き
で
あ
る
点
に
も
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
す
べ
て
は
子
ど
も

た
ち
自
身
の
中
（
お
そ
ら
く
、
脳
で
し
ょ
う
）
に
備
わ
っ
て
い
る
の

で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
、
実
は
、
自
分
た
ち
は
母
語
の
豊
か
な
知
識

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
先
生
が
た
は
そ
の
支

援
を
す
る
と
い
う
役
目
を
担
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
相
手
に
問
い
か

け
な
が
ら
、
相
手
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
し
ま
う
と
い

う
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
よ
う
な
存
在
で
す
。

　

念
の
た
め
に
付
け
加
え
て
お
く
と
、
筆
者
は
右
で
書
い
た
よ
う
な

こ
と
を
そ
の
ま
ま
教
室
で
展
開
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
素
材
で
す
。
そ
の
素
材
を
ど
の
よ
う

に
料
理
し
て
、
教
室
で
展
開
さ
せ
る
か
は
、
そ
の
道
の
プ
ロ
で
あ
る

先
生
が
た
の
領
分
で
す
。

♦
子
ど
も
た
ち
と
の
や
り
と
り

　

こ
こ
で
、
筆
者
が
小
学
生
を
対
象
に
開
い
た
「
こ
と
ば
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
」
で
の
や
り
と
り
の
一
例
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、

　

⑾　

こ
わ
い　

目
の　
（　
　
　

）

と
板
書
し
ま
す
（
実
際
は
、
切
れ
目
ご
と
に
改
行
し
て
、
３
行
に
し

ま
す
）。

　

そ
し
て
、（　

）
の
中
に
な
に
か
単
語
を
入
れ
て
、
意
味
の
通
じ
る

日
本
語
に
し
て
欲
し
い
と
言
い
ま
す
。「
お
母
さ
ん
」「
先
生
」「
お
ば



48国語教室　第98号　2013年11月49 批評と鑑賞

　
　
一
　
リ
ル
ケ
的
死
生
観
と
『
風
立
ち
ぬ
』

　

二
〇
一
三
年
七
月
二
〇
日
、
宮
崎
駿
原
作
・
脚
本
・
監
督
に
よ
る

映
画
﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
が
公
開
さ
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
を
そ
の
小
説
か
ら

採
ら
れ
、﹁
堀
越
二
郎
と
堀
辰
雄
に
敬
意
を
表
し
て
﹂
と
ポ
ス
タ
ー

そ
の
他
に
名
前
を
掲
げ
ら
れ
た
堀
辰
雄
︵
壹九〇亖～
壹九五弎︶
の
没
後

六
〇
年
は
、
ま
さ
し
く
メ
モ
リ
ア
ル
な
年
と
な
っ
た
。

　
﹃
風
立
ち
ぬ
﹄︵
野
田
書
房
、
壹九弎丷・
亖︶
は
、
堀
の
婚
約
時
代
お
よ

び
婚
約
者
矢
野
綾
子
の
死
に
取
材
し
た
小
説
で
、﹁
序
曲
﹂﹁
春
﹂﹁
風

立
ち
ぬ
﹂﹁
冬
﹂﹁
死
の
か
げ
の
谷
﹂
の
五
章
か
ら
成
る
。
各
章
は

一
九
三
六
年
一
二
月
以
降
、﹃
改
造
﹄﹃
文
藝
春
秋
﹄
等
に
、
独
立
し

た
小
品
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、﹁
冬
﹂
ま
で
が
い
ず
れ
も
、

三
六
年
末
か
ら
翌
春
に
か
け
て
集
中
的
に
発
表
さ
れ
た
の
に
対
し
、

﹁
死
の
か
げ
の
谷
﹂︵﹃
新
潮
﹄
壹九弎丷・
弎︶
の
み
、
発
表
ま
で
に
さ
ら
に

一
年
を
要
し
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
の
小
説
内
世

界
に
も
共
通
し
て
お
り
、
中
心
人
物
で
あ
る
作
家
の
﹁
私
﹂
も
、
婚

約
者
節
子
の
死
後
、
彼
女
を
ヒ
ロ
イ
ン
と
す
る
作
中
作
の
創
作
が
続

行
不
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
人
気
の
絶
え
た
真
冬
の
避
暑
地
で
節
子

の
死
を
か
み
し
め
な
が
ら
、
作
中
作
の
完
成
に
腐
心
す
る
。
死
に
よ

っ
て
幕
を
下
ろ
さ
れ
た
婚
約
生
活
を
、
幸
福
な
男
女
の
物
語
と
し
て

結
晶
し
、節
子
の
鎮
魂
を
果
た
そ
う
と
す
る
努
力
は
困
難
を
き
わ
め
、

﹁
私
﹂
は
切
な
い
ほ
ど
傷
つ
き
、
孤
独
に
も
が
き
続
け
る
。

　

そ
ん
な
﹁
私
﹂
は
や
が
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
詩
人
、
ラ
イ
ナ
ー
・

マ
リ
ア
・
リ
ル
ケ
の
詩
集
﹃
レ
ク
イ
エ
ム
﹄
を
手
に
し
、
共
に
生
き

渡わ
た

部な
べ 

麻ま

実み

堀
辰
雄『
風
立
ち
ぬ
』再
読

│
│「
い
ざ
生
き
め
や
も
」を
問
い
直
す

天
理
大
学
文
学
部
准
教
授

続
け
る
こ
と
を
切
望
す
る
あ
ま
り
、
節
子
の
死
を
容
認
で
き
ず
に
い

た
自
ら
を
、
激
し
く
悔
い
る
。

け
ふ
も
一
日
中
、︵
略
︶
リ
ル
ケ
の
﹁
レ
ク
ヰ
エ
ム
﹂
に
向
つ

て
ゐ
た
。
未
だ
に
お
前
を
静
か
に
死
な
せ
て
お
か
う
と
は
せ
ず

に
、
お
前
を
求
め
て
や
ま
な
か
つ
た
、
自
分
の
女
々
し
い
心
に

何
か
後
悔
に
似
た
も
の
を
は
げ
し
く
感
じ
な
が
ら
⋮
⋮

︵
死
者
達
が
⋮
引
用
者
注
︶
噂
と
は
似
つ
か
ず
、
非
常
に

確
信
的
で
、
／
死
ん
で
ゐ
る
事
に
も
す
ぐ
慣
れ
、
頗
る
快

活
で
あ
る
ら
し
い
の
に
／
驚
い
て
ゐ
る
位
だ
。
只
お
前
│

お
前
だ
け
は
帰
つ
て
来
た
。
お
前
は
私
を
掠
め
、
ま
は
り

を
さ
迷
ひ
、
何
物
か
に
／
衝
き
当
る
、
そ
し
て
そ
れ
が
お

前
の
た
め
に
音
を
立
て
て
、／
お
前
を
裏
切
る
の
だ
。︵
略
︶

帰
つ
て
入
ら
つ
し
や
る
な
。
さ
う
し
て
も
し
お
前
に
我
慢

で
き
た
ら
、
／
死
者
達
の
間
に
死
ん
で
お
出
。
死
者
に
も

た
ん
と
仕
事
は
あ
る
。
／
け
れ
ど
も
私
に
助
力
は
し
て
お

く
れ
、
お
前
の
気
を
散
ら
さ
な
い
程
度
で
、
／
屡
々
遠
く

の
も
の
が
私
に
助
力
を
し
て
く
れ
る
や
う
に
│
私
の
裡

で
。︵﹁
死
の
か
げ
の
谷
﹂︶

︿
生
﹀
と
︿
死
﹀
を
二
分
法
的
に
解
さ
ず
、
連
続
・
循
環
す
る
も
の

と
見
な
す
リ
ル
ケ
的
死
生
観
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
つ
い
に
﹁
私
﹂

は
再
起
す
る
。
小
説
﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
が
、
末
期
の
節
子
の
描
写
に
付

し
た
日
付
は
、
堀
の
実
人
生
に
お
け
る
綾
子
と
の
永
訣
の
日
付
に
一

致
す
る
。
そ
れ
を
慮
る
と
き
、
小

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

説
で
あ
り
な
が
ら
死
者
の
鎮
魂
に

つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
現リ

ア

ル

実
的
に
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
そ

し
て
そ
れ
ゆ
え
に
厳
し
い
孤
独
の
な
か
で
の
一
年
を
必
要
と
し
た
、

そ
う
い
う
﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
が
内
部
に
抱
え
持
つ
峻
厳
な
闘
い
に
、
思

い
を
馳
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
　
二
　「
い
ざ
生
き
め
や
も
」
を
め
ぐ
る
誤
訳
問
題

　

節
子
の
病
状
が
深
刻
に
な
り
過
ぎ
る
前
、
二
人
の
明
る
い
未
来
を

夢
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
恋
の
季
節
の
な
か
で
、
中
心
人
物

﹁
私
﹂
が
好
ん
で
口
ず
さ
ん
で
い
た
﹁
風
立
ち
ぬ
、い
ざ
生
き
め
や
も
﹂

は
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
﹁
海
辺
の
墓
地
﹂
の
一
節
︽Le 

vent se lève, il faut tenter de vivre.

︾︵
風
が
立
つ
、
生
き
る
こ

と
を
試
み
ね
ば
な
ら
ぬ
︶
に
由
来
す
る
。﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
に
お
け
る
﹁
生

き
め
や
も
﹂
も
お
お
む
ね
、
そ
れ
と
同
様
の
意
味
、
す
な
わ
ち
﹁
生

き
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
い
う
よ
う
な
︿
生
﹀
を
志
向
す
る
決
意
に
満
ち

た
言
葉
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る

と
、﹁
生
き
め
や
も
﹂
は
大
き
な
誤
謬
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
基
本

的
に
は
上
代
の
語
法
で
あ
る
﹁
め
や
も
﹂
は
、﹁
～
し
よ
う
か
、
い

や
し
ま
い
﹂
と
い
う
意
の
反
語
だ
か
ら
だ
。
こ
れ
に
関
連
し
て
﹃
風

立
ち
ぬ
﹄
の
誤
訳
を
指
摘
し
た
も
の
に
、
例
え
ば
以
下
の
や
り
取
り

が
あ
る
。

丸
谷　
﹁
生
き
め
や
も
﹂
と
い
う
の
は
、
生
き
よ
う
か
、
い
や
、
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断
じ
て
生
き
な
い
、死
の
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

︵
略
︶
つ
ま
り
こ
れ
は
結
果
的
に
は
誤
訳
な
ん
で
す
。﹁
や
も
﹂

の
用
法
を
堀
は
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

大
野　

こ
う
い
う
訳
を
す
る
よ
う
で
は
堀
さ
ん
は
日
本
語
の
古

典
語
の
力
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。︵
大
野
晋
・
丸
谷

才
一
﹃
日
本
語
で
一
番
大
事
な
も
の
﹄
中
央
公
論
社
、
壹九丷七・
壹〇︶

右
の
指
摘
は
、﹃
読
売
新
聞
﹄
の
﹁
編
集
手
帳
﹂
欄
︵
貮〇〇亖・
七・
貮九︶

に
も
引
用
さ
れ
、
少
な
か
ら
ず
流
布
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し

こ
れ
は
、
必
ず
し
も
正
鵠
を
射
て
は
い
な
い
。﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
の
完

成
に
前
後
す
る
頃
か
ら
堀
は
、﹃
万
葉
集
﹄
に
没
入
し
て
ゆ
く
。
そ

の
挽
歌
に
見
ら
れ
る
古
代
人
の
死
生
観
に
、
リ
ル
ケ
と
同
種
の
も
の

を
見
出
し
た
た
め
だ
。﹃
万
葉
集
﹄
関
連
の
堀
の
蔵
書
に
は
、
膨
大
な

書
込
み
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
書
込
み
は
、﹁
め
や

も
﹂を
含
む
複
数
の
歌
に
も
及
ん
で
い
る
。
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

鞆
の
浦
の
石
の
檉む

ろ

の
木
。
見
む
毎
に
、
相
見
し
妹
は　

忘
れ
え

め
や
も
︵
大
伴
旅
人
、﹃
万
葉
集
﹄
巻
三
、四
四
七
︶

堀
の
座
右
の
書
、折
口
信
夫﹃
國
文
口
譯
叢
書
第
三
篇
萬
葉
集
上
﹄︵
文

會
堂
書
店
、
壹九壹六・
九︶
は
右
の
歌
を
、﹁
鞆
の
浦
の
岩
浜
に
生
え
て
ゐ

る
檉
の
木
を
、
こ
れ
か
ら
後
も
見
る
度
毎
に
、
一
処
に
眺
め
た
妻
を

ば
、
忘
れ
る
事
は
出
来
は
す
ま
い
﹂
と
訳
し
て
い
る
。
堀
の
﹃
万
葉

集
﹄
受
容
は
、
折
口
や
武
田
祐
吉
ら
の
複
数
の
現
代
語
訳
や
文
法
解

説
を
繙
読
し
つ
つ
、
き
わ
め
て
丁
寧
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
仮
に

﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
執
筆
中
に
﹁
め
や
も
﹂
に
関
す
る
文
法
上
の
知
識
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
知
ら

な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
代
表
作
﹃
風
立

ち
ぬ
﹄
は
生
前
、
幾
度
か
刊
行
し
直
さ
れ
て
い
る
。﹁
い
ざ
生
き
め

や
も
﹂
が
、
文
法
に
疎
か
っ
た
た
め
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
単
な
る

0

0

0

誤

訳
に
過
ぎ
な
い
な
ら
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
残
さ
れ
た
理
由
は

説
明
し
難
い
。﹁
め
や
も
﹂を
誤
訳
と
論
断
す
る
前
に
、反
語
表
現﹁
め

や
も
﹂
で
あ
る
こ
と
の
必
然
性
を
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
　
三
　
凪
渡
る
『
風
立
ち
ぬ
』

　
﹁
い
ざ
生
き
め
や
も
﹂
が
、﹁
さ
あ
生
き
よ
う
、
い
や
そ
う
は
し
ま

い
﹂
で
は
な
く
、﹁
さ
あ
生
き
よ
う
﹂
の
意
で
あ
る
と
し
た
ら
、
小

説
﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
に
ふ
さ
わ
し
い
標
語
足
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
た

し
か
に
そ
れ
な
ら
、
喪
失
の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
再
起
を
果
た
す

﹁
私
﹂
の
物
語
に
は
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、︿
生
﹀
の
持

続
を
望
み
な
が
ら
人
生
の
半
ば
で
斃
れ
た
、
愛
す
る
者
の
魂
は
救
え

な
い
。
稿
者
は
こ
の
点
に
こ
そ
、﹁
生
き
め
や
も

0

0

0

﹂
で
あ
る
必
然
性

が
存
す
る
と
考
え
て
い
る
。︿
生
﹀
と︿
死
﹀
を
二
項
対
立
的
に
捉
え
、

幸
福
の
要
件
と
し
て
の
︿
生
﹀
に
拘
泥
し
、︿
死
﹀
を
不
幸
そ
の
も
の

と
し
か
認
識
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
愛
し
い
者
に
対
し
、
静
か
な
︿
死
﹀

を
許
す
こ
と
、
そ
の
短
す
ぎ
る
生
涯
が
、
た
し
か
に
持
っ
て
い
る
は

ず
の
意
味
を
心
底
か
ら
了
解
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
な
の
だ
。﹁
生

き
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂
と
い
う
よ
う
な
殊
更
な
決
意
を
手
放
し
、
生
き
ら

れ
る
だ
け
の
生
を
生
き
抜
く
こ
と
に
、
虚
飾
な
き
価
値
を
認
め
る
こ

と
。リ
ル
ケ
を
通
過
し
て
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
と
き
、﹁
私
﹂は︿
生
﹀

に
向
き
直
り
、
絶
望
を
背
に
し
て
一
歩
を
踏
み
出
し
、
節
子
の
鎮
魂

を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う

に
、﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
の
結
末
で
は
、
非
常
に
奇
妙
な
現
象
が
起
き
て

い
る
。

　
﹁
風
立
ち
ぬ
、い
ざ
生
き
め
や
も
﹂の
典
拠
で
あ
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー﹁
海

辺
の
墓
地
﹂
の
邦
訳
を
、
堀
と
交
流
の
あ
っ
た
矢
内
原
伊
作
の
仕
事

か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

風
が
吹
く
！
⋮
⋮
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
！
／
広
大
な
大
気
は
私
の

本
を
開
い
て
は
閉
じ
、
／
波
は
飛
沫
と
な
つ
て
岩
に
砕
け
る
！

︵
略
︶
／
風
が
吹
く
│
吹
か
ね
ば
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。︵
矢
内
原
伊
作
﹁﹃
海
辺
の
墓
地
﹄
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
小
論
﹂

﹃
矢
内
原
伊
作
の
本
２
﹄︵
み
す
ず
書
房
、
壹九丷七・
壹︶
所
収
︶

こ
の
よ
う
に
、
生
き
よ
う
と
す
る
決
意
が
吹
く
風
を
前
提
と
す
る
な

ら
、﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
の
﹁
私
﹂
は
﹁
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
﹂。
な
ぜ
な

ら
、﹁
此
処
だ
け
は
、
谷
の
向
う
側
は
あ
ん
な
に
も
風
が
ざ
わ
め
い

て
ゐ
る
と
い
ふ
の
に
、
本
当
に
静
か
だ
﹂
と
い
う
よ
う
に
、﹃
風
立

ち
ぬ
﹄
は
結
末
で
、
風
を
吹
き
止
ま
せ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

い
る
か
ら
だ
。﹁
海
辺
の

墓
地
﹂
と
は
対
照
的
に
、
そ
の
末
尾
が
差
し
出
す
の
は
、
凪
渡
っ
た

静
穏
な
光
景
だ
。
恋
に
彩
ら
れ
た
生
の
横
溢
と
歓
び
、
病
に
脅
か
さ

れ
る
心
の
ざ
わ
め
き
、
節
子
の
死
が
も
た
ら
し
た
立
ち
上
が
り
か
ね

る
ほ
ど
の
絶
望
⋮
⋮
。
そ
う
し
た
激
情
の
果
て
に
﹁
私
﹂
が
辿
り
つ

く
静
謐
は
、
吹
く
風
で
は
な
く
、
風
が
吹
か
な
い
こ
と
に
支
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
。

　
﹃
風
立
ち
ぬ
﹄
は
、
婚
約
者
を
失
っ
て
絶
望
し
た
青
年
が
、
吹
く

風
に
促
さ
れ
て
、﹁
さ
あ
生
き
よ
う
﹂
と
再
起
を
決
す
る
、
ナ
イ
ー

ブ
で
ど
こ
か
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
小
説
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
若

く
し
て
死
な
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
愛
す
る
節
子
の︿
生
﹀
と︿
死
﹀、

そ
の
短
い
生
涯
を
悲
劇
で
終
わ
ら
せ
ず
、
幸
福
な
物
語
と
し
て
結
晶

さ
せ
る
こ
と
、
そ
う
い
う
仕
事
を
厳
格
に
課
し
、
愛
し
い
夭
折
者
の

鎮
魂
を
果
た
そ
う
と
し
た
、
峻
厳
な
る
物
語
な
の
だ
。

　

生
き
る
こ
と
を
巡
る
可
能
性
は
、
か
つ
て
に
比
べ
格
段
に
広
が
っ

て
い
る
。
だ
が
、
生
き
ら
れ
る
こ
と
と
生
き
や
す
い
こ
と
は
同
一
で

は
な
い
。
生
き
ら
れ
る
の
に
生
き
に
く
さ
を
感
じ
て
い
る
人
は
、
む

し
ろ
増
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
我
々
一
人
一
人
が
、

よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
、
若
か
り
し
日
の
堀
辰
雄
風
に
言
え
ば
、﹁
苦

痛
に
充
ち
た
人
生
の
な
か
を
ど
う
し
た
ら
快
適
に
散
歩
し
つ
づ
け
て

行
け
る
か
﹂、
宮
崎
駿
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、﹁
力
を
尽
く
し
て
生

き
な
さ
い
﹂
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
、
も
っ
と
真
剣
に
考
え
て
み
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
そ
う
し
た
課
題
と
の
対
峙

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
、
堀
辰
雄
の
文
学
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
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『
伊
勢
物
語
』
の
六
段
「
芥
川
」
は
高
校
の
教
科
書
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
、
古
典
作
品
中
最
も
有
名
な
話
柄
の
一
つ
で
あ
る
。

　

男
が
嵐
の
中
、
女
を
さ
ら
っ
て
、
芥
川
の
ほ
と
り
の
廃
屋
で
、
ま

だ
行
く
先
も
長
い
か
ら
と
、
女
を
奥
に
い
れ
、
自
分
は
門
口
に
弓
・

胡や
な

簶ぐ
い

の
武
具
で
守
っ
て
い
る
。男
は
そ
の
時
、「
は
や
夜
も
明
け
な
む
」

と
口
に
す
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
部
分
を
全
て
の
注
釈

書
は
「
早
く
夜
も
明
け
て
ほ
し
い
」
と
口
語
訳
し
て
い
る
。
実
は
こ

れ
が
、
問
題
な
の
で
あ
っ
た
。

　

話
は
少
し
遠
回
り
に
な
る
が
、
当
時
の
時
刻
制
度
と
そ
の
時
間
に

対
す
る
意
識
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
る
。

　

①
当
時
の
時
刻
制
度
は
定
時
法
で
あ
っ
た
。

　

② 

一
日
の
中
、
日
付
変
更
時
点
は
、
丑
の
刻
と
寅
の
刻
の
間
（
午

前
三
時
）
で
あ
っ
た
。

　
　
「
寅
一
点
者
為
ス二

当
日
時
剋
之
始
ト一

」（『
教
訓
抄
』）
な
ど

　

③ 

そ
の
三
時
に
な
る
こ
と
を
、
動
詞
「
明
く
」
で
表
現
し
た
。 

「
と
ら
の
か
ひ
ふ
く
ほ
ど
に
お
ま
へ
に
ま
ゐ
り
て
、
か
か
る
事

な
む
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
と
き
こ
え
さ
す
れ
ば
、
あ
け
が
た
に
な
り

ぬ
る
か
と
の
た
ま
は
せ
て
」（『
大
斎
院
前
御
集
』）
な
ど

　

④ 

当
時
の
幽
霊
の
活
動
時
間
は
午
前
三
時
ま
で
だ
っ
た
。
そ
れ
以

降
は
人
間
の
活
動
時
間
だ
っ
た
。

　

⑤ 

午
前
三
時
以
降
午
前
五
時
ま
で
が
暁
と
い
う
時
間
帯
だ
っ
た
。 

「
五
夜
ハ
五
更
ナ
リ
暁

ア
カ
ツ
キナ

リ
」（『
朗
詠
注
』）
な
ど

　

⑥ 
暁
は
一
年
の
半
分
は
真
っ
暗
だ
が
、
春
の
半
ば
か
ら
秋
の
半
ば

ま
で
は
、
一
部
明
る
い
時
間
も
生
じ
る
。

　

⑦ 

た
だ
、
午
前
三
時
か
ら
ほ
ぼ
午
前
四
時
ま
で
は
一
年
中
真
っ
暗

小こ

林ば
や
し 

賢た
か

章あ
き

同
志
社
女
子
大
学
表
象
文
化
学
部
教
授

「
芥
川
」の
段 

私
解

　──
「
夜
の
明
く
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
特
に
暁
の
開
始
時
分
（
暁
方
）
は
一
年
中
真
っ
暗
で

あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
当
時
の
文
学
を
知
る
常
識
と
し
て
知
っ
て

お
い
て
も
ら
い
た
い
。

　
「
芥
川
」
の
話
に
も
ど
ろ
う
。「
は
や
夜
も
明
け
な
む
」
の
中
に
動

詞
「
明
く
」
が
あ
る
。
和
歌
な
ど
で
「
明
け
ぬ
れ
ど
」「
明
け
ぬ
な
り
」

な
ど
と
い
う
句
が
あ
る
と
、
③
の
理
由
か
ら
「
午
前
三
時
に
な
っ
た

け
れ
ど
」「
午
前
三
時
に
な
っ
た
よ
う
だ
」
の
よ
う
に
口
語
訳
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
従
来
は
夜
が
明
け
た
と
口
語
訳
さ
れ
て

き
た
。
と
す
る
と
、
こ
の
「
夜
も
明
け
な
む
」
も
「
早
く
午
前
三
時

に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
口
語
訳
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の

「
芥
川
」
の
句
で
は
、「
夜
」
を
主
語
と
し
、「
明
く
」
が
述
語
に
な

っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
場
合
も
、
そ
う
言
え
る
の
か
は
、
少
し
検
討

が
い
る
。
次
の
和
歌
を
見
ら
れ
た
い
。

夏
の
夜
は
ま
だ
宵
な
が
ら
明
け
ぬ
る
を
雲
の
い
づ
こ
に
月
宿
る

ら
ん

　

こ
れ
は
『
百
人
一
首
』
に
も
と
ら
れ
る
有
名
な
和
歌
だ
が
、
従
来

こ
の
和
歌
は
、「
明
る
く
な
っ
た
」
と
間
違
っ
た
解
釈
が
行
わ
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
詞
書
に
は
、「
月

の
美
し
か
り
け
る
夜
、
暁
方
に
よ
め
る
」
と
あ
る
。
暁
方
は
暁
の
始

ま
り
を
指
す
語
だ
っ
た
。
口
語
訳
す
る
な
ら
「
午
前
三
時
過
ぎ
」
で

あ
ろ
う
か
。
午
前
三
時
な
ら
、
日
本
国
中
真
っ
暗
で
あ
る
。
そ
れ
な

の
に
、「
夏
の
夜
」
が
「
明
け
」
て
い
る
の
で
あ
る
。「
夜
が
明
く
」

も
日
付
が
変
わ
っ
た
と
口
語
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と
な
る
。

　

実
は
こ
の
事
実
は
、「
有
明
の
月
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
も
っ
と

大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
有
明
の
月
は
一
般
に
「
夜
が
明
け
て

も
空
に
残
っ
て
い
る
月
」
と
口
語
訳
さ
れ
る
。
最
近
で
は
そ
の
口
語

訳
に
矛
盾
が
あ
る
用
例
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、「
夜
が
明
け
か
け

る
こ
ろ
の
月
」「
夜
が
明
け
よ
う
と
す
る
こ
ろ
の
月
」
な
ど
、
近
年

の
古
語
辞
典
で
は
微
妙
な
言
い
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
。
そ
れ

ら
は
ま
さ
に
微
妙
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、ど
う
し
て
有
明
の
月
は
「
夜
が
明
け
て
空
に
残
る
月
」

と
解
釈
が
つ
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
顕
昭
（
平
安
・
鎌
倉
期
の
歌
人
）

の
歌
学
書
『
袖
中
抄
』
に
、「
下
旬
を
お
し
な
べ
て
在
明
、
大
か
た

は
十
四
五
日
よ
り
月
い
ら
ぬ
さ
き
に
夜
の
あ
く
る
を
ば
在
明
と
云
け

れ
ど
、
く
は
し
く
い
へ
ば
廿
日
の
後
を
云
ふ
べ
き
に
や
。」
の
記
事

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
大
か
た
」
は
「
だ
い
た
い
の
所
」
の
意
味
、

「
く
は
し
く
」
は
「
こ
と
細
か
に
言
え
ば
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
語

さ
え
理
解
で
き
れ
ば
、右
文
の
大
概
の
意
味
は
理
解
で
き
よ
う
。「
大

か
た
は
十
四
五
日
よ
り
月
い
ら
ぬ
さ
き
に
夜
の
あ
く
る
を
ば
在
明
と

云
け
れ
ど
」
が
今こ

ん

日に
ち

の
古
語
辞
典
に
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
た
こ
と
こ
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こ
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
注
釈
に
も
「
夜
の
明
く
」

が
使
わ
れ
て
い
た
。

　

古
く
か
ら
暁
と
有
明
の
月
の
関
連
性
が
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
た
。
平
安
時
代
の
和
歌
を
見
て
み
る
と
、
詞
書
に
「
暁
」
と
あ
る

と
、
三
分
の
一
程
の
和
歌
の
中
に
有
明
が
使
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
、

使
用
率
第
一
位
だ
っ
た
（
ち
な
み
に
、二
位
は
あ
か
つ
き
で
20
％
ほ
ど
）。

有
明
の
月
は
暁
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
暁
は
午
前
三
時
以
降
だ

か
ら
、
有
明
も
午
前
三
時
以
降
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
す
る

と
、『
袖
中
抄
』
の
「
夜
の
明
く
」
も
午
前
三
時
を
意
味
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
以
下
、「
夜
の
明
く
」
が
午
前
三
時
に
な
る
意
味
を

証
す
る
用
例
は
多
い
が
、
省
略
に
従
う
。

　

右
の
事
実
が
わ
か
る
と
④
と
関
連
し
て
興
味
深
い
事
実
が
指
摘
で

き
る
。
こ
れ
も
有
名
な『
大
和
物
語
』
の
百
四
十
七
段「
生
田
川
」
で
、

武
器
を
貸
し
た
旅
人
に
今
ま
で
の
話
を
し
て
い
た
墓
中
の
人
物
が

「
夜
も
あ
け
に
け
れ
ば
、
人
も
な
し
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
墓
中

の
人
物
は
も
ち
ろ
ん
幽
霊
で
あ
る
。
幽
霊
な
ど
異
界
の
も
の
は
、
こ

の
午
前
三
時
に
、異
界
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
に
戻
ろ
う
。
男
は
、「
は
や
夜よ

も
明
け
な
む
」
と
思

っ
て
い
た
。
な
ぜ
か
。「
鬼
は
や
一ひ

と

口く
ち

に
食
ひ
て
け
り
」
が
そ
の
答

え
で
あ
る
。
男
は
、
化
け
物
（
鬼
）
を
予
想
し
、
早
く
午
前
三
時
に

な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

実
は
、そ
の
時
間
的
事
実
を
裏
書
き
す
る
事
実
が
も
う
一
つ
あ
る
。

女
が
食
わ
れ
た
後
、「
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
率
て

来
し
女
も
な
し
。」
の
部
分
で
あ
る
。
右
の
「
あ
け
ゆ
く
」
も
暁
と

関
連
す
る
語
で
あ
っ
た
。

　

166  

に
は
と
り
に
あ
ら
ぬ
ね
に
て
も
き
こ
え
け
り　

あ
け
ゆ
く
時

は
我
も
な
き
に
き

か
へ
し

　

167  

あ
か
月
の
ね
ざ
め
の
み
ゝ
に
き
ゝ
し
か
ど　

と
り
よ
り
ほ
か

に
こ
ゑ
も
き
こ
え
ず
（『
伊
勢
集
』）

は
贈
答
歌
で
あ
る
。「
あ
け
ゆ
く
時
」
は「
あ
か
月
」
の
は
ず
で
あ
る
。

し
は
す
の
つ
ご
も
り
が
た
に
、
あ
か
つ
き
お
き
て
み
れ
ば
、

月
い
り
か
た
に
な
れ
ば

　

491  

と
し
く
れ
て
明あ

け

行ゆ
く

空
を
詠な

が
む

れ
ば　

の
こ
れ
る
つ
き
の
か
げ
ぞ

恋
し
き
（『
和
泉
式
部
集
』）

　

こ
れ
も
、
詞
書
に
「
あ
か
つ
き
」
と
あ
り
、
和
歌
に
「
明
行
」
と

あ
る
。
こ
う
し
た
用
例
を
捜
す
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は

な
い
。「
明
け
ゆ
く
」
と
い
う
語
は
、
暁
と
結
び
つ
い
て
使
用
さ
れ

て
い
る
。

　
「
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
」
は
暁
（
暗
い
）
と
同
意
だ
っ
た
。

男
の
行
動
は
「
は
や
夜よ

も
明
け
な
む
と
思
ひ
つ
つ
ゐ
た
り
け
る
に
、

鬼
は
や
一ひ

と

口く
ち

に
食
ひ
て
け
り
。」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、「
夜
が
明

く
」
ま
で
部
屋
の
中
を
見
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
夜

が
明
け
て
（
午
前
三
時
に
な
っ
て
）」
部
屋
の
中
を
見
た
様
子
が
、「
や

う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、見
れ
ば
率
て
来
し
女
も
な
し
。」だ
っ
た
。

　
『
伊
勢
物
語
』
の
話
の
推
移
を
見
て
み
よ
う
。
も
し
、「
は
や
夜
も

明
け
な
む
」
が
今
日
の
夜
が
明
け
る
と
同
じ
意
味
な
ら
、
夜
が
明
け

て
か
ら
部
屋
の
中
を
見
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
ま
だ
暗
い

時
間
「
や
う
や
う
夜
も
明
け
ゆ
く
（
暁
）」
時
間
に
部
屋
を
覗
い
た

こ
と
に
な
る
。
男
は
、
自
分
が
言
っ
た
時
間
の
来
る
前
に
部
屋
の
中

を
覗
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
「
夜
も
明
け
な
む
」
は
午
前
三
時
に
な
っ
て
ほ
し
い
の
意
味
だ
っ

た
。
そ
う
理
解
し
て
、
本
文
を
見
て
み
る
と
面
白
い
こ
と
に
気
が
つ

く
。
男
は
「
鬼
あ
る
所
と
も
し
ら
で
」
廃
屋
に
女
を
据
え
る
。
と
こ

ろ
が
、「
は
や
夜
も
明
け
な
む
」
と
言
う
言
葉
で
、
既
に
鬼
へ
の
恐

れ
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、女
が
い
な
く
な
れ
ば
、

鬼
の
仕
業
と
な
る
の
だ
っ
た
。

　

丑
の
刻
と
寅
の
刻
の
間
（
午
前
三
時
）
は
日
付
の
変
更
時
点
だ
っ

た
。
そ
の
時
点
は
、
④
の
意
味
、
午
前
三
時
ま
で
が
冥
界
で
あ
り
、

そ
れ
以
降
が
人
間
界
で
あ
る
と
、
当
時
理
解
さ
れ
て
い
た
。
益
田
勝

実
は
、
論
文
「
黎
明
」（『
火
山
列
島
の
思
想
』
所
収
）
の
中
で
薄
暮

が
鬼
と
人
間
の
交
代
時
間
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
だ
が
、
実
際
に

は
、「（
鬼
は
）
既
ニ
暁

あ
か
つ
きニ

成な
り

ヌ
ラ
ム
ト
思
フ
程
ニ
、（
中
略
）
立た

ち

テ
飛

ビ
去さ

り

ヌ
。」（『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
二
第
三
十
八
話
）。「
年と

し

来ご
ろ

ノ
事
ヲ

終よ
も
す
が
ら夜

談
ジ
テ
、
暁
ニ
成な

り

テ
、（
中
略
）
仙
人
其
ノ
烟
ニ
乗
テ
ゾ
空
ニ

昇の
ぼ
りニ

ケ
ル
。」（『
月
』
巻
十
三
第
三
話
）
な
ど
の
よ
う
に
、
鬼
の
類
は

ま
だ
真
っ
暗
な
午
前
三
時
に
退
場
し
て
い
た
。

　

平
安
時
代
文
学
で
、「
明
け
ぬ
れ
ば
」
な
ど
の
動
詞
「
明
く
」
は

午
前
三
時
に
な
る
意
味
だ
と
述
べ
て
き
た
。
こ
こ
で
、
さ
ら
に
、「
夜

が
明
く
」
の
よ
う
に
、
主
語
に
「
夜
」
を
、
述
語
に
「
明
く
」
を
持

つ
表
現
も
同
意
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

　

主
語
に
「
夜
」
を
、述
語
に
「
明
く
」
を
持
つ
表
現
、「
夜
は
明
く
」

「
夜
も
明
く
」「
夜
明
く
」
な
ど
を
「
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
」
と
呼
ぶ
と
、

ヨ
ノ
ア
ク
表
現
は
、『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
平
仲
物
語
』
な

ど
の
平
安
初
期
の
作
品
に
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
平
安
後
期
に

な
る
と
、和
歌
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
表
現
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
動
詞
「
明
く
」
の
単
独
の
用
法
は
、
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
の

省
略
形
で
は
な
い
か
と
想
像
が
つ
く
。

　
「
夜
も
す
が
ら
」「
夜
一
夜
」「
夜
を
こ
め
て
」「
今こ

よ
ひ夜

（
今
宵
）」

な
ど
の
語
の
終
了
時
点
は
、
全
て
午
前
三
時
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

「
夜よ

る

」
の
終
了
時
点
が
午
前
三
時
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
の
背
後
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

が
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
を
生
ん
だ
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
国
語
史
的
事
実
は
と
も
か
く
、
今
後
、
平
安
時
代
初
期
の
作

品
に
、
動
詞
ア
ク
や
ヨ
ノ
ア
ク
表
現
を
見
た
と
き
は
、
午
前
三
時
に

な
る
意
味
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
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　「
夜
」
を
「
よ
」
と
読
む
か
、「
よ
る
」
と
読
む
か
の
区
別

は
、
思
い
の
ほ
か
難
し
い
問
題
で
す
。
例
え
ば
、
明
治
期
ま

で
は
、

・
木
の
下
闇
茂
り
あ
ひ
て
夜
る
行
が
ご
と
し
（
芭
蕉
・
お

く
の
細
道
）

・
何
の
夜
る
で
は
有
り
知
れ
る
事
か
（
一
葉
・
う
も
れ
木
）

・
夜
る
十
五
六
人
で
隊
を
組
ん
で
（
漱
石
・
野
分
）

な
ど
、「
よ
る
」
と
読
ま
せ
る
と
き
は
「
夜
る
」
の
よ
う
に
、

送
り
が
な
（
？
）
を
つ
け
て
い
る
例
が
多
数
見
つ
か
る
こ
と

か
ら
も
、
そ
れ
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
書
き
手
が
「
よ
る
」
の

思
い
で
「
夜
」
と
書
い
て
も
、「
よ
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
は
し

ば
し
ば
起
こ
っ
た
で
し
ょ
う
。
逆
も
ま
た
真
な
り
、
で
す
。

　
と
は
い
え
、
大
体
の
読
み
分
け
の
法
則
性
は
あ
り
、
ま
ず

複
合
語
は
、
上
に
つ
い
て
も
下
に
つ
い
て
も
九
割
九
分
ま
で

が
「
よ
」
だ
と
言
え
ま
す
（
こ
の
こ
と
か
ら
、「
よ
」
か
ら

「
よ
る
」
が
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
）。

夜（よ／よる）が明ける

【明鏡】言の葉アラカルト

・
夜
明
か
し
・
夜
明
け
・
夜
遊
び
・
夜
嵐
・
夜
風
・
夜
汽

車
・
夜
霧
・
夜
桜
・
夜
寒
・
夜
露
・
夜
釣
り
・
夜
通
し
・

夜
と
ぎ
・
夜
中
・
夜
長
・
夜
泣
き
・
夜
な
べ
・
夜
な
夜

な
・
夜
逃
げ
・
夜
更
か
し
・
夜
更
け
・
夜
道
・
夜
店

・
小さ

夜よ

曲
・
雨あ

ま
よ夜

・
幾
夜
・
お
ぼ
ろ
夜
・
霜
夜
・
月
夜
・

常と
こ
よ夜

・
短み

じ

夜か
よ

・
や
み
夜
・
夜よ

よ々

な
ど
、
す
べ
て
「
よ
」
と
読
み
、
ど
こ
と
な
く
優
雅
な
響
き

が
あ
り
ま
す
。「
夜
顔
（

⇔

昼
顔
）」「
夜
昼
な
く
」「（
寄
席
な

ど
の
）
夜
席
」
な
ど
、対
語
「
昼
」
と
対
比
的
に
使
っ
た
り
、

「
夜よ

る

夜よ

中な
か

」
の
よ
う
に
強
調
し
て
使
っ
た
り
す
る
と
き
は
、例

外
的
に
「
よ
る
」
と
な
り
ま
す
。

　
慣
用
句
な
ど
、
各
語
の
結
び
つ
き
の
強
い
も
の
も
、「
夜
も

日
も
明
け
な
い
」「
夜
を
明
か
す
」「
夜
を
徹
す
る
」「
夜
を
日

に
継
ぐ
」「
夜
を
籠こ

め
て
」
な
ど
、「
よ
」
と
読
む
の
が
一
般

的
で
す
が
、「
夜
も
昼
も
働
き
ず
く
め
だ
」「
夜
と
な
く
昼
と

な
く
」
な
ど
「
昼
」
と
対
比
的
に
使
う
と
き
は
、「
よ
る
」
と

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
複
合
語
の
場
合
と
同
様
で
す
。

　
標
題
の
「
夜
が
明
け
る
」
も
、「
夜
‐
明
け
る
」
の
結
び
つ

き
が
強
く
、名
詞
形
「
夜よ

明あ

け
」
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、

「
よ
」
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
も
、

・
夜
が
明
け
た
ら
出
発
だ
。

・
全
員
で
夜
が
明
け
る
の
を
待
っ
た
。

な
ど
は
、「
よ
」
と
読
む
の
が
一
般
的
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

・
夜
は
静
か
に
明
け
て
い
っ
た
。

・
談
笑
し
て
い
る
う
ち
に
、
す
っ
か
り
夜
も
明
け
た
。

な
ど
、
助
詞
「
は
」
で
と
り
た
て
た
り
、「
も
」
で
何
ら
か
の

気
分
を
添
え
た
り
す
る
と
き
は
、「
よ
」「
よ
る
」
と
も
に
言

い
ま
す
が
、
現
在
で
は
「
よ
る
」
の
方
が
優
勢
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
（
こ
れ
ら
は
「
明
け
る
」
が
連
用
修
飾
語
を
受
け

る
例
で
も
あ
り
ま
す
）。
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
、

・
苦
し
く
も
長
い
夜
が
明
け
た
。

な
ど
も
、「
よ
る
」
と
な
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。「
夜
‐

明
け
る
」
の
結
び
つ
き
が
相
対
的
に
弱
く
、「
夜
」
が
よ
り
独

立
的
で
あ
る
時
に
は
、「
よ
る
」
と
言
う
の
が
一
般
的
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、「
夜
、
け
た
た
ま
し
く

サ
イ
レ
ン
が
な
っ
た
」「
次
の
日
の
夜
、
事
件
は
起
こ
っ
た
」

な
ど
、
副
詞
的
に
（
独
立
的
に
）
使
う
「
夜
」
は
、「
よ
る
」

と
言
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
と
も
つ
な
が
り
ま
す
。
な

お
、「
夜
が
更
け
る
」
に
つ
い
て
も
、「
夜
が
明
け
る
」
と
同

じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。

 「
夜
が
来
る
」「
夜
に
な
る
」「
夜
が
深
ま
る
」「
夜
が
長
く

な
る
」
と
い
っ
た
、
夜
の
出
現
や
状
態
の
変
化
を
表
す
表
現

で
は
、
心
の
奥
で
対
語
「
昼
」
が
意
識
さ
れ
る
せ
い
か
、「
よ

る
」
と
は
言
っ
て
も
「
よ
」
と
は
な
ら
な
い
よ
う
で
す
。
し

か
し
、「
夜
が
明
け
る
」
や
「
夜
が
更
け
る
」
は
、
右
の
よ
う

な
事
情
で
「
よ
」「
よ
る
」
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
。

【明鏡】言の葉アラカルト⑩

鳥飼 浩二
『明鏡国語辞典』編集委員



58国語教室　第98号　2013年11月59 投稿　教材研究

　

梶
井
基
次
郎
の
「
檸
檬
」
は
定
番
教
材
の
一
つ

と
し
て
、
今
も
多
く
の
現
代
文
教
科
書
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
（
平
成
二
五
年
度
使
用
教
科
書
で
は
６

社
８
冊
）。
と
こ
ろ
が
教
科
書
会
社
に
よ
っ
て
作
品

本
文
（
テ
キ
ス
ト
）
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
「
檸
檬
」
に
限
ら
ず
、
教
材
化
に
あ
た
っ
て

は
表
記
を
一
般
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
原
文

の
漢
字
を
改
め
た
り
、
仮
名
書
き
に
し
た
り
す
る

の
は
当
然
な
さ
れ
る
べ
き
処
置
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
同
一
作
品
で
も
細
部
の
テ
キ
ス
ト
が
教
科
書

に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
は
、
教
科
書
を

少
し
読
み
比
べ
て
み
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
知
る

と
こ
ろ
で
す
。
た
だ
「
檸
檬
」
に
は
、
少
数
な
が

ら
、
表
記
の
違
い
が
作
品
イ
メ
ー
ジ
や
解
釈
と
か

か
わ
る
箇
所
が
あ
り
、
教
室
で
本
文
を
丁
寧
に
読

み
解
い
て
い
く
う
え
で
注
意
す
べ
き
か
と
思
い
ま

す
。
小
稿
で
は
そ
の
う
ち
重
要
な
二
箇
所
を
指
摘

し
て
、
問
題
を
提
起
し
ま
す
。

　

冒
頭
二
番
目
の
段
落
の
第
二
文
に
、
次
の
箇
所

が
あ
り
ま
す
。〈
風
景
に
し
て
も
壊
れ
か
か
っ
た
街

だ
と
か
、（
中
略
）
が
好
き
で
あ
っ
た
。〉（
ｃ
社
の

現
代
文
教
科
書
）。
神
経
を
病
ん
だ
〈
私
〉
が
、
好

み
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
述
懐
し
て
い
る
場
面
で

す
。
と
こ
ろ
で
右
の
本
文
で
は
、〈
壊
れ
〉
は
当
然

〈
こ
わ
れ
〉と
音
読
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
大
修
館
版
の
『
精
選
現
代
文 
改
訂
版
』
に
は

〈
壊く

ず

れ
〉と
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
特
別

な
読
み
方
は
何
に
依
拠
す
る
の
か
溯
っ
て
調
べ
て

み
る
と
、
一
九
三
一
年
五
月
に
武
蔵
野
書
院
か
ら

投稿

粕か
す

井い

　
均ひ

と
し

〈
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
し
た
色
の
階
調
／
諧
調
〉と
は
何
か

│
│「
檸
檬
」の
本
文
に
つ
い
て
│
│

刊
行
さ
れ
た
初
版
本
の
『
檸
檬
』（
以
下
、
初
版
本

と
略
記
）
に
こ
の
ル
ビ
が
付
い
て
い
ま
し
た
。
初

出
の
雑
誌
『
青
空
』
創
刊
号
（
一
九
二
五
年
一
月
。

以
下
、
初
出
誌
と
略
記
）
で
は
、
全
編
を
通
じ
て
ル

ビ
は
二
箇
所
だ
け
で
し
た
（〈
快ア

ツ
レ
グ
ロ

速
調
〉
と
〈
鎰カ

ギ

屋
〉）。
一
方
初
版
本
で
は
〈
不ふ

吉き
つ

な
〉
を
初
め
難

読
で
な
い
も
の
に
ま
で
、
ル
ビ
が
多
数
付
い
て
い

ま
す
。
こ
の
〈
壊
れ
か
か
っ
た
街
〉
と
い
う
表
現

は
も
う
一
度
出
て
き
て
、
初
版
本
で
は
こ
こ
に
も

〈
く
づ
〉（
旧
か
な
）
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
推
敲
ミ
ス
や
誤
植
の
可
能
性
は
少
な
く
、〈
壊く

ず

れ
か
か
っ
た
街
〉
と
読
む
べ
き
で
し
ょ
う
。
実
は

二
箇
所
の
〈
壊
れ
か
か
っ
た
街
〉
の
間
に
は
、〈
土

塀
が
崩
れ
て
い
た
り
〉
と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
す

（
初
版
本
で
は
〈
崩く

づ

れ
〉
と
ル
ビ
）。
五
百
五
十
字

ほ
ど
の
間
に
、〈
く
ず
れ
〉
が
三
回
出
て
く
る
の
で

す
が
、
土
塀
の
〈
崩
〉
に
対
し
て
、
街
は
〈
壊
〉

と
使
い
分
け
る
作
者
の
詩
人
的
な
語
感
を
生
徒
に

気
付
か
せ
た
い
も
の
で
す
。

　

で
は
、〈
く
ず
れ
〉
と
ル
ビ
の
つ
い
て
い
る
教
科

書
と
無
い
の
と
が
あ
る
の
は
、な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

教
科
書
が
本
文
を
取
っ
て
い
る
底
本
が
違
う
か
ら

で
す
。

　

文
学
作
品
を
教
科
書
に
掲
載
す
る
場
合
、
作
家

の
個
人
全
集
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
依
る
べ
き
本
文

の
第
一
候
補
に
な
る
で
し
ょ
う
。
各
社
と
も
に
筑

摩
書
房
の
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
に
よ
っ
た
こ
と

を
明
記
し
て
い
ま
す
。
梶
井
の
『
全
集
』
と
名
の

る
も
の
は
戦
前
戦
後
何
度
か
出
て
い
ま
す
が
、
本

稿
に
関
係
す
る
筑
摩
書
房
発
行
の
全
集
は
二
種
類

あ
り
ま
す
。
一
九
五
九
年
に
出
版
さ
れ
一
九
六
六

年
に
再
版
さ
れ
た
も
の
と
、
一
九
九
九
年
に
刊
行

さ
れ
た
も
の
と
で
す
。
前
者
を
旧
全
集
、
後
者
を

新
全
集
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す（
他
に
八
六
年
刊
の

ち
く
ま
文
庫
版『
梶
井
基
次
郎
全
集
』全
一
巻
が
あ
る
。

こ
れ
は
六
六
年
版
の
本
文
を
底
本
に
、
新
字
新
か
な
に

改
め
た
も
の
で
、
振
り
仮
名
は
独
自
に
付
け
て
い
る
。

例
え
ば
〈
興
が
ら
せ
た
〉
に
〈
お
も
し
ろ
〉
と
振
り
、

〈
壊
れ
か
か
っ
た
街
〉
に
は
ル
ビ
が
な
い
。『
全
集
』
を

称
す
る
が
収
録
は
作
品
と
習
作
、
遺
稿
だ
け
で
、
ノ

ー
ト
や
書
簡
は
収
め
ず
、
詳
し
い
校
訂
方
針
や
校
異
も

記
さ
れ
な
い
）。
旧
全
集
は
、
梶
井
の
友
人
で
、
初

版
本
『
檸
檬
』
の
校
正
実
務
を
病
床
の
梶
井
の
指

示
で
行
い
、
以
後
、
六
蜂
書
房
版
や
高
桐
書
院
版

の
全
集
編
集
を
担
当
し
た
淀
野
隆
三
が
、
そ
の
仕

事
の
総
仕
上
げ
を
目
指
し
た
も
の
で
し
た
。
一
方

新
全
集
は
近
代
文
学
研
究
者
の
視
点
で
本
文
か
ら

見
直
し
た
と
い
い
ま
す
。
詳
細
は
略
し
ま
す
が
、

「
檸
檬
」
の
本
文
は
、旧
全
集
が
ル
ビ
を
付
け
な
い

初
出
誌
の
形
態
に
近
く
、
新
全
集
は
初
版
本
を
底

本
に
し
て
い
る
の
で
、
本
文
に
違
い
が
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
旧
全
集
に
基
づ
い
た
教
科
書

を
読
ん
で
い
れ
ば
〈
壊
れ
か
か
っ
た
街
〉
は
抵
抗

感
な
く
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
一
九
九
九
年
刊

行
の
新
全
集
か
ら
本
文
を
取
っ
た
教
科
書
を
使
っ

て
い
る
教
室
で
は
、〈
壊く

ず

れ
〉
と
読
む
こ
と
で
問
題

を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
ち
な
み
に
一
九
九

九
年
刊
の
全
集
に
よ
る
と
書
い
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
他
の
箇
所
の
相
違
か
ら
、
本
文
は
旧
全
集
に
基

づ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
教
科
書
が
あ
り
ま
す
）。な
お
、

新
潮
文
庫
や
岩
波
文
庫
な
ど
流
布
本
の
多
く
は
、

新
全
集
の
出
る
前
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
て
、〈
壊く

ず

れ
〉
と
い
う
ル
ビ
は
付
け
て
い
ま
せ
ん
。

　
〈
く
ず
す
〉
と
い
う
語
に
関
し
て
い
え
ば
、も
う

一
箇
所
で
出
て
き
ま
す
。
結
末
に
近
い
と
こ
ろ
、

丸
善
に
入
っ
た
〈
私
〉
は
、〈
画
（
え
ほ
ん
）本〉（

美
術
画
集
）

を
積
み
上
げ
、
そ
れ
を
〈
慌
し
く
潰
し
、
ま
た
慌

し
く
築
き
上
げ
た
〉（
初
出
誌
本
文
）
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
〈
潰
し
〉
に
初
版
本
で
は
〈
く
づ
し
〉
と
い

う
読
み
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
旧
全
集
は
ル
ビ
な

し
、
新
全
集
は
ル
ビ
つ
き
）。
す
な
わ
ち
初
版
本
で

は
、〈
く
ず
す
〉
と
い
う
語
が
〈
壊
〉〈
崩
〉〈
潰
〉

の
三
字
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
教
科

書
を
比
べ
る
と
、
原
文
に
忠
実
な
〈
潰く

ず

し
〉
は
大

修
館
１
社
だ
け
で
、〈
崩
し
〉
が
２
社
、〈
く
ず
し
〉

〈
潰
し
〉〈
つ
ぶ
し
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
１
社
で
し
た（
現

在
発
行
さ
れ
て
い
る
新
潮
文
庫
で
は
〈
潰つ

ぶ

し
〉）。

　

小
稿
で
と
り
あ
げ
る
も
う
一
語
は
、
終
盤
、
積

み
上
げ
た
画
本
の
上
に
檸
檬
を
置
く
場
面
に
出
て

き
ま
す
。〈
見
わ
た
す
と
、そ
の
檸
檬
の
色し

き

彩さ
い

は
ガ

チ
ャ
ガ
チ
ャ
し
た
色
の
階
調
を
ひ
っ
そ
り
と
紡
錘

形
の
身
体
の
中
へ
吸
収
し
て
し
ま
っ
て
、
カ
ー
ン

と
冴さ

え
か
え
っ
て
い
た
。〉（
新
全
集
本
文
を
常
用
字

体
、
現
代
仮
名
づ
か
い
に
改
め
る
）。
こ
の
〈
階
調
〉

と
は
何
か
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
で

は
初
版
や
第
二
版
に
は
載
っ
て
い
ず
、
二
〇
〇
六

教材研究

大
阪
府
立
夕
陽
丘
高
等
学
校
教
諭
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年
刊
の
精
選
版
に
い
た
っ
て
初
め
て
取
り
上
げ
ら

れ
た
語
で
す
。〈
写
真
・
テ
レ
ビ
の
画
像
に
お
け
る

濃
淡
の
変
化
の
度
合
い
。
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
。〉と

あ
り
ま
す
。
用
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は

一
九
四
八
年
の
印
刷
関
係
の
文
献
で
す
。

　

し
か
し
筆
者
の
見
た
教
科
書
で
〈
階
調
〉
と
表

記
し
て
い
る
の
は
２
社
だ
け
で
、
他
の
４
社
の
教

科
書
で
は〈
諧
調
〉
で
す
。
旧
全
集
の
表
記
が〈
諧

調
〉
に
な
っ
て
い
る
の
と
関
係
し
ま
す
（
流
布
本

の
多
く
も
〈
諧
調
〉）。
実
は
初
出
誌
も
初
版
本
も

〈
階
調
〉で
し
た
。
淀
野
隆
三
が
数
度
の
全
集
編
纂

過
程
で
〈
諧
調
〉
に
改
め
た
の
で
す
。
そ
れ
を
新

全
集
は
〈
階
調
〉
に
戻
し
ま
し
た
。

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
〈
諧
調
〉
は
〈
文
章
、

音
楽
、
絵
画
な
ど
で
調
和
の
よ
く
と
れ
た
調
子
。

物
事
の
組
み
合
わ
せ
や
対
照
や
変
化
の
仕
方
な
ど

か
ら
生
じ
る
、
気
持
ち
の
よ
い
調
子
。
ハ
ー
モ
ニ

ー
。〉
と
あ
り
、
現
代
の
辞
書
で
は
〈
階
調
〉
と

〈
諧
調
〉
で
意
味
が
全
く
異
な
り
ま
す
。

　

戦
前
の
国
語
辞
書
を
見
ま
す
と
、『
大
日
本
国
語

辞
典
』『
言
泉
』『
大
言
海
』
に
は
ど
ち
ら
の
語
も

出
て
い
ま
せ
ん
が
、平
凡
社
の
『
大
辞
典
』（
一
九

三
四
年
）
に
〈
諧
調
〉
だ
け
が
載
っ
て
い
ま
す
。

〈
修
辞
学
用
語
。
耳
に
快
く
響
く
や
う
な
語
を
選

み
、
読
み
よ
く
、
聞
き
よ
く
、
整
へ
る
こ
と
。
ま

た
美
学
上
、
調
和
・
律
奏
等
の
意
で
美
的
対
象
の

形
式
に
つ
い
て
も
い
は
る
。〉。
戦
後
の『
広
辞
苑
』

に
な
る
と
〈
諧
調
〉
が
初
版
（
一
九
五
五
年
）
か
ら

あ
り
、〈
階
調
〉
は
三
版
（
一
九
八
三
年
）
で
初
め

て
〈（gradation

）
写
真
印
画
・
テ
レ
ビ
画
像
な

ど
に
お
け
る
濃
淡
の
変
化
の
度
合
。〉と
し
て
収
録

さ
れ
ま
し
た
。
漢
語
と
し
て
は
、『
大
漢
和
辞
典
』

（
大
修
館
）
に
〈
諧
調
〉
が
〈
㊀
や
は
ら
ぎ
と
と
の

ふ
。
㊁
こ
こ
ろ
よ
い
し
ら
べ
。〉
と
あ
り
、〈
階
調
〉

は
あ
り
ま
せ
ん
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
〈
諧

調
〉
の
用
例
の
一
つ
、
田
山
花
袋
の
一
九
〇
三
年

の
文
章
は
、〈
諧
〉
は
に
ん
べ
ん
の
〈
偕
〉
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
音
楽
で
の
気
持
ち
の
よ
い
調
子
を

い
っ
た
も
の
で
す
（〈
諧
〉
も
〈
偕
〉
も
や
わ
ら
ぐ
と

い
う
意
味
が
あ
る
）。
ま
た
大
杉
栄
の
有
名
な
言
葉

「
美
は
乱
調
に
あ
り
、
諧
調
は
偽
り
な
り
」
は
、
出

典
の
「
生
の
拡
充
」
を
収
め
た
『
正
義
を
求
め
る

心
』（
一
九
二
一
年
ア
ル
ス
刊
）
で
は
〈
階
調
は
も

は
や
美
で
は
な
い
。
美
は
た
だ
亂
調
に
あ
る
。
階

調
は
僞
り
で
あ
る
。〉と
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
前
に

は
〈
諧
調
〉
の
意
味
で
〈
階
調
〉
や
〈
偕
調
〉
と

書
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
す注
１

。

　

し
か
し
淀
野
は
〈
階
調
〉
を
〈
諧
調
〉
の
誤
記

な
い
し
誤
植
と
考
え
て
校
訂
し
た
と
推
測
で
き
ま

す
（
旧
全
集
巻
末
の
「
編
者
註
」
で
は
諸
本
を
改
め
た

と
は
記
し
て
い
る
が
、
理
由
は
書
い
て
い
な
い
）。
一

方
〈
階
調
〉
に
戻
し
た
新
全
集
の
「
解
題
」
に
は
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。〈
筑
摩
書
房
旧
版

全
集
で
《
色
の
諧
調
》
と
訂
正
さ
れ
た
が
、《
諧

調
》
は
和
ら
ぎ
整
う
意
で
、《
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
し
た

色
の
諧
調
》
で
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
段
階
の
あ
る
色

の
調
子
と
と
り
、《
階
調
》
の
ま
ま
と
し
た
。〉。
し

か
し
梶
井
が
こ
の
よ
う
に
意
識
し
使
い
分
け
て
い

た
か
、
疑
問
で
す
。「
檸
檬
」
の
草
稿
「〔
瀬
山
の

話
〕」注
２

で
も
、
そ
の
前
段
階
「
ノ
ー
ト　

第
三
帖
」

で
も
、新
全
集
で
は
〈
階
調
〉
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
〈
階
調
／
諧
調
〉
と
い
う
語
は
「
冬
の
蠅
」
に
も

出
て
き
ま
す
。〈
元
來
一
つ
（
マ
マ
）物

に
一
つ
の
色
彩
が
固

有
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
譯わ

け

の
も
の
で
は
な
い
。
だ
か

ら
私
は
そ
れ
を
も
僞
瞞
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
し

か
し
直
射
光
線
に
は
偏
頗
が
あ
り
、
一
つ
の
物
象

の
色
を
そ
の
周
圍
の
色
と
の
正
し
い
階
調
か
ら
破

つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。〉（
初
版
本
『
檸
檬
』）。
と

こ
ろ
が
こ
れ
を
新
旧
の
全
集
と
も
に
、〈
諧
調
〉
に

改
め
て
い
ま
す
（
旧
全
集
で
は
校
訂
し
た
こ
と
自
体

に
触
れ
ず
、
新
全
集
は
「
檸
檬
」
の
項
で
〈
ハ
ー
モ
ニ

ー
の
意
で
、《
諧
調
》
で
よ
い
。〉
と
だ
け
記
し
、
あ
た

か
も
初
版
本
で
も
〈
諧
調
〉
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
扱

っ
て
い
る
）。

　

こ
の
例
を
見
れ
ば
梶
井
は
明
ら
か
に
〈
諧
調
〉

の
意
味
で
〈
階
調
〉
と
書
い
て
い
ま
す
。「
冬
の

蠅
」
で
は
本
文
を
校
訂
し
、「
檸
檬
」
で
は
著
者

の
表
記
を
残
し
た
新
全
集
の
処
理
に
も
問
題
が
あ

り
ま
す
。

　

で
は
〈
階
調
〉
＝
〈
諧
調
〉
と
解
し
た
〈
ガ
チ
ャ

ガ
チ
ャ
し
た
色
の
階
調
〉と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

　

問
題
の
部
分
を
少
し
前
か
ら
読
み
直
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

棚
に
並
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
画
集
を
引
き
抜
い

た
〈
私
〉
は
、〈
本
の
色
彩
を
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
に
積

み
あ
げ
て
、
一
度
こ
の
檸
檬
で
試
し
て
み
た
ら
〉

と
考
え
、〈
手
当
た
り
し
だ
い
に
積
み
あ
げ
、
ま
た

慌
し
く
潰
し
、
ま
た
慌
し
く
築
き
あ
げ
〉
ま
す
。

〈
そ
の
度
に
赤
く
な
っ
た
り
青
く
な
っ
た
り
〉し
て

や
っ
と
出
来
あ
が
っ
た
〈
幻
想
的
な
城
〉
の
上
に
、

い
よ
い
よ
檸
檬
を
置
き
ま
す
。
す
る
と
〈
そ
の
檸

檬
の
色
彩
は
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
し
た
色
の
階
調
／
諧

調
を
ひ
っ
そ
り
と
紡
錘
形
の
身
体
の
中
へ
吸
収
し

て
し
ま
〉
う
の
で
す
。（
一
般
的
な
教
科
書
表
記
）

　
〈
階
調
〉＝
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
ほ
ど
段
階

的
に
濃
淡
が
変
化
し
て
い
る
は
ず
は
な
く
、
か
と

い
っ
て
〈
諧
調
〉
＝
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
い
う
よ
う
な

心
地
よ
い
調
和
と
も
い
い
が
た
い
で
す
。
積
み
上

げ
た
本
は
全
体
と
し
て
〈
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
〉〈
ガ
チ

ャ
ガ
チ
ャ
し
た
〉
色
彩
で
す
。
そ
れ
を
檸
檬
一
つ

が
〈
紡
錘
形
の
身
体
の
中
へ
吸
収
し
て
し
ま
っ
〉

た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。〈
画
集
の
重
た
い
の
を
〉何
度
も
引
き
抜
い

た
り
、
つ
け
加
え
た
り
し
た
末
に
出
来
た
〈
幻
想

的
な
城
〉
に
は
、
あ
る
ま
と
ま
り
が
あ
る
と
い
う

意
味
で
階
調
＝
諧
調
と
い
う
語
を
使
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
前
述
の
ノ
ー
ト
に
は
〈
雑
然

と
積
み
重
ね
た
〉、〈
雑
多
な
色
の
階
調
〉
と
書
い

て
い
ま
す
。
段
階
的
な
色
彩
の
変
化
で
は
な
く
、

〈
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
〉＝
雑
然
と
色
が
混
在
し
て
い
る

状
態
で
す
。〈
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
し
た
色
の
諧
調
〉＝

快
い
調
和
と
釈と

る
と
、「
山
月
記
」
の
〈
臆
病
な
自

尊
心
〉〈
尊
大
な
羞
恥
心
〉
で
は
な
い
で
す
が
、
語

義
矛
盾
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
色
は
雑
多
な
が

ら
、
欧
米
か
ら
の
輸
入
洋
書
と
い
う
一
つ
の
雰
囲

気
を
も
っ
て
画
集
は
積
み
重
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
上
に
置
い
た
、
絵
の
具
を
し
ぼ
り
出
し
て
固
め

た
よ
う
な
〈
檸
檬
〉。
一
顆
の
レ
モ
ン
は
〈
積
み
重

ね
た
本
の
群
〉
に
よ
く
対
峙
し
、
支
配
し
（〈
吸

収
〉）、
緊
迫
感
を
も
た
ら
し
（〈
周
囲
へ
は
変
に
緊

張
し
〉）、〈
カ
ー
ン
と
冴
え
か
え
っ
て
い
た
〉。

　
〈
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
し
た
色
の
階
調
〉
を
〔
雑
然
と

し
て
る
が
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
ど
こ
か
調
和
も
感

じ
さ
せ
る
色
調
〕、
と
私
は
解
釈
し
ま
す
。
そ
れ

は
〈
赤
や
黄
の
オ
ー
ド
コ
ロ
ン
や
オ
ー
ド
キ
ニ

ン
。
洒し

ゃ

落れ

た
切き

り

子こ

細ざ
い

工く

や
典て

ん

雅が

な
ロ
コ
コ
趣
味
の

浮う
き

模も

様よ
う

を
持
っ
た
琥
珀
色
や
ひ
す
い
色
の
香
水

壜
。
煙
管
、
小
刀
、
石
鹼
、
煙
草
。〉（
現
代
表
記

に
し
た
初
版
本
本
文
）
の
並
ぶ
丸
善
そ
の
も
の
の
姿

で
も
あ
り
ま
し
た
。

＊
注
１　

逆
に
〈
階
調
〉
の
意
味
で
〈
諧
調
〉
と
書
い
て
い

る
戦
前
の
例
も
あ
る
。〈
し
ば
ら
く
す
る
と
明
子
が
茶
色

を
諧
調
と
し
た
着
物
に
ま
つ
黑
の
帶
を
し
め
た
、
彼
女
ら

し
い
好
み
を
見
せ
た
恰
好
で
出
て
き
た
。〉（
澁
川
驍「
鳶
」

『
龍
源
寺
』
昭
和
一
三
年
六
月　

竹
村
書
房
発
行
）

＊
注
２　

行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
「〔
瀬
山
の
話
〕」
の
原

稿
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
た
（『
読
売

新
聞
』
平
成
二
四
年
三
月
一
七
日
）。
こ
の
草
稿
で
の
表

記
を
確
認
し
た
い
。

一
席
二
聴

落
語
で
楽
し
む
古
典
文
学

�

井
口
守�

著

落
語
作
家
・
国
語
科
教
諭
の
著
者
が
、
お
な
じ
み
の
古

文
・
漢
文
教
材
を
落
語
化
！　

授
業
の
導
入
や
振
り
返

り
学
習
に
最
適
で
す
。 

四
六
判
・
並
製
・
二
五
八
ペ
ー
ジ

予
価
一
七
〇
〇
円
＋
税
〈
近
刊
〉�

大
修
館
書
店
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本
書
は
「
山
月
記
」
の
受
容
を
追

う
こ
と
で
、
歴
史
的
・
社
会
的
な
状

況
が
、
ど
の
よ
う
に
授
業
の
読
み
と

関
わ
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た

上
で
、
新
た
な
授
業
づ
く
り
の
ヒ
ン

ト
を
も
提
供
し
て
く
れ
る
書
物
で
あ

る
。
読
み
物
と
し
て
も
、
知
的
な
好

奇
心
を
満
た
し
て
く
れ
る
。

膨
大
な
先
行
研
究
の
緻
密
な
調
査

を
基
に
、「
山
月
記
」
が
「
国
民
教

材
」
と
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
そ

こ
で
生
じ
た
様
々
な
問
題
を
明
確
に

描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
語
り

口
は
、
読
み
手
の
推
論
を
促
し
、
読

む
楽
し
み
を
満
た
し
て
く
れ
る
。
特

「
山
月
記
」は
な
ぜ
国
民
教
材
と
な
っ
た
の
か

佐
野
幹　

著

四
六
判
・
並
製
・
三
一
四
頁

定
価
＝
本
体
二
二
〇
〇
円
＋
税

に
「
人
間
性
欠
如
説
」
の
発
端
と
さ

れ
る
増
淵
恒
吉
の
授
業
を
俎
上
に
載

せ
た
第
３
章
や
「
国
語
」
が
「
現
代

国
語
」
と
「
古
典
」
と
に
分
離
し
、

国
語
の
授
業
が
読
解
指
導
に
偏
っ
て

い
く
様
子
を
分
析
し
た
第
４
章
は
、

ス
リ
リ
ン
グ
な
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

一
方「
付
録
」
に
収
録
さ
れ
た「
授

業
実
践
の
ヒ
ン
ト
20
選
」
で
は
、
言

語
活
動
に
焦
点
を
あ
て
た
優
れ
た
実

践
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
新
学
習

指
導
要
領
に
対
応
し
た
授
業
を
構
想

す
る
上
で
助
け
に
な
る
。
授
業
を
よ

り
良
く
し
た
い
と
願
う
先
生
方
に
ぜ

ひ
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
一
書
だ
。

考
え
て
み
る
と
、
学
校
ほ
ど
さ
ま

ざ
ま
な
種
類
の
文
書
が
飛
び
交
っ
て

い
る
と
こ
ろ
は
他
に
は
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
生
徒
の
ノ
ー
ト
や

小
論
文
は
も
ち
ろ
ん
、
廊
下
に
溢
れ

る
様
々
な
掲
示
物
。
先
生
方
に
し
て

も
、
校
長
へ
の
報
告
書
や
保
護
者
へ

の
通
知
文
等
、
授
業
以
外
の
文
書
作

成
に
日
々
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
と
い

う
話
を
よ
く
耳
に
す
る
。

こ
う
し
た
多
種
多
様
な
文
書
を
、

効
率
よ
く
、
し
か
も
読
み
手
を
引
き

つ
け
る
説
得
力
の
あ
る
文
章
に
仕
立

て
る
方
法
が
、
本
書
の
「
パ
ワ
ー
・

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
と
い
う

だ
け
あ
っ
て
、
そ
の
方
法
は
非
常
に

合
理
的
。
四
つ
の
パ
ワ
ー
の
組
み
合

わ
せ
で
徐
々
に
抽
象
度
を
下
げ
、「
そ

う
な
の
か
」（
概
要
）
↓
「
な
る
ほ

ど
」（
理
解
）
↓
「
そ
れ
も
そ
う
だ
」

（
共
感
）
↓
「
そ
れ
は
間
違
い
な
い
」

（
確
信
）、
と
展
開
さ
せ
る
。

筆
者
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
講
座
で
パ

ワ
ー
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
使
っ
た
小

論
文
指
導
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
お

な
じ
み
の
方
も
多
か
ろ
う
。

使
用
頻
度
の
高
い
二
〇
種
の
文
例

と
解
説
付
き
で
、
困
っ
た
と
き
の
虎

の
巻
に
も
な
り
、
あ
り
が
た
い
。

評
者
＝
髙
木
ま
さ
き

横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
教
授

パ
ワ
ー
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
入
門

入
部
明
子　

著

Ａ
5
判
・
並
製
・
一
四
四
頁

定
価
＝
本
体
一
八
〇
〇
円
＋
税

評
者
＝
広
瀬　

実

国
語
教
育
と
は
直
接
的
に
関
わ
る

著
作
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
伝
統
的

な
」
日
本
文
化
そ
の
も
の
を
理
解
す

る
う
え
で
は
外
す
こ
と
の
で
き
な
い

茶
の
湯
に
つ
い
て
、
茶
の
湯
史
研
究

の
第
一
人
者
が
、
門
外
漢
や
初
心
者

に
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
茶
の
湯

に
関
係
す
る
人
物
を
中
心
に
解
説
し

て
い
る
本
で
す
。「
俱
楽
部
」と
い
う

命
名
も
そ
こ
に
由
来
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
読
み
進
め
る
に

つ
れ
、
茶
の
湯
に
た
し
な
み
の
な
い

人
で
も
、
と
も
に
楽
し
め
る
と
い
う

意
味
が
ひ
そ
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
千
利
休
の
本
名
は
田

中
与
四
郎
で
す
が
、
な
ぜ
「
千
」
と

言
わ
れ
る
の
か
と
か
、
か
の
有
名
な

豊
臣
秀
吉
が
催
し
た
北
野
大
茶
会
は

な
ぜ
一
日
で
終
わ
っ
た
の
か
な
ど
、

茶
道
愛
好
者
で
な
く
て
も
知
っ
て
お

き
た
い
こ
と
を
豊
富
な
イ
ラ
ス
ト
と

と
も
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。

い
ま
秋
葉
原
で
外
国
人
に
人
気
の

お
み
や
げ
は
、「
抹
茶
風
味
」
の
お
菓

子
と
の
こ
と
。「
マ
ッ
チ
ャ
」ブ
ー
ム

に
乗
り
お
く
れ
て
い
る
の
は
日
本
人

だ
け
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
忙
中

閑
有
り
。
た
ま
に
は
一
服
し
な
が
ら

の
読
書
な
さ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

そ
の
も
の
ズ
バ
リ
の
書
名
で
あ

る
。
筆
者
は
大
阪
弁
に
つ
い
て
の
著

書
も
あ
る
現
役
の
高
校
国
語
教
師
。

ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
裁
判
に
興
味
を

も
ち
、
傍
聴
を
重
ね
、
法
曹
関
係
者

に
取
材
し
、「
法
と
方
言
」
を
テ
ー
マ

に
博
士
号
を
取
得
。
そ
の
研
究
の
過

程
で
出
会
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
一
般

向
け
の
書
籍
に
ま
と
ま
っ
た
。

戦
後
の
混
乱
期
、「
こ
れ
か
ら
は
、

見
つ
か
ら
ん
よ
う
に
闇（
闇
取
引
）
や

れ
よ
」と
被
告
人
に
伝
え
た
裁
判
官
。

「
ウ
チ
ナ
ヤ
、
ニ
ホ
ン
ヤ
ガ
ヤ
」（
沖

縄
は
日
本
で
は
な
い
の
か
）
と
琉
球
方

言
で
叫
ん
だ
被
告
人
。
日
本
語
と
韓

国
語
の
は
ざ
ま
で
揺
れ
る
心
を
詩
に

す
る
在
日
二
世
の
法
廷
通
訳
人
…
。

そ
の
他
、
法
医
学
者
、
刑
務
官
、
調

停
委
員
等
々
、
法
に
関
わ
る
多
彩
な

立
場
の
人
々
が
登
場
す
る
。

た
し
か
に
、
裁
判
ほ
ど
人
と
言
葉

の
関
係
を
生
々
し
く
突
き
つ
け
ら
れ

る
現
場
は
め
っ
た
に
な
い
。法
廷
は
、

言
葉
を
学
ぶ
格
好
の
教
室
な
の
だ
。

そ
の
思
い
を
自
ら
実
践
し
た
の
が

最
終
章
の
高
校
生
模
擬
裁
判
選
手

権
。
筆
者
は
勤
務
校
を
六
回
優
勝
に

導
い
た
指
導
者
で
も
あ
る
。
国
語
科

は
も
っ
と
法
教
育
に
関
心
を
も
つ
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。

評
者
＝
石
塚　

修

筑
波
大
学
人
文
社
会
系
准
教
授

評
者
＝
品
川　

樹

戦
国 

茶
の
湯
俱
楽
部

中
村
修
也　

著

法
廷
は
こ
と
ば
の
教
室
や
！
│
│
傍
聴
セ
ン
セ
イ
裁
判
録

札
埜
和
男　

著

四
六
判
・
並
製
・
二
五
六
頁

定
価
＝
本
体
一
七
〇
〇
円
＋
税

四
六
判
・
並
製
・
二
〇
〇
頁

定
価
＝
本
体
一
三
〇
〇
円
＋
税
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見
や
す
く
分
か
り
や
す
く
！
古
典
の
世
界
を
ビ
ジュア
ル
に
再
現
。

・古
典
の
基
礎
知
識
が
ひ
と
目
で
分
か
る
！
新
発
想
の
図
解
と
模
型
。

・『
源
氏
物
語
』を
大
特
集
。『
百
人一首
』に
は
必
須
の
知
識
を
も
れ
な
く
収
録
。

・文
学
史
の
流
れ
と
要
点
が
一
望
で
き
る「
古
典
文
学
の
流
れ
」「
主
な
作
品
一覧
」。

・楽
し
く
作
品
を
学
べ
る「
ア
プ
ロ
ー
チ
」「
読
み
ど
こ
ろ
」「Close up!

」。
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▼

月の出の時刻▼

陰暦の日にち
8:3011:3015:0018:3020:300:003:30

30

頃
日

3

頃
日

7

頃
日

11

頃
日

15

頃
日

18

頃
日

22

頃
日

26

頃
日

南

夜 昼

西東

あかつき
暁 　

やみ
闇

上弦の月

下弦の月

あり
有　
あけ
明　

づき
月

よい
宵　
やみ
闇

ゆう
夕　
づく
月　

よ
夜

「月の入り」時分の形を
弓にたとえた呼び名

夜明け前に月が
沈んでしまって
暗いこと

朝、東の空に
残っている月

月の出が遅く
夕暮れが暗いこと 夕暮れに出ている月
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30
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日
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日
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日
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頃
日
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日
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頃
日

26

頃
日

南

夜 昼

西東

あかつき
暁 　

やみ
闇

上弦の月

下弦の月

あり
有　

あけ
明　

づき
月

よい
宵　

やみ
闇

ゆう
夕　

づく
月　

よ
夜

「月の入り」時分の形を
弓にたとえた呼び名

夜明け前に月が
沈んでしまって
暗いこと

朝、東の空に
残っている月

月の出が遅く
夕暮れが暗いこと 夕暮れに出ている月

名
び
呼
の
月
◀

の
暦
陰

ち
に
日

名
び
呼
の
月

の
出
の
月

刻
時

30

月
新

頃
日

り
も
ご
つ

6

頃
時

２

月
日
二

頃
日

7

頃
半
時

３

月
日
三

頃
日

8

頃
半
時

７

月
日
七

頃
日

11

頃
半
時

８

月
日
八

頃
日

12

頃
半
時

９

月
日
九

頃
日

13

頃
半
時

11

月
の
り
余
日
十

頃
日

14

頃
半
時

13

月
夜
三
十

頃
日

小
望
月

16

頃
半
時

15

望

頃
日

月月
満

18

頃
時

16

十

頃
日

月
夜
六

18

頃
半
時

17

月
ち
待
ち
立

頃
日

19

頃
時

18

居

頃
日

月
ち
待

20

頃
時

19

臥

頃
日

月
ち
待
し

月
ち
待
寝

21

頃
時

20

更

頃
日

月
ち
待
け

月
日
十
二

22

頃
時

22

頃
日

月
の
り
余
日
十
二

22

頃
半
時

23

月
夜
三
十
二

頃
日

0

頃
半
時

月
か
一

　

を
け
欠
ち
満
で
期
周
の
日
五・
九
二
そ
よ
お
は
月

す
と
月
か
一
を
期
周
の
そ
、
は
で
典
古
。
す
返
り
繰

。
る
い
用
を
）
暦
旧
・
暦
陰
太
（
暦
る

　

、
に
も
と
と
く
い
て
え
変
を
形
し
け
欠
ち
満
は
月

が
月
の
形
な
う
よ
の
ど
は
で
暦
陰
太
、
で
の
く
い
て

に
日
の
い
た
い
だ
、
で
か
る
あ
に
り
た
あ
の
ど
の
空

中
の
品
作
典
古
、
め
た
の
そ
。
る
か
わ
が
刻
時
と
ち

れ
か
書
が
刻
時
や
ち
に
日
、
ば
れ
あ
が
写
描
の
月
に

き
で
が
と
こ
る
す
推
類
を
ら
れ
そ
、
も
て
く
な
い
て

。
る
あ
で
の
る■

名
び
呼
の
月

　

三
「（
の
も
る
よ
に
ち
に
日
、
は
に
名
び
呼
の
月

日
月

立
「（
の
も
る
よ
に
刻
時
の
出
の
月
、）
ど
な
」

」
月
満
「（
の
も
る
よ
に
形
の
月、
）
ど
な
」
月
ち
待
ち

。
る
あ
が
）
ど
な■

月
閏

　

約
（
期
周
の
け
欠
ち
満
の
月
は
で
暦
陰
太

日
の
年
一
、
め
た
る
す
と
月
か
一
を
）
日
五・
九
二

）
期
周
る
す
環
循
の
節
季
（
数
日
転
公
の
陽
太
が
数

閏
て
し
返
り
繰
を
月
じ
同
と
前
に
時
た
れ
ず

、
し
と
月

陽
太
陰
太
（
る
す
整
調
て
し
と
月
か
三
十
を
年
一

合
場
る
れ
か
置
が
月
閏
に
後
の
月
三
ば
え
例
。）
暦

。
る
な
と
」
月
三
閏
「

◉

た
出
を
戸
江
に
」
月
け
明
り
有
「
は
蕉
芭

　

か
す
か
峰
の
士
富
、
ら
か
の
も
る
れ
ま
さ
を
光
て
に
け
明
り
有
は
月

…
…
て
え
見
に

 

）
ち
立
旅
・
道
細
の
奥
（

　

日
ら
か
間
時
の
い
た
い
だ
た
出
を
戸
江
が
蕉
芭
、
で
文
い
短
に
な
ん
こ

。
う
ろ
だ
ぜ
な。
る
か
わ
で
ま
形
の
月、
付

　

、）
が
る
じ
生
は
れ
ず
の
少
多
（
で
の
る
す
に
準
基
を
け
欠
ち
満
の
月
は
）
暦

れ
見
を
月
、
と
…
日
五
十
ら
な
）
月
満
（
夜
五
十
、
日
三
の
月
ら
な
月
日
三

　

だ
ん
だ
は
出
の
月
、
後
以
月
満
。
む
沈
く
早
て
出
く
早
が
月
は
で
ま
月
満

に
空
く
白
で
ま
頃
る
昇
が
陽
太
、
方
け
明
。
い
遅
も
の
む
沈
、
り
な
く
遅
ん

よ
の
こ
。
る
な
く
細
ん
だ
ん
だ
、
で
半
後
の
月
の
そ
は
の
る
れ
ら
見
が
月
の

日
い
た
い
だ
、
で
か
る
あ
に
ん
へ
の
ど
の
空
が
月
の
形
な
う
よ
の
ど
、
に
う

　

月
三
（
末
月
、
ら
が
な
見
を
月
る
残
く
細
く
白
に
空
の
東
、
は
蕉
芭

か
出
に
旅
の
』
道
細
の
奥
『、
朝
早
い
な
ら
昇
だ
ま
が
陽
太
の
）
日
七
十
二

。
る
あ
で
の
た
け

編
学
文
典
古

間
時
の
典
古
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30
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日

3

頃
日

7

頃
日

11

頃
日

15

頃
日

18

頃
日

22

頃
日

26

頃
日

南

夜 昼

西東

あかつき
暁 　

やみ
闇

上弦の月

下弦の月

あり
有　

あけ
明　

づき
月

よい
宵　

やみ
闇

ゆう
夕　

づく
月　

よ
夜

「月の入り」時分の形を
弓にたとえた呼び名

夜明け前に月が
沈んでしまって
暗いこと

朝、東の空に
残っている月

月の出が遅く
夕暮れが暗いこと 夕暮れに出ている月

よ ・ よ る

ひ  る

あ　さ
あした

ゆふべ

よひ

よなか・よは
（よふく）

子ね 丑し
う

寅ら
と

卯う

辰つ
た

巳み

午ま
う未じ

つ
ひ

申る
さ

酉り
と

戌ぬ
い

亥い

12

ツ
九

半
ツ
九

半
ツ
八

半
ツ
八

ツ
八

ツ
八

ツ
七

ツ
七

ツ
六

ツ
六

半
ツ
六

半
ツ
六

ツ
五

ツ
五

半
ツ
五

半
ツ
五

ツ
四

ツ
四

半
ツ
四

半
ツ
四

午

　
後

午

　
前昼

夜

ツ
九

半
ツ
九

半
ツ
七

半
ツ
七

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11121

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11 よ

か

た
そ
か
れ

は
た
れ
ど
き

つ
と
め
て

ぶ
か
し あかつき

あかとき

あさぼらけ
あけぼの
しののめゆふ

くれ
ゆふぐれ

日
一

■

法
時
定

　

前
午
。
る
て
当
を
支
二
十
て
し
分
等
二
十
を
日
一

子
「
を
間
時
二
の
後
前
時
〇

時
〇
（
る
す
と
」
刻
の

。）
る
あ
も
説
る
す
と
」
刻
の
子
「
を
間
時
二
の
降
以

分
等
四
を
刻
の
れ
ぞ
れ
そ
、
は
刻
時
い
か
細
に
ら
さ

丑
「
て
し

三

。
う
い
に
う
よ
の
ど
な
」
ツ

　

子
「

午
「
と
」
刻
の

、
め
定
と
」
時
ツ
九
「
を
」
刻
の

数
る
至
に
」
時
ツ
四
「
て
え
数
と
」
ツ
七
「」
ツ
八
「

、
は
」
つ
や
お
「
る
す
味
意
を
食
間
。
る
あ
も
方
え

、
し
分
等
五
を
け
だ
間
夜
、
た
ま
。
残
名
の
ツ
八
の
昼初

「

更

四
「」）
夜
丙
（
更
三
「」）
夜
乙
（
更
二
「」）
夜
甲
（

。
る
あ
も
方
び
呼
う
い
と」
）
夜
戊
（更
五
「」）
夜
丁
（更■

法
時
定
不

　

を
時
れ
暮
日
と
け
明
夜
は
で
間
民
、
代
時
戸
江六

「

明
「
れ
ぞ
れ
そ
（」
ツ

六
け

暮
「」
ツ

六
れ

と
」
ツ

の
た
し
分
等
六
れ
ぞ
れ
そ
を
夜
昼
、
て
し
と
）
う
い

春分
秋分

九
夜

ツ

五宵 ツ

五
夜
ツ

八
夜

ツ

七 暁ツ

九
昼

ツけ明六
ツ

け明
六
ツ

れ暮ツ
六

れ暮ツ六

ツ
八
昼

ツ 七
夕

四
朝
ツ

五朝 ツ

明け六ツ暮れ六ツ

冬至

夏至 夜

夜

夜
昼

昼

昼

位
方

　

寅
と

と

艮
「
を
間
の

辰
、」

巳
と

巽
「
を
間
の
と

未
、」

と

申

坤
「
を
間
の
と

戌
、」

亥
と

乾
「
を
間
の
と

」称
と
門
鬼
裏
を
」
坤
「、
門
鬼
を
」
艮
「。
ぶ
呼
と

方
「
る
よ
に
れ
こ、
し
と
角
方
な
吉
不
て
し

違

」
え

し
う 丑

らと 寅
う
卯

じ
つ
ひ未

ね 子

ま
う午

る さ
申

り と
酉

つた
辰

み巳

ぬ い
戌

い
亥

南

東

西

北

東南

東北

西南

西北

艮
しう らと

巽
つたみ

坤
じつ
ひるさ

乾ぬいい

▼不定時法

の
ぼ
け
あ
は
春

て
め
と
つ
は
冬

る
よ
は
夏

れ
ぐ
ふ
ゆ
は
秋

編
学
文
典
古

首
一
人
百
倉
小

77

〉
意
歌
〈

る
見
を
草
ぶ
忍
る
い
て
え
は
に
端
軒
い
古
た
て
果
れ
荒
の
中
宮

し
わ
た
し
ど
ほ
い
な
れ
き
び
の
し
も
で
ん
の
し
ら
く
い
、
も
て
け
つ
に

。
よ
と
こ
る
あ
で
代
御
の
昔
い

〉
説
解
〈

」
昔
「、
を
満
不
の
へ
府
幕
倉
鎌

・
下
雑
・

も

き
し
も

　
や

　
古
き

　
軒
端

　 の

　
し

ぶ
の

　
に

　
も

な
ほ

　
あ

り
ま

　
あ
る

　
昔

　
な
り

　
け
り

中
宮

の
微
衰

を
見

け
つ
に
る

栄
、

た
え
昔

る
れ
ば
の
し
が

や
き
し
も
も

　
古
き
軒
端
の

　

も
に
ぶ
の
し

　

る
あ
り
ま
あ
ほ
な

　
昔

り
け
り
な

 

順
徳
院

〉
意
歌
〈

。
よ
る
す
も
い
思
に
み
恨
た
ま
、
し
も
い
思
く
し
お
と
い
を
人

。
は
に
身
の
私
む
悩
い
思
を
世
の
こ
と
い
な
ら
な
に
う
よ
う
思

〉
説
解
〈

皇
代
歴
、
は
院
羽
鳥
後
。
意
の
い
し
お
と
い
、
で
」
し
愛
「
は
」
し
を
「

・
中
雑
・

人

　
も

　

 

を
し 

　
　 人

　
も

　
恨

し
め

　
　 あ

く
な
き
ぢ

世

　
を

　
思
ふ

　
ゆ
ゑ

　
に

　
も

ふ
思
の

　
身

　
は

々
苦

く
し
世
を
思

ら
か
う

人
、

も
く
し
と
い
を

恨

も
く
し
め

思
う

人

し
を
も

　
人
も
恨

し
め

　

く
な
き
ぢ
あ

　
世
を
思

に
ゑ
ゆ
ふ

　 の
も
思
ふ
身
は 

後
鳥
羽
院

〉
意
歌
〈

ま
が
け
だ
禊
の
え
祓
月
六
、
て
く
し
涼
に
う
よ
の
秋
は
れ
暮
夕
の
川

。
よ
る
あ
で
し
る
し
の
と
こ
る
あ
で
夏
だ

〉
説
解
〈

ら
な
「
は
」
ら
な
「・

夏
・

風

　
そ

ぐ
よ

　
な

川
小
の
ら

　 の

　
夕

れ
暮

　
は

禊

　 ぞ

　
夏

　 の

　
し

し
る

　
な
り

　
け
る

暮
夕

の
れ

越
夏

の
し
禊

が
ぎ
去

く
ゆ
り

節
季

の
証

よ
る
あ
で

風

ぐ
よ
そ

　
の
ら
な

川
小

の

　 暮
夕

は
れ

　
禊
ぞ
夏
の

　

る
け
り
な
し
る
し

 

従
二
位
家
隆

隆
家
原
藤
・

〉
意
歌
〈

。
す

〉
説
解
〈

女
る
れ
が
焦
い
恋
。
る
け
か
を
」
つ
待
「
と
」
浦
の
帆
松
「

恋
・

・

 

来 

　

 

ぬ 

　
人

　
を

　
ま

浦
の
ほ
つ

　 の

　
夕

ぎ
な

　
に

焼
く

　
や

　
藻
塩

　 の

　
身

　
も

　
焦

れ
が

　
つ
つ

来

い
な
人
を
待
つ
私
の
心
は

凪
夕
、

に
焼
く
塩
藻

す
で
う
よ
の

来
ぬ
人
を

　

の
ほ
つ
ま

浦
の

　
夕

に
ぎ
な

　
焼

や
く
藻
塩
の

　
身
も
焦

つ
つ
れ
が

 

権
中
納
言
定
家
・
藤

家
定
原

〉
意
歌
〈

〉
説
解
〈

の
い
老
て
せ
寄
に
花
落雑

・

・

花

　
さ

ふ
そ

　
嵐

　 の

　
庭

　 の

　
雪

　
な
ら

　
　 で

　

ふ

く
ゆ
り

　
も
の

　
は

　
我

　
が

　
身

　
な
り

　
け
り

は
の
く
ゆ
り
ふ

散
る
桜

く
な
は
で

老
、

く
ゆ
い

私

だ
の
な

花

ふ
そ
さ

　
嵐
の
庭
の

　
雪

で
ら
な

　

は
の
も
く
ゆ
り
ふ

　
我
が
身

り
け
り
な

 

◉

歌
の
夕
三

　

三
「の
収
所
四
巻』
集
歌
和
今
古
新
『

夕

、
れ
さ
と
歌
名
来
古
は」
歌
の

夕
の
秋
「、
れ
切
句
三
で
」
り
け
「。
る
あ
も
で
詠
の
人
歌
の
首
一
人
百

。
徴
特
が
の
る
い
て
れ
ば
結
で」
れ
暮

は
さ
し
寂

　

も
し
と
色
の
そ

　

り
け
り
か
な

　

の
山
つ
立
き
ま

　

れ
暮
夕
の
秋

　

寂
蓮（
87

）
人
歌
の
番

き
な
心

　

は
れ
は
あ
も
に
身

　

り
け
れ
ら
知

　

鴫

の
沢
つ
立

　

れ
暮
夕
の
秋

　

（行
西

86

）
人
歌
の
番

ば
せ
渡
見

　

り
け
り
か
な
も
葉
紅
も
花

　

苫
の
浦

屋
の　

れ
暮
夕
の
秋

　

、
者
選
の
首
一
人
百
（家
定
原
藤

97

）
人
歌
の
番

ならの小川（上賀茂神社）

『源氏物語』は年
表・内容・系図な
どの資料を見や
すく整理。

編
学
文
典
古

台
舞
の
典
古
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右 京 左 京
う きょう さ きょう

法成寺
（御堂）

染殿

京極殿

一条院

冷泉院

東三条院

紅梅殿

河原院

東市西市 鴻臚館

東寺西寺
羅城門

朱雀院

神泉苑

大学寮 院
閑

堀河院穀倉院

現在の京都御所
［大路・小路名のあとの丸数字は、道幅（単位丈。1丈＝約3m）を示す。］

法興院

北野天満宮

川

鴨

川
桂

大内裏

右 京 左 京

内裏

院
楽
豊

院
堂
朝

だいだい り

う きょう さ きょう

九条大路⑫
信濃小路④

九条坊門④

針小路④

八条大路⑧
梅小路④

八条坊門④
塩小路④

七条大路⑧
北小路④

七条坊門④
佐女牛小路④
六条大路⑧
楊梅小路④
六条坊門④

五条大路⑧

五条坊門④
綾小路④

四条大路⑧
錦小路④

四条坊門④
六角小路④
三条大路⑧
姉小路④

三条坊門④

押小路④

二条大路⑰
冷泉小路④

大炊御門大路⑩
春日小路④

中御門大路⑩
勘解由小路④

近衛大路⑩
鷹司小路④

土御門大路⑩
正親町小路④

一条大路⑩

路
大
極
京
西

⑩
④
路
小
差
無

④
路
小
山

④
路
小
蒲
菖

⑧ ④
路
小
利
止
恵

④
路
小
代
馬

④
路
小
多
宇

路
大
祖
道

⑧ ④
路
小
寺
野

⑧
路
小
川
堀
西

④
路
小
負
靫
西

路
大
宮
大
西

⑫
路
大
門
嘉
皇

⑩ ④
路
小
城
坊
西

路
大
雀
朱

㉘ ④
路
小
城
坊

路
大
生
壬

⑩
路
大
宮
大

⑫ ④
路
小
隈
猪

⑧
路
小
川
堀

④
路
小
油

路
大
院
洞
西

⑧
④
路
小
尻
町

④
路
小
町
室

④
路
小
丸
烏

路
大
院
洞
東

⑧
④
路
小
倉
高

④
路
小
里
万

④
路
小
富

路
大
極
京
東

⑩

0 1km
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平安京図
18ページへ

染
殿　

。
宅
邸
の
房
良
臣
大
政
太
の
初
最
の
氏
原
藤。

所
名
の
桜

院
条
一

　

為
原
藤
と
も

光

内
。
宅
邸
の

裏

亡
焼
の

京
極
殿　

市
都
京
の
長
道
。
宅
邸
の
長
道
原
藤

土
「。
た
れ
さ
視
重
も
最
、
で
ち
う
の
宅
邸
の
中

御
門

。
う
い
も
と
」
殿

院
泉
冷

　

嵯
峨

。
所
御
の
後
位
譲
の
皇
天

東
三
条
殿　
22

閑
院　

冬
原
藤
た
れ
ば
呼
と
臣
大
の
院
閑

嗣

邸
の

。
宅

院
河
堀

　

兼
原
藤
た
れ
ば
呼
と
殿
河
堀

通

。
宅
邸
の

円
融

里
の
皇
天

内
裏

。
裏
内
里
の
初
最。
る
な
と

神
泉
苑　
桓
武

な
大
広
。
宮
離
の
来
以
都
遷
皇
天

時
倉
鎌
。
た
れ
わ
行
も
り
祈
の
い
乞
雨
、
り
あ
が
池

。
た
し
廃
荒
降
以
代

寮
学
大

　

。
関
機
育
教
等
高
の
め
た
の
弟
子
の
族
貴

院
倉
穀

　

の
所
役
と
倉
る
す
納
収
を
物
穀
の
廷
朝

朱
雀
院　

す
面
に
路
大
雀
朱
。
営
造
が
皇
天
峨
嵯

御
の
後
位
譲
の
皇
天
代
歴
。
う
い
と
院
雀
朱
で
の
る

。
た
れ
わ
使
て
し
と
所

紅
梅
殿　

道
原
菅

真

に
中
の
』
子
草
枕
『。
宅
邸
の

。
る
い
て
れ
ら
げ
あ
て
し
と
宅
邸
な
名
有
も

河
原
院　

源
臣
大
左
、
子
皇
の
皇
天
峨
嵯

融た
れ
入
り
取
て
し
と
庭
も
を
原
河
の
川
鴨
。
宅
邸
の

市
西
・
市
東

　

。
場
市
た
れ
ら
け
設
に
京
右
・
京
左

鴻
臚
館　

迎
る
す
待
接
を
節
使
国
外

賓
館

渤
。

海
。
退
衰
降
以
紀
世
一
一、
後
た
え
絶
が
京
入
の
使

寺
西
・
寺
東

　

の
門
城
羅
、
め
た
の
護
守
京
安
平

。
院
寺
た
れ
ら
て
建
に
西
東

羅
城
門　

の
京
安
平
る
あ
に
端
南
の
路
大
雀
朱

。
門
正
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▼一坊

▼道路の幅

現代の一般的な
二車線の道路

4丈の小路

10丈の大路

朱雀大路（28丈）

約10m

約12m

約30m

約84m

▼一町

裏
内
大

裏
内
里

寺
住
法

羅
波
六

河
白

▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼平安初期 平安中期 平安末期

羅城門　「羅城」とは都城の城壁
のこと。二層の巨大な門で、朱雀大
路の南端にあった。

▼平安京復元模型

京
安
平 典

古

の

台
舞

　

延
、
は
京
安
平

暦
2

治
2

雀

分
に
右
左
を
都
が
路
大

。
た
し
達
発
に
心
中
を
京
左
ら
か
く
古、
が
る
い
て
し
断

条 坊制　東西南北に走る大路と
小路で都市を碁盤の目状に区画
する方式。
一坊　大路で囲まれた区画。16
の「町」から成る。
一町　宅地の基本単位。40丈（約
120 分細にらさは」町「。方四）m
され、1/32町が宅地の最小単位。
道路の幅　大路と小路の幅も規
定されていた。17ページ「平安
京図」参照。

平安初期　大内裏で天皇中心の政治。藤原氏の台頭により天皇の権限が徐々に低下した。
平安中期　藤原氏が摂政・関白を独占した摂関政治期。内裏の焼亡など緊急事態時に、摂関を
はじめとする有力貴族が自邸を臨時の皇居（里内裏）として用い、政治の舞台も彼らの屋敷に
移っていった。現在の京都御所ももとは里内裏の一つ。
平安末期　院政期。院政を開始した白河上皇は郊外の白河・鳥羽に院御所を造営。平氏政権は
六波羅を中心に栄え、その後の鎌倉幕府もここを京都支配の拠点とした。

◉平安京の規模と構造

◉政治の舞台の移り変わり

1,753丈
（約5.2km）

1,508丈（約4.5km）

鴨川
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  寝ん
し

殿ん
で

造り
く
づ

典
古

の
暮

し
ら

■寝殿の内部

■東三条殿復元模型

作
製
・
証
考

　

室
究
研
三
浩
池
学
大
部
中

　
寝
殿
造

の
宅
住
族
貴
の
代
時
安
平
な
的
表
代
、
は

南
の
そ
、
に
心
中
を
殿
寝
は
に
的
則
原
、
に
地
敷
の

う
よ
む
囲
り
取
を
庭
。
る
れ
か
置
が
池
や
庭
い
広
にに

対

、）
対
の
西
・
対
の
東
（

渡
殿

の
コ
が
廊
門
中
、。

る
れ
さ
置
配
に
称
対
右
左、
型
字●

殿
寝

　

母
（間
七
が
口
間
は
に
的
準
標。
も
と
殿
正

。
だ
ん
住
が
人
主
の
敷
屋。
る
れ
ら
て
建
で
）
間
五
屋●

対
屋

　

殿
渡
。
る
れ
さ
置
配
に
北
は
い
る
あ
西
東

。
だ
ん
住
が
女
子
や
妻。
る
す
続
接
に
殿
寝、
で●

殿
渡

　

り
渡
る
あ
の
根
屋
、
ぶ
結
を
屋
対
と
殿
寝

。
る
あ
も
合
場
る
な
ら
か
屋
部
と
路
通。
下
廊●

壺

　

。
庭
中
た
れ
ま
囲
に
ど
な
廊
や
対
の
造
殿
寝

桐
「
で
ん
な
ち
に
物
植
た
れ
ら
え
植
は
で
宮
後
裏
内

。
た
れ
ら
け
つ
が
称
通
に
舎
殿
と
ど
な
」
壺■

東
三
条
殿

型
模
元
復

　

家
関
摂
原
藤
、
は
殿
条
三
東

累
代

、
り
あ
で
宅
邸
の

原
藤

兼
家
や
道
隆

皇
天
ば
し
ば
し
た
ま
。
だ
ん
住
が

の
里
内
裏

殿
寝
な
的
型
典
。
た
れ
ら
い
用
も
て
し
と

、
は
元
復
る
れ
ら
知
在
現
、
し
だ
た
。
る
れ
わ
言
と
造

あ
で
形
な
的
則
変
や
や
た
し
造
改
を
分
部
の
対
の
西

⬇
置
位
の
で
京
安
平
（。
る

P.

　
17
）

部
内
の
殿
寝
■

　

「む
住
の
人
主
が
屋
部
の
央
中
の
物
建

母
屋

母
「、」

「
が
屋
部
い
長
細
の
囲
周
の
」
屋

廂

、
所
寝
。」

納
戸

は
ど
な

塗
籠

「
几
帳
「」
障
子
（=

「」）
屏
風

れ
ら
切
仕
で
ど
な
」

⬇
度
調
（。
る
い
て

P.
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」
子
格
「
る
す
閉
開
に
下
上
）

。
す
た
果
を
目
役
の
壁
外
と
窓
が

御帳台

塗籠

几帳

屏風

西
廂

妻戸

蔀

階隠の間 簀子 高欄

南 廂

褥

北廂

障子

池

遣水中庭

平橋釣殿

東対

反橋

中島

前栽

築山

北対
西門

寝殿
渡殿

東 廂

母屋
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装
武   装
武 典

古

の
暮

し
ら

鳩 尾板

太刀

草

草

▲胴丸　大鎧に対して、歩兵用の軽装で活動的な鎧。

重藤弓

貫

▼紫裳濃威 ▼萌黄匂威 ▼科革威 ▼黒（紺）糸威 ▼赤糸威

鎧の材料である札（鉄・革の小板）を革紐や糸で綴り合わせたもの。染め色の組み合わせでさまざまな模様や色調が生まれた。

臑当

薙刀

腰 刀

鎧 直垂

鎧 直垂

弦 走

栴檀板

吹返

鍬形 天辺

錣

緒

侍 烏帽子

▲かぶと

弓懸け

▲大鎧　上級武士が着用した正式な鎧。

鎧
い
ろ
よ

威
の
し
ど
お

資料写真は
メリハリを
つけて見や
すく紹介。

模型や図解を多用しビジュアル世代の
生徒にも無理なく理解できるよう配慮。

わ
か
り
に
く
い
暦
や
時
刻
制
度
も

新
発
想
の
図
解
で
確
実
に
理
解
。

暗記ではなく作品に即し
て古典の世界が理解で
きるコラムを適宜配置。

『百人一首』は全
首に品詞分解と
鑑賞を掲載し美
しく構成。

キャッチコピーや整理された基本
情報で作品の性格を一目で把握。

重要作品には現代語訳付きの原文をピック
アップした「作品へのアプローチ」を新設。

古
典
文
学
編

23



「
舞
姫
」で
は
エ
リ
ス

の
モ
デ
ル
に
関
す
る
最

新
の
研
究
に
も
言
及
。

近代の生活をビジュアルに
イメージできる資料写真が充実。 ・見

る
だ
け
で
も
楽
し
め
る
、多
彩
な
テ
ー
マ
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
を
充
実
。

・近
代
文
学
の
鑑
賞
に
欠
か
せ
な
い「
近
代
の
生
活
」を
写
真
資
料
で
再
現
。

・作
家
紹
介
を
計
４２２
人
に
大
幅
増
補
。〈
小
説
：149
人
、詩
歌：100
人
、評
論
：
120
人
、外
国
文
学
：
53
人
〉。

・『
こ
こ
ろ
』『
舞
姫
』を
大
特
集
。作
品
の
全
体
像
と
背
景
を
ビ
ジ
ュア
ル
に
整
理
。

新
教
材
の
筆
者
情
報
を
充
実
。現
代
文
の
学
習
を
サ
ポ
ー
ト
。

　

編
学
文
代
近

近･

れ
流
の
学
文
代
現

̶
̶

和
昭

･

学
文
の
成
平

23

近現代文学の流れ.indd   すべてのページ 13/10/07   9:41AK1478D-見開き.indd   8 13.10.12   10:19:23 AM

近
現
代
文
学
編

5 4

文学史の流れを一望で
きる展開図を収録（古典
文学編にも収録）。

主要な作家・作品には
特集ページを設定し、
年表や地図・写真資料
を交えて作品の世界を
ビジュアルに再現。

明治と現在の東京を写真
で比較した東京文学地図。
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❷泰山　中国五岳（泰山・華山・嵩山・恒山・衡山）の一つ。古来
聖山とされた。孔子をはじめ、司馬遷や李白など多くの文人が詩
文を残した。写真は南門への石段。

❹大運河　隋の煬帝が南の物産を北へ運ぶために築いた大運河。
杭州から北京まで、全長は1794mに及ぶ。

❺
虎
丘
塔
（
雲
岩
寺
塔
）　

は
丘
虎
つ
立
が
塔

春
秋

代
時

の
呉
王
夫
差

の
父
が

闔
閭

高
は
塔。
る
れ
さ
と
た
し
葬
埋
を

さ
47
・
5　
m

。
る
い
て
い
傾
に
西
北
で

❶万里の長城　周代に築かれ、秦の始皇帝など歴代皇帝が補強・増築
し、現在の形は明代にほぼ完成した。一般に東は山海関、西は嘉峪関
までとされ、全長は6000km。写真は北京郊外の八達嶺。

❸江南の春の風景　江南は長江下流の南側一帯の地をいう。風
光明媚な景勝地に恵まれた豊かな穀倉地帯。杜牧に「江南の春」
詩がある。

杭州

洛陽
（河南）

）
城
渭
（陽
咸

襄陽

荆州
（江陵）

峡
門
三天水

武威
（涼州）

汨羅

揚州（江都
）

鎮江 蘇州

九江（江州）

瀋陽

長春 吉林

上海

天津

武漢（武昌）

長沙

太原

大連
山海関

邯鄲

南京
（建康）

曲阜

開封（汴京）
西安
（長安）

嘉峪関

敦煌

ハミ（哈密）

トルファン（吐魯番）

玉門

成都

重慶（渝州）

漢中

剣閣

桂林

北京 平壌

ソウル

長 白
 山 
脈

ゴ ビ 砂 漠

モ ン ゴ ル 高 原

四川盆地

き　　 　　 れん

東シナ海

黄 海

鴨緑
江

渤 海

太湖

鄱陽湖

資水

河
洛

（羅布泊）
ロプノール

淮 
河

水
漢

江
陵
嘉

江
岷

河
汾

河
黄

黄 河

青海湖

長 江

長江

黄 
河

ぼっ　かい

朝鮮民
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人民共
和国

大韓民国

モンゴル

中華人民共和国

恒山
五台山

廬山 会稽山
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黄山

天台山

嵩山
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太白山

峨眉山

終南山

楼
鶴
黄

壁
赤

城
帝
白

三峡

巫山

陽関
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洞
❻

庭
湖　

、
や
江
長
。
湖
水
淡
る
す
置
位
に
部
北
省
南
湖

屈
原

汨
う
い
と
た
し
水
入
が

羅
江

に
岸
東
北
。
る
す
入
流
が

岳
る
あ

陽
楼
杜
は
甫

。
る
い
て
れ
ま
詠
に
人
詩
の
く
多
ど
な

函
❼

谷
関　

孟。
衝
要
の
通
交
る
す
置
位
に
部
西
北
省
南
河

嘗
君

項
、
や
事
故
の
盗
狗
鳴
鶏
の

羽

劉
と

邦

知
で
い
争
の

。
る
れ
ら

蜀
❾

桟
の

道　

難
の
通
交
ぶ
結
を
安
長
省
西
陝
と
都
成
省
川
四

蜀
「
が
白
李
は
さ
し
険
の
そ
。
所

道
難

よ
る
上
に
天
青
「
で
詩
」

邦

諸
や

亮

。
名
有
も

10玉門関　敦煌の北西に位置する、シルクロードの重要な関所。
玉門関を越えることを「出塞」、万里の長城の外を「塞外」といっ
た。王之渙や李白の詩で有名。

12雲崗石窟　山西省に東西約1kmにわたって造られ
た北魏時代の石窟寺院群。第16～20窟にあたる「曇
曜五窟」の大仏は北魏の5人の皇帝を象徴する。

11楼蘭　『史記』にその名が記された西域諸国の一つ。現在の新疆ウイグル自治区に
あった。漢代の交通の要地。

❽渭水　黄河の支流の一つ。古くより水運
の重要なルートとして利用された。岑参に
「渭水を見て秦川を思う」詩、王維に「元
二の安西に使いするを送る」詩がある。
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実
践
的
な
表
現
活
動
に
役
立
つ
知
識
と
情
報
を
網
羅
。

・詩
文
に
詠
ま
れ
る
景
勝
地
や
古
戦
場
を
紹
介
す
る「
漢
文
の
風
景
」。

・文
字
に
関
す
る
資
料
を
ま
と
め
た「
漢
字
の
歩
み
を
た
ど
る
」。

・各
時
代
の
地
図
と
年
表
を
同
時
に
確
認
で
き
る「
漢
文
学
の
流
れ
」。

・訓
読
の
基
礎
知
識
を
わ
か
り
や
す
く
整
理
し
た「
漢
文
を
読
む
た
め
に
」。

ビ
ジュ
ア
ル
資
料
と
近
年
の
学
習
傾
向
に
合
わ
せ
た
項
目
を
充
実
。

・キ
ー
ワ
ー
ド
や
手
順
を
示
し
た
詳
細
で
実
践
的
な
小
論
文
対
策
。

・就
職
や
Ａ
Ｏ
入
試
に
必
要
な
知
識
を
豊
富
に
掲
載
。

・言
語
活
動
の
実
践
が
で
き
る
ゲ
ー
ム
や
練
習
問
題
を
掲
載
。

・調
べ
た
い
項
目
が
す
ぐ
に
見
つ
か
る
事
典
的
な
項
目
立
て
。
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◉
　

に
々
人
の
か
ほ
を
ど
な
画
企
、
見
意
、
果
結
査

業
企
。
る
れ
わ
行
に
め
た
る
す
得
説
、
し
明
説

案
の
分
自
ら
か
中
の
案
る
あ
数
複
、
は
で
ど
な

れ
わ
行
て
し
指
目
を
と
こ
う
ら
も
て
し
用
採
を

。
い
多
も
と
こ
る

　

考
く
よ
を
か
の
る
い
て
め
求
を
何
が
手
き
聞

要
重
が
と
こ
る
す
示
提
で
形
る
あ
の
力
得
説
を

。
る
あ
で

●12

査
調

34

討
検
の
成
構

5

成
作
の
本
台
と
料
資

67

表
発

す
示
提
て
し
り
た
し
刷
印

グ
ン
ミ
イ
タ
る
せ
見
。
る

し
示
提
、
り
た
し
夫
工
を

指
を
ト
ン
イ
ポ
て
い
お
て

。
る
す
り
た
し
示
し

る
す
意
用
を
ト
ウ
ア
ド
ン
ハ

　

を
ト
ン
リ
プ
の
分
数
人

終
。
る
す
布
配
て
し
刷
印

者
加
参
が
料
資
も
に
後
了

。
る
残
に
元
手
の

　

ド
イ
ラ
ス
で
ン
コ
ソ
パ

、
て
し
成
作
を
料
資
の
式

ラ
グ
や
真
写
。
る
す
生
再

。
利
便
も
に
示
提
の
ど
な
フ

う
使
を
楽
音
や
画
動

　

デ
ビ
た
い
お
て
し
録
収

、
り
た
し
流
を
声
音
や
オ

す
用
活
を
音
果
効
や
楽
音

。
る
あ
で
的
果
効
も
の
る

　

、
を
ら
が
と
こ
い
た
え
伝

寸
、
り
た
せ
見
て
し
演
実

。
る
す
り
た
し
に
風
劇

。
い
よ
と
る
す
担
分
を
割
役

●

例
用
使
の
料
資
覚
視

　

で
ん
込
い
使
間
年
三。

る

告
報
査
調
の
説
伝
市
都
な
名
有

　

き
聞
、
り
貼
に
紙
造
模
を
図
地
の
所
近

で
覧
一
で
ん
込
き
書
を
果
結
の
査
調
み
込

。
る
す
に
う
よ
る
き

　

。
る
じ
演
て
し
に
劇
寸
を
子
様
い
し
楽

薦
推
の
師
講
ぶ
呼
に
会
演
講

　

歴
略
や
真
写
顔
の
人
い
し
ほ
て
し
演
講

布
配
、
し
刷
印
て
め
と
ま
に
紙
の
枚
一
を

。
る
す

介
紹
風
校
の
で
会
明
説
校
学

　

ベ
イ
や
常
日
の
内
学

ビ
を
子
様
の
ど
な
ト
ン

し
集
編
、
し
影
撮
オ
デ

。
る
す
生
再
を
画
動
た◉

方
し
話
い
す
や
き
聞

① 

一
。
る
け
つ
を
気
に
う
よ
い
な
ら
な
に
口
早

〇
三
に
間
分
一
は
度
速
い
す
や
き
聞
に
的
般

 、
は
と
こ
い
た
え
訴
く
強
に
特
。
度
程
字
〇

② 

一
を
間
の
文
一
と
文
一
。
る
す
に
切
大
を
間

。
る
け
が
心
を
と
こ
る
け
あ
吸
呼

③ 

、
も
り
よ
す
話
く
強
を
句
語
の
て
べ
す
。
る
げ

。
る
な
く
す
や
き
聞

④ 

聞
く
べ
る
な
、
ず
見
を
り
か
ば
稿
原
や
モ
メ

き
聞
、
も
合
場
る
い
て
し
出
し
映
に
ど
な
ン

に
う
よ
い
な
ら
な
に
ま
ま
た
け
向
を
背
に
手

。
る
す
意
注

ポイント1
参加者を引きつける

　最初に参加者の興味を引きつける
工夫をする。

ポイント6
礼儀正しく

　終了したら、会場を見渡すつもり
で、落ち着いて一礼をする。

ポイント5
データ提示で説得力アップ

　客観的な数値を表やグラフにして
提示すると、説得力が増す。

ポイント4
資料は大きな文字で箇条書きにする
　スライドなど、文字による説明の
資料は、文章ではなく、大きな文字
で箇条書きにするとよい。説明をし
ながら、ポインタ（指示棒や光点な
ど）で該当の語句を指し示す。

ポイント3
呼びかけで反応を確認

　呼びかけの言葉を挟み込むと、聞
き手の注意を引くことができる。会
場の反応を確かめながら発表を続け
るように心がける。

　まず、この二つのサーモグラフィの写真を見
てください。ヒトの手の皮膚温の変化を表した
ものですが、何による変化かわかりますか。

　これは、喫煙、つまりたばこを吸ったことによっ
て皮膚の温度が下がったことを表しています。
　なぜこのようなことが起こるのでしょうか。実
は、たばこの煙には、さまざまな有害物質が含ま
れています。もっとも有名なのはニコチンでしょ
うか。ニコチンは、毛細血管を収縮させて体温を
下げたり心臓に負担をかけたりするほか、……

　私のまわりの喫
煙者に、自分自身
がたばこを吸うこ
とについてどう思 
っているか、アン
ケートをとりまし
た。結果がこちら
です。

ご静聴ありがとうございました。

◉

類
種
の
料
資
覚
視

る
せ
見
を
物
実

　

。
法
手
る
れ
ば
呼
も
と
ル

の
ど
な
画
企
品
製
ば
え
例

型
模
や
品
作
試
、
は
合
場

で
が
と
こ
る
せ
見
を
ど
な

。
す
増
が
力
得
説
ば
れ
き

　

、
り
た
い
書
く
す
や
り
か
わ
に
紙
の
め
き
大

ポイント2
聞いてわかる言葉を選ぶ

　耳で聞いただけではわかりにくい
言葉は、「つまり」「それは……のこ
とですが」などと言い換える。ある
いは、「（血流→）血液の流れ」「（脳
内の血液量→）脳の中に流れる血液
の量」のように、わかりやすい言葉
を選ぶ。
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本
日
の
後
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災
震
大
本
日
東

　

、
分
六
四
時
四
一
日
一
一
月
三
年
一
一
〇
二

。
た
し
生
発
が
震
地
大
で
沖
洋
平
太
方
地
北
東

さ
深
の
源
震

25

ド
9
・
0

は
度
震
大
最
、

7

範
る
残
が
録
記
、

　

大
最
に
側
洋
平
太、
り
よ
に
震
地
の
こ

8

住
の
く
多
、
せ
寄
し
押
が
波
津
る
え
超
を
ル
ト

、
波
津、
震
地
の
こ
。
た
け
受
を
害
被
が
設
施
や
宅

は
者
明
不
方
行
・
者
死
る
よ
に
震
余
の
後
の
そ

者
傷
負
、
え
超
を
人
０
０
０
８
万
１
て
せ
わ
合

。
た
え
超
を
名
０
０
０
６
も

　

訓
教
な
う
よ
の
ど
ら
か
害
災
の
有
曽
未
の
こ

。
か
る
れ
ら
得
が

震
地
大
巨
フ
ラ
ト
海
南

、
ど
な

る
れ
さ
摘
指
も
性
能
可
の
震
地
型
下
直
圏
都
首

。
る
い
て
れ
ら
め
求
が
み
組
り
取
の
後
今
、
中◉

故
事
発
原
島
福

　

生
発
が
故
事
で
所
電
発
力
子
原
一
第
島
福
、
て

）
ン
ウ
ダ
ト
ル
メ
（解
溶
が
心
炉
の
炉
子
原。
た
し

量
大
、
て
し
り
た
き
起
が
発
爆
素
水
、
り
た
しの

質
物
性
射
放

際
国
。
た
し
生
発
が
染
汚
洋
海
、
染
汚
壌
土
て

に
）
Ｓ
Ｅ
Ｎ
Ｉ
（
度
尺
価
評
の
故
事
力
子
原
な
的

　

に
外
域
区
難
避
た
れ
さ
定
指
、
じ
感
を
安
不
は

へ
地
土
た
れ
離
ら
か
発
原
も
で
人
る
い
で
ん
住

水
道
水
、
り
な
に
止
停
荷
出
が
ど
な
乳
牛
、
茶

し
出
続
が
人
る
走
に
い
買
を
水
料
飲
の
ル
ト
ボ

が
者
係
関
業
漁
や
業
農
、
で
方
一
。
た

被
評
風

害◉

活
生
難
避

　

の
所
電
発
力
子
原
一
第
島
福

20

30

ロ
キ

に
と
こ
る
す
難
避
て
れ
離
を
宅
自
が
々
人
の

、
は
数
総
の
人
た
し
り
た
し

29

る
上
に
人
万

。）
在
現
月
九
年
三
一
〇
二
（　

く
遠
、
て
れ
離
と
族
家
は
い
る
あ
、
で
族
家

活
生
難
避
で
宅
住
設
仮
や
地
土
い
な
れ
慣
み
住

。
い
多
も
人
た
れ
さ
く
な
儀
余
を

　

、
て
し
ど
な
す
崩
を
調
体
で
中
の
活
生
難
避

０
０
４
１
、
も
人
た
れ
さ
定
認
と
死
連
関
災
震

。
る
え
超
を
人

◉

題
問
働
稼
再
発
原

　

電
発
力
子
原
の
国
全
、
後
の
故
事
発
原
島
福

べ
す
は
に
日
五
月
五
年
二
一
〇
二
、
し
止
停
を

に
月
七
年
二
一
〇
二
。
た
し
止
停
が
発
原
の
て

の
県
井
福
は

大
飯

そ
、
が
た
し
働
稼
再
が
発
原

る
よ
に
足
不
力
電
、
し
視
重
を
給
供
定
安
の
力

発
原
、
と
声
る
す
念
懸
を
滞
停
の
業
産
・
済
経

が
立
対
の
と
安
不
の
民
市
る
ぐ
め
を
性
全
安
の◉

モ
デ
発
原
脱
・
発
原
反

　

の
時
当
て
け
受
を
故
事
発
原

菅
直
人

大
理
総

間
の
民
国
、
し
出
ち
打
を
」
存
依
発
原
脱
「
は
臣

さ
開
展
が
動
運
の
」
発
原
脱
「」
発
原
反
「
も
で

金
「。
た
い
続
が
動
行
議
抗
の
へ
邸
官
相
首
ら
か

「も
と」
モ
デ
日
曜

紫

花
陽

。
る
れ
ば
呼
も
と」
命
革

　
ア

は
ら
か
て

3

も
と
人
万

5

る
れ
わ
い
も
と
人
万

◉
　

一
る
ま
高
が
運
機
の
し
直
見
の
へ
存
依
発
原

本
日
。
る
あ
も
方
見
う
い
と
要
必
が
発
原
、
は

4

比
と
国
他
、
で
％

ル
ネ
エ
。
る
あ
に
準
水
い
低
て
め
極
、
と
る
べ

ネ
エ
能
可
生
再

。
る
い
て
れ
さ
待
期
が
発
開
の

津波に遭っても生き残った陸前
高田市の「奇跡の一本松」

震災直後の福島第一原子力発電所

国会前での反原発デモの様子
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日本の電源別発電電力量の推移
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地熱および新エネルギー 水力
天然ガス 石炭
石油等 原子力

】
電
発
力
子
原
【　

に
本
日
で
点
時
の
災
震
。
み
組
仕
す
こ
起

54
基

約
の
力
電
総
、
り
あ
が
所
電
発
力
子
原
の

30
％順

が
発
原
の
国
全
、
後
災
震
。
た
い
て
め
占
を

。
た
し
止
停
を
転
運
次

】
質
物
性
射
放
・
能
射
放
・
線
射
放
【　

出
放
て
し
壊
崩
然
自
が
素
元
、
は
と
線
射
放

の
力
能
す
出
を
線
射
放
。
称
総
の
波
磁
電
る
す

質
物
つ
も
を
能
射
放
、
び
呼
と
能
射
放
を
と
こ

響
影
悪
に
体
の
物
生
。
ぶ
呼
と
質
物
性
射
放
を

ウ
シ
セ
や
１
３
１
素
ウ
ヨ
、
は
の
す
ら
た
も
を

放
。
ど
な
０
９
ム
ウ
チ
ン
ロ
ト
ス
、
７
３
１
ム

を
と
こ
る
び
浴
を
線
射
放
ら
か
質
物
性
射

被
曝ま

高
が
ク
ス
リ
ん
が
発
、
と
る
す
曝
被
を
量
線

射
放
の
量
微
も
ら
か
界
然
自
。
る
れ
わ
言
と
る

島
福
。）
曝
被
然
自
（
る
い
で
い
そ
そ
り
降
が
線

】
害
被
評
風
【　

り
と
ひ
く
な
り
わ
関
と
無
有
の
実
事
が
報
情

ら
か
と
こ
う
ま
し
て
し
着
定
に
間
世
、
し
き
歩

も
と
に
故
事
発
原
島
福
。
と
こ
の
害
被
る
け
受

】
震
地
大
巨
フ
ラ
ト
海
南
【　

地
大
巨
る
あ
が
性
能
可
る
こ
起
で
本
日
に
次

と
フ
ラ
ト
海
南
。
る
い
て
れ
さ
究
研
て
し
と
震

の
県
岡
静
、
は

駿
河

ま
沖
方
東
の
州
九
ら
か
湾

起
が
震
地
。
と
こ
の
溝
い
深
の
底
海
、
く
続
で

が
者
死
合
場
の
悪
最
、
い
襲
が
波
津
と

32

人
万

。
う
い
と
る
ぼ
の
に

　

マ
オ
イ
バ
、
熱
地
、
力
水
、
力
風
、
光
陽
太

い
な
の
と
こ
る
す
渇
枯
、
ど
な
）
源
資
物
生
（
ス

、
め
た
い
な
し
生
発
を
ス
ガ
果
効
室
温
、
き
で

、
る
が
な
つ
に
止
防
の
壊
破
然
自
や
化
暖
温
球
地

力
風
や
光
陽
太
、
方
一
。
る
い
て
れ
さ
目
注
て

。
る
あ
も
題
課
は
ら
か
面
の
給
供
定
安

　

。
る
い
て
し
と
う
ろ
図
を
及
普
、
し
入
導
を
）
力

一
は
で
米
欧
、
に
景
背
を
化
由
自
の
場
市
力
電

。
る
い
て
れ
さ
入
導
部

】
電
発
ス
マ
オ
イ
バ
【　

発
を
源
資
性
機
有
の
来
由
物
生
な
能
可
生
再

し
に
と
も
を
ど
な
材
廃
。
と
こ
る
す
用
利
に
電

排
泄な

る
す
焼
燃
を
ン
タ
メ
る
す
生
発
ら
か
ど
な
物

。
る
あ
が
の
も
る
す
電
発
て
し
ど

の
め
た
の
文
論
小

ら
か
頃
日
、
て
い
お
に
本
日
い
多
の
震
地
・

。
か
の
も
な
う
よ
の
ど
、
は
と
え
備
る
き
で

コ
ス
マ
や
応
対
の
府
政
で
災
震
大
本
日
東
・

れ
が
る
あ
の
れ
恐
た
れ
さ
染
汚
で
能
射
放
・

摘
指
の
害
被
評
風
、
や
題
問
の
理
処
の
き

な
う
よ
の
ど
は
に
響
影
の
後
故
事
、
ど
な

考

う
よ
え

調
・

う
よ
べ

。
か
る
え
考

主
民
の
本
日
、
と
モ
デ
発
原
脱
・
発
原
反
・

。
か
る
え
考
う
ど
を
方
り
あ
の
義
主

。
か
る
あ
が
の
も
な
う
よ
の
ど
は
に
モ

考

う
よ
え

調
・

う
よ
べ

368369

編
現
表
と
葉
言

◉
　

な
は
で
の
も
た
れ
ら
め
込
が
張
主
や
見
意
の
か

。
る
あ
が
要
必
す
出
き
導
を
見
意
の

◉
　

よ
の
次
、
は
き
と
る
取
み
読
を
表
や
フ
ラ
グ

。
い
よ
と
く
お
て
め
と
ま
に
モ

　

。
か
何
は
的
目
の
査
調
・

　

。
か
誰
は
象
対
査
調
・

　

。
か
査
調
の
つ
い
・

　

。
か
何
は
の
る
い
て
れ
さ
較
比
・

　

れ
取
み
読
て
し
と
向
傾
な
か
ま
大
の
体
全
・

。
か
何
は
と
こ
る

　

こ
る
れ
取
み
読
ら
か
き
動
や
徴
特
の
部
細
・

。
か
何
は
と

　

の
る
い
て
れ
ら
め
求
で
問
設
）
の
文
論
小
（・

。
か
何
は

　

何
は
点
通
共
）
合
場
る
あ
が
料
資
の
数
複
（・

。
か
何
は
点
違
相
た
ま
、
か

◉

る
め
と
ま
を
見
意

　

て
れ
さ
示
が
件
条
の
答
解
に
問
設
の
文
論
小

べ
述
を
見
意
の
分
自
、
く
な
が
件
条
に
特
。
る

て
立
を
い
問
で
分
自
、
は
合
場
る
あ
が
要
必
る

〉
例
〈

に
差
の
数
時
総
の
間
時
児
育
・
事
家
の
女
男
・

 あ
が
題
問
な
ん
ど
は
に
景
背
の
そ
、
て
い
つ

 

。
か
る

に
的
倒
圧
が
う
ほ
の
性
女
が
合
割
の
」
理
料
「・

。
か
る
え
考
う
ど
、
て
い
つ
に
と
こ
い
高

特
な
ん
ど
は
に
方
み
組
り
取
の
事
家
の
性
男
・

。
か
る
あ
が
徴

◉

ろ
い
ろ
い
の
フ
ラ
グ

フ
ラ
グ
円
❶

　

見
を
合
割
も
り
よ
量
。
す
示
を
合
割
の
目
項
各
の
で
中
の
体
全

。
る
あ
が
重
比
に
と
こ
る

フ
ラ
グ
棒
❷

　

。
る
れ
ら
い
用
に
め
た
る
す
較
比
を
小
大
の
量
で
目
項
の
数
複

。
る
あ
も
と
こ
す
示
を
移
推
の
と
ご
間
時
、
り
と
を
列
系
時
に
軸
横

フ
ラ
グ
帯
❸

　

を
小
大
の
量
の
間
素
要
各
や
合
割
の
分
部
各
る
す
対
に
体
全

答
回
の
別
齢
年
、
り
た
し
表
を
化
変
な
的
列
系
時
の
合
割
。
す
示

。
る
れ
わ
使
に
め
た
る
す
り
た
し
示
を
合
割
の

フ
ラ
グ
線
れ
折
❹

　

。
る
れ
ら
い
用
く
よ
に
き
と
す
表
を
化
変
な
的
列
系
時

図
布
散
❺

　

き
と
る
え
考
を
ど
な
係
関
関
相
の
間
値
数
。
る
れ
ら
い
用
に
め
た

。
る
れ
ら
い
用
に

図１　1日の家事・育児時間の内訳（1週間の平均）

（総務省「平成23年社会生活基本調査」をもとに作成）

男（合計70分） 女（合計234分）

料理
14％
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掃除
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買い物
23％

洗濯
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10％
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10％
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4％
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その他
23％

買い物
13％

図 2　漢字を正確に書く力が
　衰えたと感じる人の割合

（文化庁「平成 23年度　国語に関する
世論調査」をもとに作成）

図 3　日本の青年の結婚に
　ついての考え

（内閣府「第８回世界青年意識調査」を
もとに作成）

図 5　国公立大学の平均授業料と奨学金を
　受けている学生の割合

（文部科学省「平成21年度文部科学白書」をもとに作成）

図 4　平均寿命の国際比較

（厚生労働省「第 21回生命表」2012 年、「簡易生命表」
2011 年をもとに作成）
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⑤
文
論
小

◆
題
課

見
を
フ
ラ
グ
円
の
つ
二
の
１
図

な
べ
述
を
見
意
で
度
程
字
〇
〇
八
、
て

。
い
さ

例
モ
メ
■

、
で
分
４
３
２
は
間
時
児
育
・
事
家
の
性
女
・

。
上
以
倍
三
の
性
男

の
」
理
料
「
は
性
女
・

39

い
買
「
は
性
男
、
％

 

の」
物

23

」
理
料
「は
性
女
。
い
多
も
最
が
％

性
男
、
が
る
い
て
し
出
突
が
間
時
く
割
に

。
い
な
少
は
差
の
と
ご
目
項
は

女
（」
理
料
「、
は
目
項
い
き
大
の
差
女
男
・

性
39

性
男、
％

14

性
女
（」
濯
洗
「、）
％

12

、
％

性
男

3

性
女
（」
物
い
買
「、
）
％

13

男
、
％

性
23

性
女
（」
芸
園
「、）
％

4

性
男、
％

13

）
％

も
ら
ち
ど
は
間
時
る
け
か
に
児
育
・

10

。
％す

算
計
、
で
の
う
違
が
数
間
時
総
、
し
だ
た

は
性
女
と
る

23

。
る
な
と
分
７
は
性
男
、
分

〉
例
答
解
〈

　

児
育
や
事
家
を
分
四
三
二
均
平
日
一
は
性
女
、
と
る
す
較
比
を
フ
ラ
グ
円
の
つ
二
の
１
図

さ
か
驚
ず
ま
、
に
と
こ
る
あ
で
度
程
一
の
分
三
の
そ
は
性
男
、
し
対
に
の
る
い
て
し
や
費
に

。
か
う
ろ
だ
の
な
と
こ
う
い
と
、
性
女
は
理
料
、
て
い

　

か
か
り
と
に
度
支
の
食
夕
く
な
も
暇
む
休
と
る
帰
ら
か
事
仕
は
母
、
も
て
見
を
親
両
の
私

一
。
だ
う
よ
る
い
て
じ
感
に
担
負
も
母
。
る
い
て
し
を
備
準
の
食
朝
て
し
き
起
早
も
朝
、
り

り
か
ば
理
料
な
的
味
趣
ど
な
ち
打
ば
そ
、
が
る
あ
も
と
こ
る
す
を
理
料
に
れ
ま
、
は
父
の
方

に
父
、
は
に
き
と
だ
ん
込
寝
で
ザ
ン
エ
ル
フ
ン
イ
が
母
。
い
な
れ
作
は
事
食
な
的
常
日
、
で

。
た
し
当
担
を
理
料
が
私
に
ず
れ
ら
せ
任
は

　

あ
も
方
え
考
う
い
と
、
る
す
担
分
を
事
家
な
意
得
が
人
な
意
得
、
で
上
る
す
担
分
を
事
家

当
担
が
性
女
、
ば
れ
あ
で
の
る
い
て
れ
慣
に
理
料
が
う
ほ
の
性
女
、
に
か
し
た
。
う
ろ
だ
る

の
事
家
、
し
か
し
。
い
な
い
が
ち
に
い
よ
も
率
効
、
き
で
く
し
い
お
く
早
手
、
が
う
ほ
た
し

、
で
と
こ
る
す
に
う
よ
る
わ
か
か
し
少
う
も
が
性
男
、
に
理
料
る
め
占
を
合
割
な
き
大
で
中

。
か
う
ろ
だ
い
な
は
で
の
る
き
で
が
と
こ
る
す
減
軽
く
き
大
を
担
負
る
す
対
に
事
家
の
性
女

る
め
覚
目
に
み
し
楽
の
理
料
、
ば
め
踏
を
数
場
、
れ
慣
に
と
こ
る
す
理
料
、
も
て
し
に
性
男

の
そ
て
し
ん
ま
が
を
物
い
買
が
性
男
、
ば
え
と
た
。
い
な
れ
し
も
か
の
い
多
が
性
男
る
け
か

　

バ
担
分
の
事
家
の
女
男
、
で
と
こ
る
す
力
努
に
う
よ
る
わ
か
か
に
理
料
し
少
う
も
が
性
男

で
ず
は
る
な
に
う
よ
る
き
で
も
と
こ
る
や
い
思
を
感
担
負
の
い
互
お
、
り
な
く
よ
が
ス
ン
ラ

。
か
う
ろ
だ
い
な
は
で
の
る
き

さ
ま
ざ
ま
な
グ
ラ
フ

の
読
み
取
り
・
解
釈

な
ど
P
I
S
A
型
学

力
に
も
対
応
。

手順や作例を示した具体的・実
践的な表現活動の手引きが豊富。

新
項
目
の「
三
国
志
」で

は
安
野
光
雅
の
挿
画
で

読
み
ど
こ
ろ
を
紹
介
。

生徒の興味・関心をひく
Episode や Close 
up!を適宜収録。

漢
文
編

言
葉
と
表
現
編

作品の舞台・漢字・器物
や服飾などに関する資料
写真を充実。

小論文対策が充
実。9.11、3.11後
の世界の多岐にわ
たる問題・テーマ・
キーワードを整理。



さらに使いこなすためのデータと問題集をご用意

準拠問題集
・文学史、文法・句法、言葉のきまりなど、『ビジュアルカラー
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問題集です。
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よ
え
答
で
号
記

 

（
２
点

11
）

　

Ａ
〔
で
中
む
営
を
活
生
団
集
は
人
代
上

　
　
　

Ｂ
〔、
し
美
賛
を
〕

　
　
　

し
敬
畏
を
〕

あ
で
姿
の
然
自
も
み
し
悲
も
び
喜
の
生
人
、
ど
な
送
葬
・
い
ら
語
の
愛
・
猟
狩
・
耕
農
。
た

ら
え
考
と
、
た
し
生
発
が
学
文
ら
か
感
情
の
こ
。
た
い
て
め
止
け
受
て
し
と
理
摂
の
神
、
り

Ｃ
〔、
は
学
文
の
期
生
発
。
る
れ

　
　
　

Ｄ
〔
ら
か
代
時
の
学
文
〕

　
　
　

代
時
の
学
文
〕

。
た
し
展
発
と
へ

　

Ｅ
〔
た
ま
、
れ
ら
語
い
歌
と
へ
口
ら
か
口
、
の
前
以
来
伝
字
漢

　
　
　

〔
を
の
も
た
れ
が
継
り

 

Ｃ 

Ｆ
〔『
は
れ
こ
。
う
い
と
学
文
〕

　
　
　

Ｇ
〔『
』〕

　
　
　

』〕

Ｈ
〔『

　
　
　

。
る
き
で
が
と
こ
う
が
か
う
ら
か
等
説
伝
・
話
神
・
謡
歌
る
あ
に
ど
な
』〕

　

〔、
し
夫
工
を
法
記
表
の
語
国
で
字
漢
が
人
代
上

 

Ｄ 

に
う
よ
る
す
録
記
も
を
学
文
〕

　
　
　

、
は
色
特
の
学
文
代
上
、
て
し
そ
。
る
あ
で
ら
か
ろ
ご
紀
世
〕

Ｊ
〔「

　
　
　

Ｋ
〔「
」〕

　
　
　

。
る
れ
さ
表
で
葉
言
の
」〕

　

ア　

部
語

　
　
　
　
　
　

イ　

載
記

　
　
　
　
　
　

ウ　

り
ぶ
を
ら
す
ま

　

エ　

五

　
　
　
　
　
　
　

オ　

六

　
　
　
　
　
　
　

カ　

七

　

キ　

記
土
風

　
　
　
　
　

ク　

記
事
古

　
　
　
　
　

ケ　

々
神

　

コ　

然
自

　
　
　
　
　
　

サ　

紀
書
本
日

　
　
　
　

シ　

し
か
を

　

ス　

と
こ
ま

　
　
　
　
　

セ　

学
文
誦
口

 

。
よ
え
答
に
い
問
の
次
て
い
つ
に
）
話
説
・
説
伝
・
話
神
（
語
物
の
代
上

 

（
２
点

14
）

１
問
　

。
よ
え
答
で
号
記
、
を
か
る
あ
で
明
説
の
ど
の
、
記
異
霊
本

　

ア　

。
集
話
説
教
仏
の
古
最
国
が
わ
、
で
戒
景
僧
は
者
編

　

イ　

。
成
完
に
年
四
老
養
。
集
編
る
よ
に
ら
王
親
人
舎

　

ウ　

。
書
史
歴
る
よ
に
文
漢
の
粋
純
、
た
ね
ま
を
裁
体
の
書
史
の
国
中

　

エ　

　

オ　

。
る
あ
で
の
も

　

カ　

一
、
で
体
文
漢
な
的
則
変
た
え
交
を
と
訓
と
音
の
字
漢
、
は
記
表
。
書
の
古
最
存
現

。
音
一
字

　

〔
①

　
　
　
　
　

〔
②
〕

　
　
　
　
　

〔
③
〕

　
　
　
　
　

〔
④
〕

　
　
　
　
　

〕

２
問
　

　

ア　

。
章
詞
る
す
上
奏
に
皇
天
、
で
意
の
」
ば
と
こ
き
よ
「

 

〔

　
　
　

〕

　

イ　

。
書
文
の
体
文
和
る
え
伝
を
命
勅
の
皇
天

 

〔

　
　
　

〕

　

ウ　

。
章
詞
う
願
を
け
助
り
祈
に
神
が
間
人

 

〔

　
　
　

〕

　
　

①　

命
宣

　
　

②　

詞
祝

　
　

③　

詞
寿

３
問
　

。
せ
記
を
み
読
の
葉
言
の
次

　

ア　

詞
祝

 

〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

　

イ　

記
土
風

 

〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

　

ウ　

体
命
宣

 

〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

 

。
よ
え
答
に
い
問
の
次
て
い
つ
に
』
集
葉
万
『

 

（
２
点

６
）

１
問
　

。
よ
れ
入
を
語
適
に
欄
空
の
次

Ａ
〔
約
は
数
歌
、
り
あ
で
頃
中
の
紀
世
八
は
立
成
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

。
る
あ
で
首
〕

Ｂ
〔・
聞
相
、
は
）
類
分
の
歌
（
立
部
・

　
　
　
　
　

。
る
成
ら
か
つ
三
の
歌
雑
・〕Ｃ

〔
ら
か
さ
強
力
の
そ
、
で
心
中
が
ム
ズ
リ
の
調
七
五
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
り
ぶ
〕

。
る
い
て
れ
わ
言

Ｄ
〔
て
し
称
総
を
歌
る
わ

　
　
　
　
　
　
　

。
う
い
と
歌
〕

２
問
　

ぞ
れ
そ
を
者
る
す
属
に
期
三
第
②
と
期
一
第
①
の
』
集
葉
万
『
ら
か
中
の
人
歌
の
次

。
よ
え
答
で
号
記
、
び
選
つ
ず
人
二
れ

　

ア　

人
赤
部
山

　
　

イ　

持
家
伴
大

　
　
　
　

ウ　

人
黒
市
高

　

エ　

王
田
額

　
　
　

オ　

子
皇
間
有

　
　
　
　

カ　

呂
麻
人
本
柿

　

キ　

良
憶
上
山

　
　

ク　

子
娘
上
茅
野
狭

〔
①

　
　
　

・

　
　
　

〔
②
〕

　
　
　

・

　
　
　
　

〕

1

学
文
の
代
上

(1)

編
学
文
典
古

50

観
概

語
物

p.84
～ 85

準拠CD-ROM
・本文のテキストデータ、地図や参考資料の画像データ、
準拠問題集　のデータ等を収録しています。

・画像データは、一点ずつ収録しているので、テキストと
 画像を組み合わせてオリジナルプリントの作成が可能です。

地図 図表

画像

テキスト

教
師
用

生
徒
用

グラフ
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