
　
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
三
月
告
示
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
で
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関

す
る
事
項
」
が
新
設
さ
れ
、
そ
の
下
で
編
纂
さ
れ
た
国
語
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
以
降
（
東
京
書
籍
五
年
上
・
教
育
出

版
六
年
上
・
三
省
堂
六
年
。
光
村
図
書
は
五
年
に
一
〇
九
段
「
高
名
の
木
登
り
」、
三
省
堂
は
六
年
に
末
尾
二
四
三
段
「
八
つ
に
な

り
し
年
」
を
採
録
）、『
徒
然
草
』
序
段
は
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
で
繰
り
返
し
学
ば
れ
る
教
材
と
な
っ
た
。

　
こ
の
序
は
、

こ
れ
は
無
聊
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
人
間
が
書
き
綴
っ
た
た
わ
い
な
い
文
章
で
あ
る
と
卑
下
し
た
序
章
。

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
脚
注
）

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
荒
木
浩
『
徒
然
草
へ
の
道
─
中
世
び
と
の
心
と
こ
と
ば
』 

（
二
〇
一
六
年
六
月
、
勉
誠
出
版
）
が
こ
れ
以
上
は
望
め
な
い
ほ
ど
の
博
捜
を
も
っ
て
示
す
よ
う
に
、「
心
に
思
う
ま
ま

を
書
く
草
子
」
の
序
・
跋
の
伝
統
の
な
か
で
も
の
せ
ら
れ
た
、「
常
套
と
し
て
の
謙
辞
」（
同
書
）
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
序
段
を
、
児
童
・
生
徒
は
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
で
繰
り
返
し
学
ぶ
。
そ
の
意
義
を
、
私
た
ち

は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
考
え
る
材
料
を
、
荒
木
前
掲
書
を
足
掛
か
り
に
し
て
、

以
下
に
提
示
し
て
お
く
。

＊

　『
徒
然
草
』
序
段
は
、
一
五
世
紀
半
ば
に
歌
人
清
巌
正
徹
が
評
し
た
と
お
り
、「
お
も
ふ
り
は
清
少
納
言
が
枕
草
子

の
様
」（『
正
徹
物
語
』
上
　
）
で
「
枕
草
子
を
つ
ぎ
て
書
き
た
る
物
」（
同
下
　
）、
特
に
、『
枕
草
子
』
跋
文
と
の
語
彙

７４

２２

の
重
な
り
が
多
く
（「
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
」「
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
、
書
き
あ
つ
め
た
る
を
」「
あ
や
し
き
を
、

こ
よ
や
な
に
や
と
」「
つ
き
せ
ず
お
ほ
か
る
紙
を
書
き
つ
く
さ
ん
と
せ
し
に
、
い
と
物
お
ぼ
え
ぬ
事
ぞ
お
ほ
か
る
や
」「
た
だ
心
ひ
と

教材発掘 　　　　　　　　　　　　　　　　　 謂 7

徒然草・序段

竹　村　信　治
（広島大学）

「
国
語
教
育
研
究
」
第
五
十
八
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
刊
）
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つ
れ
〴
〵
な
る
ま
ゝ
に
、
日
ぐ
ら
し
硯
に
向
か
ひ
て
、
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
、
そ
こ
は
か

と
な
く
書
き
つ
く
れ
ば
、
あ
や
し
う
こ
そ
物
狂
ほ
し
け
れ
。



つ
に
、
お
の
づ
か
ら
思
ふ
事
を
、
た
は
ぶ
れ
に
書
き
つ
け
た
れ
ば
」「
は
づ
か
し
き
な
ん
ど

も
ぞ
見
る
人
は
し
給
ふ
な
れ
ば
、
い
と
あ
や
し
う
ぞ
あ
る
や
」）、『
徒
然
草
』
序
段
へ
の

影
響
関
係
が
露
わ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「『
徒
然
草
』
序
段
は
、『
枕
草
子
』
か

ら
、
抽
象
的
か
つ
一
般
的
な
部
分
の
み
を
抜
き
取
っ
た
か
た
ち
で
成
っ
て
い

る
。」（
荒
木
前
掲
書
、
三
三
頁
）

　
ま
た
、
荒
木
前
掲
書
は
、
近
世
古
注
（
黒
川
由
純
『
徒
然
草
拾
遺
抄
』、
契
沖
『
鉄

槌
書
入
』）
の
指
摘
を
手
掛
か
り
に
『
源
氏
物
語
』
と
の
語
彙
の
重
な
り
に
も
着

目
し
、「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」（
葵
帖
）、「
日
を
暮
ら
し
」（
同
）、「
硯
に
向
か

ひ
て
」（
手
習
帖
）、「
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
」（
夕
顔
帖
・
夕
霧
帖
・
明
石
帖
）
を
摘

出
し
て
、「
作
者
の
脳
裡
に
去
来
し
た
イ
メ
ー
ジ
や
情
趣
」（
稲
田
利
徳
「「
徒
然
草
」

の
虚
構
性
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七
六
年
六
月
号
）
の
由
来
を
『
源
氏
物
語
』
に

窺
っ
て
い
る
（
第
一
章
七
、
八
）。

　
そ
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
序
の
、

や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉
と
ぞ
成
れ
り
け
る
。

世
中
に
在
る
人
、
事
、
業
、
繁
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
事
を
、
見
る

も
の
、
聞
く
も
の
に
付
け
て
、
言
ひ
出
せ
る
な
り
。

あ
る
い
は
『
和
泉
式
部
集
』
八
二
五
番
詞
書
、

い
と
つ
れ
づ
れ
な
る
夕
暮
れ
に
、
端
に
臥
し
て
、
前
な
る
前
栽
ど
も
を
、

た
だ
に
見
る
よ
り
は
と
て
、
も
の
に
書
き
つ
け
た
れ
ば
、
い
と
あ
や
し
う

こ
そ
見
ゆ
れ
、
さ
は
れ
人
や
は
み
る
、
小
さ
き
松
に
（
歌
、
略
）

ま
た
、『
同
集
』
一
八
八
九
番
～
一
八
九
一
番
詞
書
（
松
井
本
）、

つ
れ
づ
れ
な
り
し
折
、
よ
し
な
し
ご
と
に
お
ぼ
え
し
こ
と
ど
も
書
き
つ
け

し
に
、
世
の
中
に
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と

夕
暮
れ
は
さ
な
が
ら
月
に
な
し
は
て
て
　
や
み
て
ふ
こ
と
の
な
か
ら
ま

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

し
か
ば

識
竺

鴫
鴫
鴫

お
し
な
べ
て
春
は
さ
く
ら
に
な
し
は
て
て
　
散
る
て
ふ
こ
と
の
な
か
ら

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

ま
し
か
ば

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

み
な
人
を
同
じ
心
に
な
し
は
て
て
　
思
ふ
思
は
ぬ
な
か
ら
ま
し
か
ば

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

　
こ
う
し
て
、『
徒
然
草
』
序
段
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
始
ま
る
〈
や
ま
と
こ
と

ば
〉
の
言
述
の
作
法
を
「
抽
象
的
」
に
た
た
み
込
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

小
学
校
で
、
中
学
校
で
、
高
等
学
校
で
、
学
習
指
導
要
領
の
指
示
に
従
い
「
古

典
に
親
し
む
」
目
標
に
向
け
て
制
度
的
に
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
こ
の
序
段
の
音

読
・
暗
唱
は
、
学
習
者
を
〈
や
ま
と
こ
と
ば
〉
の
伝
流
（「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と

国
語
の
特
質
」）
に
繰
り
込
み
、
馴
染
ま
せ
、
解
釈
に
必
要
な
状
況
モ
デ
ル
を
獲
得

さ
せ
る
〝
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ムH

idden
C
urriculum

 
       
         

〟（
潜
在
的
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
）
な
の
で
も
あ
っ
て
、
そ
こ
に
ま
ず
は
繰
り
返
し
学
ぶ
意
義
を
認
め
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

＊

　『
徒
然
草
』
序
段
は
、
序
・
跋
の
「
常
套
と
し
て
の
謙
辞
」
と
し
て
、
し
か
も

『
古
今
和
歌
集
』
以
来
の
常
套
的
語
彙
を
「
抽
象
的
か
つ
一
般
的
な
部
分
の
み
を

抜
き
取
っ
た
か
た
ち
」
で
成
る
。
け
れ
ど
も
、
差
異
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
そ
の
一
つ
は
、
序
で
あ
り
な
が
ら
執
筆
の
契
機
や
経
緯
に
か
か
わ
る
事
情
説

─　　─２１６



明
（『
枕
草
子
』
跋
に
お
け
る
、
定
子
か
ら
の
料
紙
下
賜
の
ご
と
き
）
が
な
く
、「
見
る

人
」（
読
者
）
へ
の
顧
慮
（『
枕
草
子
』
跋
に
お
け
る
、「
は
づ
か
し
き
な
ん
ど
も
ぞ
見
る

人
は
し
給
ふ
な
れ
ば
」
の
ご
と
き
）
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
荒
木
前
掲
書
は

こ
の
点
を
取
り
上
げ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
れ
は
、
類
似
性
の
中
で
際
立
つ
重
要
な
相
違
点
だ
。『
徒
然
草
』
は
、
他

者
の
圧
力
や
外
部
の
要
請
、
さ
ら
に
は
自
身
を
取
り
巻
く
環
境
さ
え
、
明

示
的
に
は
執
筆
の
弁
明
と
は
し
て
い
な
い
。
純
化
さ
れ
た
「
つ
れ
づ
れ
」

の
中
で
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
彼
を
突
き
動
か
す
「
心
」
に
よ
っ
て
書
か

れ
よ
う
と
す
る
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
三
九
頁
）

ま
た
、そ

れ
は
も
は
や
、
一
人
自
ら
と
対
峙
し
て
な
さ
れ
る
、
自
照
的
な
執
筆
行

為
や
、
あ
る
い
は
遺
言
と
、
殆
ど
相
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
密
室
的
な

個
人
性
が
純
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
述
作
は
「
他
人
」
に
と
っ
て
は
か
ぎ

り
な
く
反
古
に
近
づ
く
。
著
述
す
る
自
ら
に
於
い
て
も
、
所
詮
は
筆
の
す

さ
び
、
も
し
く
は
手
習
と
同
じ
だ
と
、
韜
晦
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
四
六
頁
）

さ
ら
に
、

兼
好
の
孤
独
は
、
よ
り
自
覚
的
に
充
足
し
て
い
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
「
つ
れ

づ
れ
」
を
用
い
て
、『
徒
然
草
』
は
象
徴
的
な
物
言
い
を
残
し
て
い
た
。

つ
れ
づ
れ
わ
ぶ
る
人
は
、
い
か
な
る
心
な
ら
ん
。
ま
ぎ
る
る
方
な
く
、

た
だ
ひ
と
り
あ
る
の
み
こ
そ
よ
け
れ
。（
七
五
段
）

こ
う
語
る
兼
好
は
、『
徒
然
草
』
を
「
た
だ
ひ
と
り
あ
る
」
こ
と
の
自
足
の

中
で
書
く
。
自
在
に
独
り
居
て
、
独
り
綴
り
、「
反
古
」
と
し
て
消
費
さ
れ

て
い
く
文
字
言
語
。
彼
が
な
ぞ
ら
え
た
「
手
習
」
と
い
う
〈
型
〉
は
、『
徒

然
草
』
に
と
っ
て
、
い
み
じ
く
も
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。（
一
一
一
頁
）

　
か
く
し
て
序
段
は
、「
謙
辞
」
な
ら
ぬ
「
韜
晦
」
の
う
ち
に
自
ら
の
著
述
を

「
手
習
」
と
言
明
す
る
言
述
で
あ
る
。「
他
者
」「
外
部
」
と
切
れ
た
「
純
化
さ
れ

た
「
つ
れ
づ
れ
」
の
中
で
」、「
密
室
的
な
個
人
性
」
を
「
純
化
」
さ
せ
、「
孤

独
」
の
「
自
足
」
の
う
ち
に
、「
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
彼
を
突
き
動
か
す
「
心
」

に
よ
っ
て
」
書
か
れ
、「
消
費
」
さ
れ
る
「
手
習
」。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
し

て
自
ら
を
「
手
習
」
に
な
ぞ
ら
え
て
み
せ
る
序
段
は
、
そ
の
「
手
習
」
と
の
差

異
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
。「
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
を
」。
こ
れ
は

「
手
習
」
の
〈
型
〉
の
常
套
を
逸
し
て
い
る
。

　「
手
習
」
に
詠
ま
れ
書
か
れ
る
の
は
『
古
今
和
歌
集
』
序
の
「
心
に
思
ふ
事
」

を
は
じ
め
と
し
て
「
思
ふ
こ
と
」
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
は
そ
の
影
響
下
に
「
目

に
見
え
心
に
思
ふ
事
」
と
記
し
、『
和
泉
式
部
集
』
一
八
八
九
番
～
一
八
九
一
番

詞
書
に
は
「
よ
し
な
し
ご
と
に
お
ぼ
え
し
こ
と
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
具
体
は

「
世
の
中
に
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
と
」
だ
っ
た
。
同
集
八
二
五
番
詞
書
に
は
「
前
な

る
前
栽
ど
も
」（
絵
・
歌
）
も
あ
る
が
、
多
く
は
「
心
に
思
ふ
／
お
ぼ
ゆ
る
／
う
ち

お
ぼ
ゆ
る
／
お
ぼ
し
き
／
浮
か
ぶ
／
思
ひ
あ
ま
る
／
う
ご
く
／
思
ひ
出
づ
る
」

こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
「
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
」
で
は
な
い
。

『
徒
然
草
』
の
そ
れ
は
、

─　　─２１７



筆
を
取
れ
ば
物
書
か
れ
、
楽
器
を
取
れ
ば
音
を
立
て
ん
と
思
ふ
。（
中
略
）

心
は
か
な
ら
ず
事
に
触
れ
て
来
る
。
仮
に
も
不
善
の
戯
れ
を
な
す
べ
か
ら

ず
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （
一
五
七
段
）

あ
る
大
福
長
者
の
言
は
く
、「（
中
略
）
所
願
心
に
き
ざ
す
こ
と
あ
ら
ば
、
我

を
滅
す
べ
き
悪
念
来
れ
り
と
、
堅
く
慎
み
恐
れ
て
小
要
を
も
成
べ
か
ら
ず
。

（
中
略
）」
と
申
し
き
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
二
一
七
段
）

虚
空
、
よ
く
物
を
容
る
。
我
等
が
心
に
念
々
の
ほ
し
き
ま
ゝ
に
来
り
浮
ぶ

も
、
心
と
い
ふ
も
の
の
な
き
に
や
あ
ら
む
。
心
に
主
あ
ら
ま
し
か
ば
、
胸

の
内
に
そ
こ
ば
く
の
こ
と
は
入
来
ら
ざ
ら
ま
し
。 　
　
　
　
　 （
二
三
五
段
）

す
べ
て
、
所
願
皆
妄
相
な
り
。
所
願
心
に
来
ら
ば
、
盲
心
迷
乱
す
と
知
て
、

一
事
を
も
な
す
べ
か
ら
ず
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （
二
四
一
段
）

と
同
様
、
心
を
念
々
の
「
来
る
」
場
と
見
な
し
た
上
で
、、
所
思
の
「
手
習
」
な

ら
ぬ
所
思
の
発
生
、
遷
移
、
つ
ま
り
は
心
の
動
き
を
捉
え
、
見
つ
め
つ
つ
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
に
「
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
」「
手
習
」
な
の
で
あ
る
。

荒
木
前
掲
書
は
こ
れ
を
「
心
を
静
め
つ
つ
心
の
動
き
を
観
察
す
る
こ
と
を
果
た

す
方
法
」（
同
、
一
六
三
頁
）
と
評
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
「
手
習
」
を
可
能
と
し
た
「
心
」
な
る
も
の
へ
の
洞
察
に
は
、
同

時
代
的
な
認
識
論
、
と
り
わ
け
宋
学
や
禅
学
が
取
り
組
ん
だ
問
題
領
域
の
浸
潤

が
認
め
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、「
禅
学
的
な
心
の
分
析
に
明
ら
か
に
足
を
踏
み
入
れ

つ
つ
、
何
故
か
そ
の
手
前
で
逡
巡
し
、
宋
学
的
文
辞
を
も
の
し
て
疑
問
を
呈
し

て
い
る
よ
う
に
も
う
つ
る
」（
荒
木
前
掲
書
、
一
五
九
頁
）
そ
れ
は
今
さ
て
措
き
、

こ
の
「
心
を
静
め
つ
つ
心
の
動
き
を
観
察
す
る
こ
と
を
果
た
す
方
法
」
と
し
て

の
「
手
習
」
の
由
来
を
、
こ
こ
で
も
『
源
氏
物
語
』
に
窺
っ
て
お
く
。

手
習
な
ど
す
る
に
も
、
お
の
づ
か
ら
、
古
言
も
、
も
の
思
は
し
き
筋
に
の

み
書
か
る
る
を
、
さ
ら
ば
わ
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
み
づ
か
ら

（
イ
身
な
が
ら
）
ぞ
思
し
知
ら
る
る
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
若
菜
上
帖
）

女
三
宮
降
嫁
を
控
え
て
懊
悩
す
る
紫
上
は
、「
筆
を
取
れ
ば
物
書
か
れ
」
の
「
手

習
」
の
な
か
で
、「
事
に
触
れ
て
来
」
り
「
書
か
る
る
」「
古
言
」
の
観
察
の
内

に
「
さ
ら
ば
わ
が
身
に
は
思
ふ
こ
と
あ
り
け
り
と
み
づ
か
ら
ぞ
思
し
知
ら
る
る
」

自
己
省
察
に
い
た
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
浮
舟
を
め
ぐ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。

思
ふ
こ
と
を
人
に
言
ひ
つ
づ
け
ん
言
の
葉
は
、
も
と
よ
り
だ
に
は
か
ば
か

し
か
ら
ぬ
身
を
、
ま
い
て
な
つ
か
し
う
こ
と
わ
る
べ
き
人
さ
へ
な
け
れ
ば
、

た
だ
硯
に
向
か
ひ
て
、
思
ひ
あ
ま
る
を
り
は
、
手
習
を
の
み
た
け
き
こ
と

に
て
書
き
つ
け
た
ま
ふ
。

「
亡
き
も
の
に
身
を
も
人
を
も
思
ひ
つ
つ
　
棄
て
て
し
世
を
ぞ
さ
ら
に

棄
て
つ
る

今
は
、
か
く
て
、
限
り
つ
る
ぞ
か
し
」
と
書
き
て
も
、
な
ほ
、
み
づ
か
ら

い
と
あ
は
れ
と
見
た
ま
ふ
。

限
り
と
ぞ
思
ひ
な
り
に
し
世
の
中
を
か
へ
す
が
へ
す
も
そ
む
き
ぬ
る

か
な

同
じ
筋
の
こ
と
を
、
と
か
く
書
き
す
さ
び
ゐ
た
ま
へ
る
に
…
…

出
家
翌
日
の
浮
舟
の
「
手
習
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
手
習
」
は
、「
他
者
」

「
外
部
」
と
切
れ
た
「
密
室
的
な
個
人
性
」
の
う
ち
で
「
思
ひ
」
の
「
あ
ま
る
を
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り
」
の
営
み
と
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
書
く
「
事
に
触
れ
て
来
」
る
「
今
は
、

か
く
て
、
限
り
つ
る
ぞ
か
し
」
と
の
自
己
省
察
。
さ
ら
に
、
そ
の
書
記
の
披
見

は
「
い
と
あ
は
れ
」
の
感
懐
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
の
中
で
、「
手
習
」
は
、「
同

じ
筋
の
こ
と
」
を
廻
っ
て
「
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ
し
な
し
ご
と
」
を
「
書
き
す

さ
ぶ
」＝「
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
つ
く
」
自
律
運
動
へ
と
浮
舟
を
誘
っ
て
い
く
。

　
他
者
へ
の
顧
慮
に
由
来
す
る
「
謙
辞
」
に
重
層
し
た
「
密
室
的
な
個
人
性
」

に
由
来
す
る
「
手
習
」
の
作
法
。
そ
の
「
手
習
」
の
人
（
書
く
主
体
）
へ
の
作

用
を
『
源
氏
物
語
』
の
紫
の
上
、
浮
舟
に
確
か
め
つ
つ
、
そ
こ
に
「
心
」
な
る

も
の
へ
の
自
ら
の
洞
察
を
合
わ
せ
て
発
見
さ
れ
る
、「
心
を
静
め
つ
つ
心
の
動
き

を
観
察
す
る
」
場
と
し
て
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
。
序
段
は
そ
う
し
た
自
ら
の
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
位
相
を
言
明
す
る
言
述
で
も
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
『
徒
然
草
』
序
段
に
お
け
る
「
謙
辞
」「
手
習
」
の
伝
統
と

の
差
異
を
確
か
め
る
な
ら
ば
、
末
尾
「
あ
や
し
う
こ
そ
物
狂
ほ
し
け
れ
。」
も
ま

た
、
別
物
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　「
あ
や
し
（
う
）」
は
、
先
の
挙
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
謙
辞
」
の
序
・
跋
、

「
手
習
」
の
常
套
で
あ
る
。「
物
狂
ほ
し
」
も
、『
枕
草
子
』
跋
の
「
い
と
物
お
ぼ

え
ぬ
事
ぞ
お
ほ
か
る
や
」
等
に
類
比
的
だ
。
し
か
し
、「
あ
や
し
（
う
）」
と
「
物

狂
ほ
し
」
と
が
連
語
で
は
な
く
係
助
詞
を
中
に
お
い
た
修
飾
関
係
を
な
す
の
は

常
套
で
は
な
い
。
し
か
も
、「
あ
や
し
う
」
を
も
っ
て
強
調
さ
れ
る
被
修
飾
語

「
物
狂
ほ
し
」
は
、
そ
の
原
イ
メ
ー
ジ
「
物
狂
ひ
」
を
め
ぐ
っ
て
、
間
も
な
く

「
思
ひ
故
の
物
狂
ひ
」
が
「
憑
き
物
」
の
「
物
狂
ひ
」
か
ら
切
り
分
け
ら
れ
（『
風

姿
花
伝
』「
物
狂
」
条
）、「
い
か
に
も
物
思
ふ
気
色
を
本
意
に
当
て
ゝ
、
狂
ふ
所
を

花
に
当
て
ゝ
、
心
を
入
れ
て
狂
へ
ば
、
感
も
面
白
き
見
所
も
、
定
め
て
あ
る
べ

し
。」（
同
上
）
と
メ
タ
化
さ
れ
、
真
似
ら
れ
、
演
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
う

し
た
境
位
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
心
状
語
で
も
あ
っ
た
。「
思
ひ
故
の
物
狂
ひ
」、

そ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
帖
の
紫
の
上
、
手
習
帖
の
浮
舟
に
含
意
さ
れ
た

姿
で
も
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
彼
女
た
ち
の
「
手
習
」
を
真
似
ぶ
そ
の
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
の
実
践
の
帰
結
た
る
「
物
狂
ほ
し
け
れ
」
も
、
常
套
の
「
謙
辞
」
に

重
層
す
る
「
密
室
的
な
」「
手
習
」
が
誘
う
心
意
と
読
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

＊

　
以
上
、
序
・
跋
に
常
套
の
「
謙
辞
」
と
さ
れ
る
序
段
に
つ
い
て
、「
常
套
」
と

の
差
異
を
点
検
し
た
。
見
て
き
た
差
異
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
言
語
主
体
が

「
常
套
」＝〝
他
者
の
こ
と
ば
〟
を
学
び
、
な
ぞ
り
、
そ
の
「
い
ま
・
こ
こ
・
わ
た

し
」
に
お
い
て
こ
れ
と
向
き
合
う
な
か
で
出
来
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
は
こ
う
し
て
〝
伝
統
〟
と
の
対
話
を
通
じ
た
〝
伝

統
〟
の
更
新
と
と
も
に
あ
る
。
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
徒
然
草
』
序
段

は
隠
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
見
て
き
た
よ
う
な
、「
念
々
の

ほ
し
き
ま
ま
に
来
た
り
浮
か
ぶ
」
場
と
し
て
の
「
心
」、
そ
う
し
た
「
心
の
動
き

を
観
察
す
る
」〝
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
位
相
〟、
そ
の
は
て
の
「
物
狂
ほ
し
」
き

心
意
な
ど
、
兼
好
法
師
の
心
を
め
ぐ
る
体
験
に
加
え
て
、
こ
う
し
た
更
新
と
と

も
に
あ
る
〝
伝
統
〟
な
る
も
の
の
学
び
に
も
開
か
れ
て
い
る
。

※
本
文
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
。
た
だ
し
、
表
記
に
改
め
た
所
が
あ
る
。

　
・
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）…『
正
徹
物
語
』・『
風
姿
花
伝
』

　
・
岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
）…『
和
泉
式
部
集
』（
旧
版
）

　
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）…『
源
氏
物
語
』

　
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）…『
古
今
和
歌
集
』『
徒
然
草
』・『
枕

草
子
』
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