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「
国
語
教
育
研
究
」
第
五
十
九
号
（
平
成
三
十
年
三
月
刊
）　

平
成
二
八
年
一
二
月
二
一
日
、
中
教
審
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習

指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
（
答
申
）」（
第
一
九
七
号
）
が
公
表
さ
れ
、
次
期
学
習
指
導
要
領

等
改
訂
の
基
本
的
な
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
の
実
現
に
よ
る
「
未

来
の
創
り
手
と
な
る
た
め
に
必
要
な
資
質
・
能
力
」
の
育
成
が
「
生
き
る
力
」
の
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
目
標
と
な
り
、

「
学
力
の
三
要
素
」
は
「
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
」
と
捉
え
直
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
育
成
と
評
価
（「
何
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
か
」）
に
向
け
た
学
習
内
容
（「
何
を
学
ぶ
か
」）、
学
習
過
程
（「
ど
の
よ
う
に
学
ぶ
か
」）
の
改
善
、
再
構
築
が
求
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
と
り
わ
け
、
学
習
過
程
の
質
的
改
善
に
か
か
わ
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
「
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
」

の
育
成
を
担
う
指
導
法
と
し
て
重
視
さ
れ
、
そ
の
視
点
が
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
新
標
語
を
も
っ
て

示
さ
れ
た
。
各
視
点
の
具
体
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（
中
教
審
答
申
、
第
７
章
２
）。

①「
主
体
的
な
学
び
」…
学
ぶ
こ
と
に
興
味
や
関
心
を
持
ち
、
自
己
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
方
向
性
と
関
連
付
け
な
が

ら
、
見
通
し
を
持
っ
て
粘
り
強
く
取
り
組
み
、
自
己
の
学
習
活
動
を
振
り
返
っ
て
次
に
つ
な
げ
る
「
主
体
的
な

学
び
」
が
実
現
で
き
て
い
る
か
。

②「
対
話
的
な
学
び
」…
子
供
同
士
の
協
働
、
教
職
員
や
地
域
の
人
と
の
対
話
、
先
哲
の
考
え
方
を
手
掛
か
り
に
考

え
る
こ
と
等
を
通
じ
、
自
己
の
考
え
を
広
げ
深
め
る
「
対
話
的
な
学
び
」
が
実
現
で
き
て
い
る
か
。

③「
深
い
学
び
」…
習
得
・
活
用
・
探
究
と
い
う
学
び
の
過
程
の
中
で
、
各
教
科
等
の
特
質
に
応
じ
た
「
見
方
・
考

え
方
」
を
働
か
せ
な
が
ら
、
知
識
を
相
互
に
関
連
付
け
て
よ
り
深
く
理
解
し
た
り
、
情
報
を
精
査
し
て
考
え
を

形
成
し
た
り
、
問
題
を
見
い
だ
し
て
解
決
策
を
考
え
た
り
、
思
い
や
考
え
を
基
に
創
造
し
た
り
す
る
こ
と
に
向

か
う
「
深
い
学
び
」
が
実
現
で
き
て
い
る
か
。

こ
れ
ら
の
視
点
は
「
全
て
の
教
科
等
に
お
け
る
学
習
活
動
に
関
わ
る
も
の
」
と
さ
れ
、
学
習
活
動
を
「『
主
体
的
、

対
話
的
で
深
い
学
び
』
の
視
点
で
改
善
し
、
単
元
や
題
材
の
ま
と
ま
り
の
中
で
指
導
内
容
を
関
連
付
け
つ
つ
、
質
を

高
め
て
い
く
工
夫
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、「
学
び
の
『
深
ま
り
』
の
鍵
」
と
さ
れ
る
の
が
「
各
教
科
等
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の
特
質
に
応
じ
た
『
見
方
・
考
え
方
』」
で
あ
る
（
同
上
）。
国
語
科
の
場
合
は

「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
が
そ
れ
で
、
そ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
次
の
よ
う

に
説
か
れ
て
い
る
（
中
教
審
答
申
、
別
紙
１
）。

自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
た
め
、
対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
の
関

係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い
方
等
に
着
目
し
て
捉
え
、
そ
の
関
係

性
を
問
い
直
し
て
意
味
付
け
る
こ
と
。

「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
の
文
言
は
平
成
二
九
年
三
月
告
示
の
『
小
学
校

学
習
指
導
要
領
』『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』
で
も
「
国
語
」
の
目
標
の
主
文
の

冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
第
２
章
、
第
１
節
国
語
、
第
１
目
標
）。

言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
言
語
活
動
を
通
し
て
、
国
語
で

正
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
資
質
・
能
力
を
次
の
と
お
り
育
成
す
る

こ
と
を
目
指
す
。

ま
た
、
中
教
審
答
申
の
別
添
資
料
２
─
１
「
国
語
科
に
お
い
て
育
成
を
目
指
す

資
質
・
能
力
の
整
理
」、
同
２
─
３
「
国
語
科
に
お
け
る
学
習
過
程
の
イ
メ
ー

ジ
」
で
は
そ
の
具
体
が
「
資
質
・
能
力
の
三
つ
の
柱
」
に
即
し
て
詳
述
さ
れ
（
中

教
審
答
申
の
別
紙
２
─
１
「
言
語
能
力
を
構
成
す
る
資
質
・
能
力
」、
別
紙
２
─
２
「
言
語

能
力
を
構
成
す
る
資
質
・
能
力
が
働
く
過
程
」
も
ほ
ぼ
同
じ
）、
さ
ら
に
「
大
学
入
学
共

通
テ
ス
ト
」（
新
テ
ス
ト
）
の
開
発
に
お
い
て
も
こ
の
「
国
語
科
に
お
い
て
育
成

を
目
指
す
資
質
・
能
力
の
整
理
」
と
の
整
合
性
が
図
ら
れ
て
い
る
（
伯
井
美
徳

〈
前
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
理
事
〉・
大
杉
住
子
〈
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
審
議
役
〉
著
『
新
テ
ス

ト
の
す
べ
て
が
わ
か
る
本
』
教
育
開
発
研
究
所
、
二
〇
一
七
）。
こ
う
し
て
、
こ
の
「
言

葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
は
、
平
成
三
〇
年
に
告
示
さ
れ
る
『
高
等
学
校
学

習
指
導
要
領
』
も
含
め
て
（
中
教
審
答
申
の
別
添
資
料
２
─
２
「
国
語
科
に
お
け
る
教

育
の
イ
メ
ー
ジ
」
参
照
）、
今
後
の
「
国
語
」
学
習
指
導
の
基
軸
を
な
す
も
の
で
あ

る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
国
語
科
学
習
指
導
を
め
ぐ
る
議
論
の
動
向
を

ふ
ま
え
て
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
の
働
か
せ
方
の
習
熟
に
む
け
た
教

材
発
掘
を
試
み
る
。「
単
元
や
題
材
の
ま
と
ま
り
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
和

歌
。「
我
が
国
の
（
伝
統
的
な
）
言
語
文
化
」
は
新
学
習
指
導
要
領
で
は
「
知
識

及
び
技
能
」
と
し
て
の
扱
い
だ
が
（
第
２
、
２
内
容
）、
第
３
「
指
導
計
画
の
作
成

と
内
容
の
取
扱
い
」
項
に
は
、

⑶
第
２
の
各
学
年
の
内
容
の
〔
知
識
及
び
技
能
〕
に
示
す
事
項
に
つ
い
て
は
、

〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
に
示
す
事
項
の
指
導
を
通
し
て
指
導
す

る
こ
と
を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
特
定
の
事
項
だ
け
を
取
り
上
げ

て
指
導
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
指
導
し
た
り
す
る
な
ど
、
指
導
の

効
果
を
高
め
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。

と
あ
る
。
ま
た
、
前
掲
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
三
視
点
の
内
の

②「
対
話
的
な
学
び
」
に
は
、「
先
哲
の
考
え
方
を
手
掛
か
り
に
考
え
る
こ
と
等

を
通
じ
、
自
己
の
考
え
を
広
げ
深
め
る
『
対
話
的
な
学
び
』」
と
も
見
え
る
。
そ

れ
ら
を
念
頭
に
お
い
て
、「
対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
の
関
係
を
、
言
葉
の
意

味
、
働
き
、
使
い
方
等
に
着
目
し
て
捉
え
、
そ
の
関
係
性
を
問
い
直
し
て
意
味

付
け
る
」「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
、「
対
話
的
」
に
「
自
分
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の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
」
和
歌
の
学
習
過
程
を
提
案
し
た
い
。

＊

　
和
歌
の
詩
化
─
─
、
和
歌
を
詩
の
形
に
し
て
詩
と
し
て
読
も
う
と
い
う
の
が

こ
こ
で
の
提
案
だ
が
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
と
も
見
え
る
こ
ん
な
提
案
を
す
る
の
は
、

和
歌
が
詩
と
し
て
読
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
た
と
え
ば
「
百
人
一
首
」
七
〇
番
、
人
口
に
膾
炙
し
た
良
暹
法
師
の
、

さ
び
し
さ
に
宿
を
た
ち
出
で
て
な
が
む
れ
ば
い
づ
こ
も
同
じ
秋
の
夕
暮

接
続
助
詞
「
ば
」
の
ほ
か
に
は
特
段
の
文
法
事
項
の
確
認
の
必
要
も
な
い
本
詠

の
学
習
は
、
現
代
語
訳
、

あ
ま
り
の
さ
び
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
住
ま
い
か
ら
出
て
あ
た
り
を
眺
め
て

み
る
と
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
同
じ
、
や
は
り
さ
び
し
い
秋
の
夕
暮
れ
の
景

色
で
あ
る
よ
。

（
島
津
忠
夫
／
櫟
原
聰
編
著
『
カ
ラ
ー
小
倉
百
人
一
首
』
京
都
書
房
、
一
九
九
二
）

の
提
示
で
お
そ
ら
く
は
終
わ
る
。
あ
る
い
は
、

■
主
題
　
も
の
み
な
が
秋
の
夕
暮
れ
の
寂
寥
を
た
た
え
て
い
る
感
慨

■
鑑
賞
　
さ
び
し
さ
が
身
に
し
み
て
感
じ
ら
れ
る
住
ま
い
を
出
て
み
て
も
、

心
を
な
ぐ
さ
め
る
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
。
た
だ
い
ち
め
ん
の
秋
景
色
が

あ
る
ば
か
り
。
僧
庵
住
ま
い
の
孤
独
の
さ
び
し
さ
と
、
そ
れ
を
と
り
ま
く

自
然
全
体
の
秋
の
深
い
寂
寥
と
が
、
余
情
を
た
た
え
て
歌
わ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
三
夕
の
歌
」
な
ど
の
よ
う
な
、『
新
古
今
集
』
好
み
の
、
寂
寥

の
美
へ
と
つ
な
が
る
情
趣
と
言
え
よ
う
。（
同
上
）

と
い
っ
た
解
説
が
加
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
こ
で

行
わ
れ
て
い
る
の
は
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
、
い
わ
ば
和

歌
の
散
文
化
で
あ
る
。

　
和
歌
を
詩
と
し
て
読
む
と
は
『
古
今
集
』
序
に
い
う
「
人
の
心
」「
心
に
思
ふ

事
」、
す
な
わ
ち
詠
歌
主
体
の
心
的
体
験
を
聴
き
取
る
こ
と
。
表
象
（「
言
の
葉
」＝

「
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
」）
に
媒
介
さ
れ
て
、
こ
れ
に
託
し
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
表

象
以
前
の
心
的
体
験
（「
種
」）
を
受
け
取
っ
て
共
感
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
に
は
仕
掛
け
が
必
要
だ
。
和
歌
を
詩
の
形
に
す
る
「
和
歌
の
詩
化
」
は
そ

の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
（
モ
デ
ル
は
石
川
啄
木
『
一
握
の
砂
』
な
ど
）。

　
手
順
は
次
の
三
ス
テ
ッ
プ
。

　
＊
ス
テ
ッ
プ
１
　
和
歌
に
句
読
点
を
付
す

　
＊
ス
テ
ッ
プ
２
　
読
点
で
改
行

　
＊
ス
テ
ッ
プ
３
　
句
点
で
改
行
・
一
行
空
き

和
歌
に
句
読
点
を
付
す
た
め
に
は
助
詞
、
活
用
形
、
係
り
結
び
、
連
用
中
止
法
、

連
体
止
め
、
体
言
止
め
な
ど
の
文
法
知
識
が
必
要
で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
文
法
学

習
の
意
義
を
確
認
さ
せ
る
の
に
有
効
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
、

現
代
語
訳
を
利
用
す
る
詩
形
化
を
例
示
し
て
お
く
。
前
掲
の
現
代
語
訳
に
付
さ

れ
た
句
読
点
に
準
拠
す
れ
ば
一
首
は
次
の
よ
う
な
詩
と
な
る
。
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さ
び
し
さ
に
宿
を
た
ち
出
で
て
な
が
む
れ
ば
、

　
い
づ
こ
も
同
じ
、

　
秋
の
夕
暮
。

　『
カ
ラ
ー
小
倉
百
人
一
首
』
の
「
語
句
」
解
説
に
は
、

■
同
じ
　
形
容
詞
の
、
終
止
形
と
も
連
体
形
と
も
と
れ
る
。
終
止
形
の
場
合
、

四
句
切
れ
の
歌
に
な
る
が
、
連
体
形
で
小
休
止
し
、
下
に
つ
づ
く
形
と
し

て
解
し
て
お
く
。

と
あ
る
。
終
止
形
と
解
す
れ
ば
、
詩
形
は
、

　
さ
び
し
さ
に
宿
を
た
ち
出
で
て
な
が
む
れ
ば
、

　
い
づ
こ
も
同
じ
。

　
秋
の
夕
暮
。

と
な
る
。
あ
る
い
は
、
現
代
語
訳
で
の
句
読
点
を
、

あ
ま
り
の
さ
び
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
住
ま
い
か
ら
出
て
、
あ
た
り
を
眺
め

て
み
る
と
ど
こ
も
か
し
こ
も
同
じ
。
や
は
り
さ
び
し
い
秋
の
夕
暮
れ
の
景

色
で
あ
る
よ
。

と
打
ち
直
せ
ば
、

　
さ
び
し
さ
に
宿
を
た
ち
出
で
て
、

　
な
が
む
れ
ば
い
づ
こ
も
同
じ
。

　
秋
の
夕
暮
。

の
詩
形
も
で
き
る
。
ま
た
、
三
点
リ
ー
ダ
ー
を
活
用
す
る
と
、

　
さ
び
し
さ
に
、

　
宿
を
た
ち
出
で
て
な
が
む
れ
ば
…
…
。

　
い
づ
こ
も
同
じ
…
…
。

　
秋
の
夕
暮
。

も
可
能
だ
ろ
う
。

　
詩
の
一
行
一
行
は
表
象
（「
言
の
葉
」）
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
抒
情
（「
心
」）
を

醸
成
し
、
そ
れ
ら
の
交
響
を
読
む
こ
と
が
詩
表
現
（
＝
心
的
体
験
）
へ
と
接
近
す

る
回
路
と
な
る
。
そ
れ
は
連
（
聯
）
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
だ
が
、
こ
う
し

た
句
読
点
の
打
ち
替
え
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
詩
形
の
創
造
は
、
そ
れ
に
応
じ
た

心
的
体
験
を
読
む
者
に
経
験
さ
せ
、
相
互
比
較
は
よ
り
深
い
心
的
体
験
の
発
見

へ
と
読
む
者
を
導
く
だ
ろ
う
。
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自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
た
め
、
対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
の
関

係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い
方
等
に
着
目
し
て
捉
え
、
そ
の
関
係

性
を
問
い
直
し
て
意
味
付
け
る
こ
と
。

こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
て
の
、

良
暹
法
師
の
心
的
体
験
「
孤
独
の
さ
び
し
さ
」「
秋
の
深
い
寂
寥
」
へ
の
可
塑
的

な
接
近
（「
関
係
性
を
問
い
直
し
て
意
味
付
け
る
こ
と
」）、
そ
れ
を
通
じ
て
「
孤
独
」

「
さ
び
し
さ
」「
秋
」「
寂
寥
」
を
め
ぐ
る
「
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
」
営

み
で
あ
る
。

＊

　「
さ
び
し
さ
に
」
詠
の
詩
形
四
種
の
い
ず
れ
が
よ
り
深
い
「
心
的
体
験
」
へ
の

接
近
と
な
っ
た
か
、
そ
の
判
断
は
控
え
る
が
、
平
成
二
九
年
一
二
月
一
七
日
、

広
島
県
立
尾
道
北
高
等
学
校
に
お
い
て
実
施
し
た
「
平
成
　
年
度
三
校
（
呉
三

２９

津
田
・
尾
道
北
・
福
山
誠
之
館
）
合
同
学
習
会
─
第
３
回
国
語
」
で
の
高
校
一
年
生

を
対
象
と
し
た
授
業
で
は
、
最
後
の
詩
形
に
供
時
間
僑
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
、

多
く
の
生
徒
が
共
感
を
示
し
た
。

　
さ
て
、「
三
校
合
同
学
習
会
」（
二
時
間
一
コ
マ
、
同
授
業
を
二
回
。
各
ク
ラ
ス
三
〇

名
余
り
）
で
は
、
前
節
の
内
容
を
「
和
歌
の
詩
化
」
の
事
例
と
し
て
示
し
、
次
に
、

生
徒
た
ち
自
身
に
詩
化
を
試
み
さ
せ
た
。
取
り
上
げ
た
の
は
同
じ
く
「
百
人
一

首
」
か
ら
五
六
番
「
あ
ら
ざ
ら
ん
」
詠
（
和
泉
式
部
）。
本
詠
が
『
和
泉
式
部

集
』
詞
書
に
「
心
地
悪
し
き
こ
ろ
、
人
に
」
と
あ
る
こ
と
は
予
め
説
明
し
た
。

あ
ら
ざ
ら
ん
こ
の
世
の
外
の
思
ひ
出
に
今
一
度
の
逢
ふ
こ
と
も
が
な

ま
ず
は
各
自
で
試
案
作
成
、
次
に
隣
同
士
で
、
さ
ら
に
前
後
席
四
人
で
、
最
後

は
全
六
列
の
二
列
を
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
協
議
を
重
ね
、
そ
の
結
果
の
三
案
を

グ
ル
ー
プ
代
表
に
板
書
、
解
説
さ
せ
た
。
協
議
の
中
で
は
、「
あ
ら
ざ
ら
ん
」
の

「
ん
（
む
）」
を
終
止
形
と
す
る
か
連
体
形
と
す
る
か
、
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
が
、

結
果
は
三
案
と
も
、

Ａ　
あ
ら
ざ
ら
ん
…
…
。

　
こ
の
世
の
外
の
思
ひ
出
に
…
…
。

　
今
一
度
の
、

　
逢
ふ
こ
と
も
が
な
。

と
な
っ
た
。「
あ
ら
ざ
ら
ん
」
の
主
語
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
「
自
分
の
命
」
と

そ
れ
ぞ
れ
即
座
に
言
明
し
た
。

　
そ
れ
を
承
け
て
、
協
議
中
の
提
案
に
も
あ
っ
た
別
の
詩
形
、

Ｂ　
あ
ら
ざ
ら
ん
。

　
こ
の
世
の
外
の
思
ひ
出
に
、

　
今
一
度
の
、

　
逢
ふ
こ
と
も
が
な
。
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を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
こ
ち
ら
で
用
意
し
た
「
あ
ら
ざ
ら
ん
」
の
「
ん
（
む
）」

連
体
形
案
、

Ｃ　
あ
ら
ざ
ら
ん
こ
の
世
の
外
の
…
…
。

　
思
ひ
出
に
、

　
今
一
度
の
逢
ふ
こ
と
も
が
な
。

を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
「
あ
ら
ざ
ら
ん
」
の
主
語
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

た
。Ａ

…
わ
た
し
の
命

Ｂ
…「
逢
ふ
こ
と
」

Ｃ
…
あ
な
た

こ
れ
に
よ
り
、
Ａ
は
「
絶
望
感
」、
Ｂ
は
「
空
し
さ
」、
Ｃ
は
「
孤
独
感
」
を
醸

す
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
末
尾
の
「
も
が
な
」
が
「
叶
わ
ぬ

こ
と
へ
の
慨
嘆
と
と
も
に
あ
る
願
い
」
を
表
明
す
る
終
助
詞
で
あ
る
こ
と
を
解

説
し
、
本
詠
が
「
逢
ふ
こ
と
」
の
願
望
と
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
「
絶
望
感
」「
空
し

さ
」「
孤
独
感
」
と
の
間
で
宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る
詠
歌
主
体
の
心
的
体
験
を
詠

じ
、
そ
れ
へ
の
共
感
を
我
々
に
呼
び
か
け
る
和
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。

＊

　
こ
こ
で
も
、
そ
の
学
習
過
程
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・

考
え
方
」
を
働
か
せ
て
の
、
心
的
体
験
へ
の
可
塑
的
な
接
近
（「
関
係
性
を
問
い

直
し
て
意
味
付
け
る
こ
と
」）、
そ
れ
を
通
じ
て
「
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
る
」

営
み
で
あ
る
。

　供
文
学
僑
を
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
に
倣
い
、「
事
、
業
、
繁
き
」「
世
中
に
在

る
人
」
つ
ま
り
は
「
社
会
的
存
在
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』〈
岩

波
書
店
、
一
九
八
九
〉
仮
名
序
脚
注
）
た
る
人
が
生
活
世
界
で
経
験
す
る
心
的
体
験

（
仮
名
序
：「
心
に
思
ふ
事
」、
真
名
序
「
感
」）、
す
な
わ
ち
「
思
慮
」（
真
名
序
）
も
し

く
は
「
哀
楽
」（
真
名
序
）
を
言
葉
に
翻
訳
・
翻
案
し
（
真
名
序
「
詠
は
言
に
形
は

る
」＝
仮
名
序
：「
万
の
言
の
葉
と
ぞ
成
れ
り
け
る
」、
真
名
序
「
其
の
華
を
詞
林
に
発
く
も

の
な
り
」）、
共
感
を
も
と
め
て
呼
び
か
け
問
い
か
け
る
行
為
、
そ
し
て
そ
の
言
語

体
の
こ
と
と
考
え
る
と
し
て
、
そ
う
し
た
呼
び
か
け
問
い
か
け
に
耳
を
傾
け
て

心
的
体
験
を
可
塑
的
に
再
構
成
し
、
こ
れ
を
了
解
し
、
そ
れ
に
共
感
し
、
応
答

す
る
の
が
供
文
学
と
い
う
体
験
僑
だ
ろ
う
。「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
に

お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
対
話
を
通
じ
た
学
習
者
の
供
体
験
僑

の
充
実
、
そ
の
た
め
の
働
か
せ
方
の
習
熟
、
そ
し
て
、
そ
の
習
熟
に
向
け
た
学

習
過
程
の
工
夫
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

※
な
お
、
小
稿
「供
文
学
僑
史
の
構
想
─
正
接
関
数
と
し
て
の
─
」（
小
峯
和
明
監
修
・
宮

腰
直
人
編
『（
日
本
文
学
の
展
望
を
拓
く
④
）
文
学
史
の
時
空
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一

七
）
参
照
。
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