
生
徒
各
自
の
読
み
の
確
立
を
目
指
し
た
指
導

-
　
小
論
文
の
作
成
を
通
し
て
　
(
高
校
二
年
生
の
場
合
)
I

一
現
状
と
課
題
設
定

教
育
現
場
は
、
新
し
い
学
力
観
で
育
っ
た
生
徒
た
ち
ば
か
り
に
な
っ
た
が
'

本
校
の
授
業
形
態
は
他
教
科
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
教
師
主
導
型
で
あ
る
。
二

年
生
と
も
な
る
と
生
徒
も
そ
の
型
に
慣
れ
つ
つ
あ
る
。
た
だ
、
慣
れ
な
い
生

徒
の
中
に
は
授
業
か
ら
逸
脱
し
て
い
-
も
の
も
出
て
き
て
い
る
。
興
味
・
関

心
が
意
欲
に
繋
が
り
学
習
に
主
体
的
に
取
り
組
む
素
地
を
生
徒
は
持
ち
な
が

ら
、
授
業
形
態
に
よ
っ
て
は
そ
う
な
ら
な
い
現
状
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

自
ら
学
ぶ
力
の
育
成
を
、
持
続
し
て
自
ら
学
ぶ
力
の
育
成
を
、
目
指
す
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
。
多
量
の
教
材
を
深
-
自
分
自
身
で
納
得
し
て
学
ん
で
い

-
姿
勢
を
身
に
つ
け
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
人
ひ
と
り
顔
か
た
ち
が
違
う

よ
う
に
'
読
み
の
形
も
異
な
る
。
多
様
な
読
み
を
多
様
な
読
み
と
し
て
認
め

て
い
た
許
容
し
て
い
-
こ
と
が
'
読
む
お
も
し
ろ
さ
に
繋
が
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
生
徒
は
'
自
立
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
読
む
お
も
し
ろ
さ
を
知
り
へ
自
立
し
て
読
む
よ
う
に

な
る
生
徒
も
か
な
り
い
る
。
が
、
告
-
こ
と
に
結
び
つ
け
て
い
る
生
徒
は
少

な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
書
-
生
活
の
少
な
い
生
徒
は
読
み
の
深
ま
り
の
度

合
い
が
浅
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
自
分
の
読
み
の
確
か
め
と
次
元
の
高
い

堀
　
江
　
マ
サ
子

次
の
読
み
へ
高
め
る
た
め
に
、
生
徒
各
自
の
読
み
を
小
論
文
と
い
う
形
で
ま

と
め
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
た
。

高
校
二
年
生
と
も
な
る
と
'
入
学
当
初
の
よ
う
な
意
欲
は
な
く
な
っ
て
い

る
。
進
学
・
就
職
の
目
標
も
切
実
に
そ
ん
な
に
は
考
え
て
は
い
な
い
。
そ
の

生
徒
た
ち
に
自
ら
学
ぶ
力
を
付
け
さ
せ
る
課
堪
設
定
を
し
た
。

二
　
仮
説
と
授
業
構
想

生
徒
は
、
教
師
が
用
意
し
た
教
材
分
析
を
逐
一
与
え
て
授
業
展
開
を
し
て

い
か
な
-
て
も
'
自
分
た
ち
で
作
品
を
読
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
か
。
1

斉
に
段
落
を
区
切
っ
て
部
分
的
に
読
解
し
全
体
を
把
握
さ
せ
て
い
く
授
業
方

法
よ
り
も
、
自
分
た
ち
で
主
体
的
に
課
題
を
決
め
解
決
し
そ
れ
を
発
表
し
'

他
の
生
徒
と
比
較
検
討
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
そ
の
読
み
を
教
室
全
体
に

広
め
へ
深
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
分
な
り
の
論
文
を
書
く
授
業
方
法
の
方

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
。
教
師
は
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
、
生
徒
の
読
み
の
確
立
を
手
助
け
す
る
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
に
し
た
。

授
業
を
す
る
前
に
次
の
こ
と
を
考
え
て
か
ら
授
業
構
想
を
練
っ
た
。

(
教
材
の
選
び
方
と
し
て
)
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教
材
と
し
て
、
「
こ
こ
ろ
(
夏
目
淑
石
)
」
「
万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古
今

集
」
を
選
ん
だ
の
は
、
表
現
す
る
能
力
と
伝
え
合
う
能
力
の
育
成
に
適
し
た

教
材
だ
と
仮
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
こ
ろ
」
で
は
教
科
告
の
読
み
の
段

階
で
こ
れ
ま
で
の
私
の
授
業
で
は
'
多
-
の
生
徒
が
伝
え
合
え
な
い
も
ど
か

し
さ
の
中
に
い
た
。
そ
の
伝
え
合
え
な
さ
を
「
こ
こ
ろ
」
全
編
を
読
む
こ
と

に
よ
り
、
伝
え
合
え
な
さ
を
越
え
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
淑
石
の
意
図
を

生
徒
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
。
そ
れ
を
教
室
全
体
に
伝
え
て
い
-

こ
と
も
こ
の
授
業
は
意
図
し
て
い
る
。
ま
た
へ
　
「
万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古

今
集
」
の
「
和
歌
」
は
、
も
と
も
と
伝
え
合
う
た
め
に
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
o
そ
の
瞬
間
の
詠
み
を
永
遠
に
す
る
た
め
に
、
歌
集
は
編
第
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
人
の
詠
み
'
編
者
の
心
を
読
み
と
り
'
教
室
全
体
の
読
み
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
教
材
化
し
た
。

両
教
材
と
も
高
校
二
年
生
で
初
め
て
小
論
文
を
告
-
生
徒
た
ち
に
は
論
点

が
立
て
や
す
い
と
考
え
て
選
ん
だ
。

(
言
語
活
動
と
し
て
)

読
む
こ
と
を
話
す
こ
と
に
緊
げ
'
聞
-
こ
と
に
よ
っ
て
苔
-
こ
と
を
深
め
へ

再
度
読
み
深
め
て
容
-
と
い
う
ふ
う
に
す
べ
て
の
言
語
活
動
を
有
意
義
に
関

連
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
間
へ
情
報
の
集
め
方
、
調
べ
方
、
ま
と
め
方
、

発
表
の
仕
方
な
ど
の
学
ぶ
力
を
育
て
よ
う
と
も
し
た
。
(
な
お
、
図
書
館
学

習
も
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
)

現
代
文
と
古
文
と
に
分
け
て
、
授
業
構
想
を
紹
介
す
る
。

*
現
代
文
「
こ
こ
ろ
　
(
夏
日
軟
石
)
」
　
へ
の
取
り
組
み

長
編
小
説
を
授
業
で
生
徒
に
主
体
的
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
仮
説
に
基
づ
い
て
授
業
構
想
を
練
っ
た
。
教
師
の
読
み
を
押
し
っ
け
な

い
で
'
生
徒
1
人
ひ
と
り
の
読
み
を
教
室
全
体
に
広
げ
て
い
き
'
ま
と
め
と

し
て
小
論
文
を
召
か
せ
、
発
表
さ
せ
る
授
業
展
開
を
取
っ
た
。
そ
の
概
略
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

教
科
告
所
収
の
小
説
「
こ
こ
ろ
」
の
リ
レ
ー
読
み
　
空
l
時
間
》

「
発
表
原
稿
作
成
(
夏
目
淑
石
の
年
譜
を
配
布
)

他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
'
自
分
の
　
『
心
』
　
か
ら
ど
ん
ど
ん
か
け
は

な
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
『
先
生
』
　
の
姿
を
通
し
て
、
人
間
と
い
う
存
在

の
不
思
議
さ
を
書
こ
う
。
(
人
間
関
係
の
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
に
つ
い
て
で
も

よ
い
。
V
 
K
1
1
時
間
》

発
表
(
1
1
時
間
》

4「
こ
こ
ろ
」
の
論
文
(
三
好
行
雄
)
(
江
藤
淳
)
、
「
道
草
」
の
論
文
(
堀
江

マ
サ
子
)
を
読
ん
で
論
文
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
理
解
す
る
。
(
1
時
間
》

↑
図
苔
室
で
自
分
の
好
き
な
夏
日
淑
石
の
作
品
を
選
ん
で
そ
の
小
論
文
を
雷
-
0

竺
時
間
へ
後
は
家
庭
学
習
》

「
　
な
お
、
「
こ
こ
ろ
　
(
夏
目
激
石
)
」
は
五
〇
冊
図
告
室
に
揃
え
て
あ
る
。

生
徒
作
品
小
論
文
の
発
表
誓
一
時
間
〉

生
徒
た
ち
の
読
み
は
す
べ
て
発
表
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
読
み
と
し
た
。

最
初
の
「
リ
レ
ー
読
み
」
と
は
、
1
人
1
文
ず
つ
を
教
室
の
右
前
か
ら
読
ん

で
い
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
と
る
と
眠
る
生
徒
は
出
て
こ
な
い
。
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二
度
日
の
読
み
は
「
こ
こ
ろ
」
の
中
か
ら
自
分
な
り
の
読
み
を
発
表
す
る
こ

と
を
明
確
化
さ
せ
、
自
分
な
り
に
読
み
と
っ
た
要
点
を
図
式
化
す
る
読
み
で

あ
る
。
モ
デ
ル
と
し
て
次
の
例
を
示
し
た
。

A
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
'
自
分
の
「
心
」
か
ら
ど
ん
ど
ん
か
け
は

な
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
「
先
生
　
(
臥
)
」
　
の
姿
を
通
し
て
'
B
人
間
と

い
う
存
在
の
不
思
議
さ
を
酉
こ
う
。

具
体
例

A
教
科
書
　
H
t
D
C
^
¥
h
J
-
c
o
　
(
下
段
　
　
　
i
t
D
C
j
X
_
)
r
H
t
D
　
(
上

段
)
(
私
と
K
と
の
会
話
の
部
分
の
「
論
理
の
す
り
替
え
　
(
話
の
筋
道
を

自
分
の
都
合
の
よ
い
方
へ
も
っ
て
-
る
)
」
)

①
や
め
て
-
れ
っ
て
'
僕
が
言

い
だ
し
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
-
-

K
と
の
「
会
話
を
や
め
る
」

と
い
う
こ
と
「
や
め
る
」
が

キ
ー
ワ
ー
ド

②
し
か
し
君
が
や
め
た
け
れ
ば
'

や
め
て
も
い
い
が
へ
　
た
だ
口
先

だ
け
で
や
め
て
も
し
か
た
が
あ

る
ま
い
。
君
の
心
で
そ
れ
を
や

め
る
だ
け
の
覚
悟
が
な
け
れ
ば
。

「
会
話
を
や
め
る
」
こ
と
を

「
た
だ
口
先
だ
け
で
刊
創

っ
て
」
「
そ
れ
を
刊
叫
副
だ

け
の
覚
悟
」
と
「
会
話
」
以

外
の
話
題
に
す
り
替
え
よ
う

と
し
始
め
て
い
る
。

い
っ
た
い
君
は
君
の
平
生
の
主

張
を
ど
う
す
る
つ
も
り
か
。

「
お
嬢
さ
ん
と
の
恋
を
や
め

る
」
　
こ
と
に
す
り
替
え
て
い

る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
'
②
の
「
た
だ
口
先
だ
け
で
、
-
」
以
降
か
ら

「
話
を
や
め
る
」
こ
と
か
ら
「
お
嬢
さ
ん
と
の
恋
を
や
め
る
」
こ
と
に
話

題
が
す
り
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。

↑

B
対
人
関
係
の
中
で
'
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
論
理
を
す
り
替
え
て

い
る
。

問
　
右
の
例
を
参
考
に
し
て
'
教
科
容
の
中
か
ら
自
分
な
り
に
7
ヶ
所
見

つ
け
出
し
て
図
式
化
し
て
み
よ
う
。
(
人
間
関
係
の
ぐ
し
ゃ
ぐ
し
ゃ
に
つ

い
て
で
も
よ
い
。
)

93

こ
の
過
程
は
1
0
0
分
の
連
続
授
業
と
し
た
。
課
題
解
決
学
習
と
も
し
た
。

で
き
あ
が
っ
た
発
表
メ
モ
は
資
料
と
し
て
プ
リ
ン
ト
し
'
次
の
時
間
に
配
布

し
た
。
教
科
書
の
同
じ
箇
所
は
ま
と
め
て
前
に
出
さ
せ
て
発
表
さ
せ
た
。
発

表
さ
れ
た
内
容
を
質
疑
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
教
材
が
多
角
的
に
、
一

人
の
生
徒
の
読
み
が
全
体
の
読
み
へ
深
ま
り
'
広
が
っ
て
い
-
よ
う
配
慮
し

た
。
た
と
え
ば
教
科
書
の
同
じ
部
分
に
つ
い
て
、
あ
る
生
徒
は
登
場
人
物
の

心
を
、
ま
た
あ
る
生
徒
は
登
場
人
物
の
癖
を
、
ま
た
あ
る
生
徒
は
文
章
に
は

詔
か
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
読
み
と
り
発
表
し
'
多
角
的
な
読
み
を
教
室

と
し
て
作
り
あ
げ
さ
せ
た
。

こ
の
読
み
深
め
の
後
へ
小
論
文
を
書
-
た
め
に
図
書
室
で
の
調
べ
読
み
を



さ
せ
た
。
小
論
文
例
と
し
て
'
「
こ
こ
ろ
」
の
論
文
(
三
好
行
雄
)
　
(
江
藤

淳
)
'
「
道
草
」
　
の
論
文
(
堀
江
マ
サ
子
)
　
(
資
料
2
)
　
へ
　
本
校
生
徒
作
文

(
プ
リ
ン
ト
は
し
な
い
)
　
を
読
ん
で
「
論
文
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
を
理

解
さ
せ
た
。

本
校
生
徒
の
作
品
を
'
次
に
掲
げ
る
。
(
当
時
受
験
の
た
め
に
指
導
し
て

い
た
三
年
生
の
小
論
文
で
あ
る
。
指
導
方
法
は
同
じ
で
あ
る
。
)

「
こ
こ
ろ
」
　
　
三
つ
の
側
面

A
子

こ
の
作
品
の
中
で
「
こ
こ
ろ
」
は
三
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

心
が
他
人
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
、
人
生
は
必
ず
し
も
心
と
は

一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
他
人
の
心
は
決
し
て
自
分
に
は
分
か
ら
な
い
し
、

自
分
の
心
さ
え
へ
　
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
、
だ
。

「
肉
体
な
り
精
神
な
り
凡
て
我
々
の
能
力
は
外
部
の
刺
激
で
発
達
も
す
る
し

破
壊
さ
れ
も
す
る
。
」
　
こ
れ
が
こ
の
作
品
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

他
人
が
い
て
、
初
め
て
心
が
生
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
先
生
も
K
も
、
お
嬢
さ

ん
と
い
う
他
人
が
い
て
恋
と
い
う
感
情
が
芽
生
え
た
。
そ
し
て
先
生
の
不
安

も
K
と
い
う
他
人
が
い
た
か
ら
こ
そ
生
じ
た
の
だ
。

で
も
芽
生
え
る
感
情
は
l
人
ひ
と
り
違
う
。
先
生
が
お
嬢
さ
ん
に
恋
を
し

た
時
、
先
生
の
心
は
K
の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
K
の
方
が
自
分
よ

り
お
嬢
さ
ん
に
好
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
t
 
K
が
自
分
の
知
ら
な
い
う

ち
に
お
嬢
さ
ん
へ
気
持
ち
を
う
ち
あ
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
親
友
の

は
ず
の
K
へ
の
疑
い
の
気
持
ち
は
次
々
と
溢
れ
出
た
。
そ
れ
は
彼
が
心
か
ら

信
頼
し
て
い
た
叔
父
に
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
暗
い
過
去
が
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ

て
彼
の
心
に
住
み
つ
い
て
い
た
か
ら
だ
。
一
方
へ
　
K
は
先
生
と
全
-
違
っ
た

こ
と
で
悩
ん
だ
。
彼
は
恋
を
し
た
自
分
を
恥
じ
た
。
恋
を
し
て
し
ま
っ
た
自

分
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
真
宗
寺
に
生
ま
れ
へ
自
分

を
信
念
で
絶
え
ず
律
し
て
生
き
て
き
た
K
に
恋
は
全
-
予
想
外
の
出
来
事
だ

っ
た
。そ

ん
な
彼
ら
の
共
通
点
は
自
分
の
思
う
ま
ま
に
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
と
い

う
所
に
あ
る
。
彼
ら
は
世
間
や
、
道
理
や
常
識
や
ト
ラ
ウ
マ
に
勝
て
な
か
っ

た
。
彼
ら
は
い
つ
も
そ
れ
ら
と
の
葛
藤
に
さ
い
な
ま
れ
続
け
て
自
決
と
い
う

形
で
初
め
て
平
静
を
得
た
。
そ
し
て
へ
　
お
嬢
さ
ん
も
又
自
分
の
思
う
ま
ま
に

生
き
ら
れ
な
か
っ
た
人
間
の
1
人
だ
と
思
う
。
も
し
へ
　
彼
女
が
自
分
の
結
婚

相
手
を
自
分
か
ら
選
ん
で
い
た
ら
'
先
生
も
K
も
、
彼
女
も
人
生
は
全
-
違
っ

た
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
だ
。

人
の
心
は
他
人
に
は
分
か
ら
な
い
。
自
分
の
心
で
さ
え
も
完
全
に
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
に
普
遍
の
事
実
だ
。
ゆ
え
に

人
は
悩
み
へ
迷
い
'
苦
し
む
の
だ
。
け
れ
ど
も
そ
の
一
方
で
心
は
'
喜
び
や

楽
し
み
、
幸
せ
を
も
私
達
に
与
え
て
-
れ
て
い
る
の
だ
。

人
間
に
は
「
こ
こ
ろ
」
　
に
表
現
さ
れ
た
よ
う
な
三
つ
の
側
面
が
あ
る
。
人

間
が
人
間
で
あ
る
限
り
、
決
し
て
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
姐

94

れ
る
た
め
に
は
自
己
抹
殺
し
か
あ
り
え
な
い
。
「
こ
こ
ろ
」
を
作
者
の
視
点

か
ら
と
ら
え
る
と
、
死
を
予
感
し
た
者
の
自
己
抹
殺
で
あ
っ
た
。
淑
石
は
自

分
の
心
を
見
つ
め
尽
-
し
て
　
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
作
品
に
し
た
。
し
か
し
'

死
ぬ
と
い
う
方
法
は
、
杭
極
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
.
現
代
を
生
き
る
私

達
は
'
淑
石
が
見
つ
め
た
心
を
探
究
し
た
上
で
'
絶
え
ず
自
己
を
抑
さ
え
、

他
人
と
協
調
し
て
い
-
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
い
る
。
い
や
一
生
、
死
を
迎

え
る
そ
の
時
ま
で
学
び
続
け
る
の
だ
。



(
傍
線
部
は
江
藤
淳
の
捉
え
方
で
あ
る
)

図
書
室
で
は
、
一
人
ひ
と
り
と
教
師
が
話
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
論
点
を

明
確
に
さ
せ
て
か
ら
書
か
せ
た
。
具
体
的
に
話
し
合
っ
た
内
容
を
列
挙
す
る
と
、

-
　
夏
目
激
石
の
ど
の
作
品
を
選
ぶ
か
。

2
　
選
ん
だ
作
品
を
ど
う
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
か
。

3
　
ど
う
容
-
か
。

「
ど
う
書
-
か
」
の
指
導
で
は
次
の
こ
と
を
示
し
た
。

-
　
書
き
出
し

2
　
論
旨
の
展
開

^
蝣
S
S
s
e
s

1
首
l
首
授
業
で
読
み
深
め
た
。
そ
の
後
へ
「
万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古
今

集
」
か
ら
課
題
を
選
ん
で
小
論
文
を
雷
か
せ
た
。
課
題
の
選
び
方
や
こ
れ
ら

の
集
に
つ
い
て
の
論
文
例
を
プ
リ
ン
ト
し
て
配
布
し
、
説
明
し
て
お
く
。
生

徒
1
人
ひ
と
り
と
教
師
が
話
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
論
点
を
明
確
に
さ
せ
る

時
へ
　
そ
れ
に
関
す
る
論
文
は
生
徒
ご
と
に
コ
ピ
ー
し
て
渡
し
た
。
そ
れ
か
ら

告
か
せ
た
。

三
　
実
践
と
そ
の
考
察

授
業
構
想
に
基
づ
い
て
実
践
し
た
。
項
目
別
に
実
践
過
程
と
そ
の
考
察
を
'

次
に
掲
げ
る
。

発
表
原
稿
作
成
と
発
表
に
つ
い
て

教
科
苔
の
同
じ
箇
所
の
発
表
原
稿
プ
リ
ン
ト
四
例
を
、
次
に
掲
げ
る
.
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こ
う
し
て
書
か
せ
た
生
徒
作
品
「
小
論
文
」
は
発
表
さ
せ
、
教
室
全
体
の

読
み
と
さ
せ
た
。

*
古
文
「
万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古
今
集
」
　
へ
の
取
り
組
み

教
科
雷
所
収
の
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集
を
精
選
し
て

(
万
葉
集
　
二
十
首
、
古
今
和
歌
集
　
十
7
首
へ
新
古
今
和
歌
集
　
七
首
)
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A
へ
　
B
、
C
'
D
四
例
の
中
へ
　
A
の
み
が
K
の
癖
と
し
て
「
口
を
も
ぐ
も

ぐ
さ
せ
る
」
を
捉
え
て
そ
れ
を
中
心
に
発
表
し
て
い
た
。
他
の
生
徒
は
「
K

は
聞
い
て
ほ
し
い
だ
け
な
の
に
、
先
生
に
と
っ
て
は
K
と
の
勝
負
に
な
っ
て

い
っ
た
」
「
K
を
敵
視
」
　
に
重
点
を
お
い
て
発
表
し
て
い
た
。
教
材
が
多
角

的
に
四
人
の
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
A
の
発
表
が
G
子
　
(
A
と

は
別
の
生
徒
)
　
の
小
論
文
に
「
K
の
ロ
を
も
ぐ
も
ぐ
さ
せ
る
癖
」
と
し
て
書

か
れ
て
い
た
。
1
人
の
生
徒
の
読
み
が
全
体
の
読
み
に
繋
が
っ
て
い
る
例
で

あ
る
。
こ
の
発
表
原
稿
は
教
室
で
全
体
の
読
み
と
な
っ
て
い
っ
た
。
個
人
個

人
を
見
る
と
最
後
の
小
論
文
と
の
相
関
関
係
は
な
い
。

選
ん
だ
作
品
を
ど
う
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
か

【
現
代
文
】
私
の
「
道
草
」
論
の
視
点
(
資
料
2
参
照
)

-
　
金
と
愛
と
い
う
視
点
か
ら
の
分
析

2
　
語
句
　
(
片
付
-
な
ん
て
も
の
は
な
い
)
　
か
ら
の
分
析

2
　
方
法
意
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

を
参
考
に
し
て
自
分
な
り
の
視
点
を
い
-
つ
か
決
め
さ
せ
た
。
そ
の
視
点
に

即
し
て
分
析
さ
せ
た
。

【
古
文
】
資
料
4
参
照

「
書
き
出
し
」
　
に
つ
い
て

分
析
の
結
果
持
っ
た
自
分
の
意
見
を
、
箇
条
容
き
に
さ
せ
た
。
そ
し
て
へ

自
分
の
い
い
た
い
こ
と
を
最
初
に
書
-
よ
う
指
示
し
た
。
こ
の
指
導
に
よ
り
、

ト
ピ
ッ
ク
セ
ン
テ
ン
ス
に
結
論
を
現
代
文
へ
古
文
と
も
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
は

持
っ
て
き
て
い
た
。
た
と
え
ば
へ
　
現
代
文
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

G E n C B

千 千 千 千 千

ん分 ろぱ っだ 間勝 かの生か 成 とて ら うの映 つい目人
ど請 い「て と夏 のち ら他 きれ「 長 いい二人 も姿さ「 で くさ間夏
がの ろこい 、目 罪負だにて 、人 しうつつの ののれ こ あ上がが 目
人お なこる私淑 」 け 0 、いあ問 てか もの心 が 内てこ るで人エ漱
間 も可 ろこは石 喜拍 頼 き 、自「 の 描 にいろ 0多聞 ゴ石
性 し能」 と思は てい分 日中 かほる」 くをイの
のろ性なが うい いつが分 に

蝣. *

0

の苦 ズ作

可さがど多0ろ報告堕し三豊旨
です、結し小な

損 壷蒜 矛しム品盾めをかをて内らかいに分あのそ末か説可bO芸宗孟Lt監理
る謡え夏作を0のる目晶読

船 かる秘かえこめつてとてたい、い事る三るはそ内 ま激 は者 会 毛雷 とつ こ三
の容で石 、に が あのに いめ とつ
可がのの答与 らる一関 絹 うは 、あ
能変話作 ええ 、 0つ係 こ人二 る
性化の品がて まそはを と間つ 0
とし過 、一 く たれ身持 0が め一
は 、程たつれ はは近 ち 三重 ?. こ生 はつ
ほそで と決る 強普 にな の き真め
とのいえ ま人 く通 いが 三て面 は
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千 千 千 千 千 千

い て と に を れ も 思 こ生 い で 作 て と つ を う 艮 が
く い な 私 自押 ぞ の 私 う こ括 る ピ ー「 品 い 、た こ 持 な い 「 で 相

つ る つが 信 さ れ は た 0 で を 0 こ 門 に て 夢 との つ こ 感 不 き 手
か こ て .『 と え に 果 ち は 送 そ と し. 私 、独 き 作 た と情 条 る の
あ と い 道 安 つ 「 た が そ る れ な は は 淑 特 に 品 「 は を 理 人 立
げ で る 草 心 け 個 し生

き 湖
れ に が く 、 驚 石 の 、は 人 な 抱 ㌧ で 場

/ w-
頒

いいこ二十

滞 いと不に、たは気じ客。ほ味み観どなで的
聞くか「」なな矛京急竺

あにつ立たつ。て是だ吉宗f)

÷∴ ㍉

遠不てな
い透や文
と明ま体思ななに
つ空いもて気愛か

るいろ>
買* ー三

芸bLl三

考
ス.る0
夏
目

‖ 十 いがとか
たみいわ

芸表裏 淑
5
彼

昌 ;iII 0 0中人
そ激、主

鶴 ロごうら
マと抽ず

言 宣
品 く の し石 人 義 ン に 象 、 一 は 々 は
の 使 モ て は 間 」 チ 表 的 読 人 、は そ
中 用 チ 、 、に と ツ現 な み 「 こ 決 の
か さ ー 自 そ は い ク さ 感 終 我 の し

、一
られ フ 己 れ そ う な れ 情 わ 」 よ て と

古
文
の
場
合
は
す
べ
て
冒
頭
に
結
論
を
持
っ
て
き
て
い
る
。
(
資
料
5
参
照
)

論
旨
の
展
開

古
き
出
し
で
論
点
が
初
め
に
き
て
い
る
作
文
は
、
現
代
文
、
古
文
両
方
と

も
根
拠
が
か
な
り
し
っ
か
り
と
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
、
論
旨
の
展
開
も
き
ち

ん
と
し
て
い
た
。
た
だ
こ
の
過
程
で
多
-
の
生
徒
は
推
赦
し
、
か
な
り
雷
き

直
し
を
し
て
い
た
。
中
に
は
メ
モ
を
作
っ
て
並
べ
替
え
た
り
、
資
料
2
　
(
発

衰
メ
モ
)
　
の
よ
う
な
作
品
読
み
と
り
メ
モ
を
作
っ
て
い
る
生
徒
も
い
た
。
資

料
3
の
F
子
の
作
文
は
そ
の
方
法
を
と
っ
て
い
な
い
が
、
論
展
開
で
　
「
こ
こ

ろ
」
と
「
友
情
」
を
比
較
し
、
「
友
情
」
　
の
精
神
に
賛
成
し
て
書
い
た
感
想

文
と
な
っ
て
い
る
。

最
初
に
書
い
た
結
論
が
詳
述
の
過
程
を
経
て
t
　
よ
り
説
得
力
の
あ
る
も
の

と
な
っ
て
い
た
。

四
　
実
践
を
通
し
て
分
か
っ
た
こ
と

生
徒
は
'
教
師
が
用
意
し
た
教
材
分
析
を
逐
一
与
え
て
授
業
展
開
を
し
て

か
な
く
て
も
、
自
分
た
ち
で
作
品
を
読
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
か
o
 
l
斉

に
段
落
を
区
切
っ
て
部
分
的
に
読
解
し
全
体
を
把
握
さ
せ
て
い
-
授
業
方
法

よ
り
も
、
自
分
た
ち
で
主
体
的
に
課
題
を
決
め
解
決
し
そ
れ
を
発
表
し
'
他

の
生
徒
と
比
較
検
討
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
そ
の
読
み
を
教
室
全
体
に
広

め
へ
　
深
め
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
分
な
り
の
論
文
を
討
-
授
業
方
法
の
方
が

よ
い
の
で
は
な
か
と
い
う
仮
説
は
、
ほ
ぼ
検
証
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
主
体

的
に
学
習
に
取
り
組
ま
せ
る
と
'
自
分
が
主
役
で
あ
り
'
自
分
で
し
な
け
れ

98



ぱ
何
も
で
き
な
い
の
で
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
'
そ
う
い
う

意
識
が
'
生
徒
を
主
体
的
に
さ
せ
る
o
た
と
え
ば
教
科
雷
「
こ
こ
ろ
」
の
発

表
メ
モ
作
成
の
時
な
ど
'
生
徒
た
ち
は
一
斉
に
静
か
に
自
分
の
読
み
に
入
っ

て
い
っ
た
。
こ
の
集
中
力
の
中
に
い
る
生
徒
た
ち
は
'
二
時
間
続
き
の
授
業

の
休
憩
時
間
も
自
分
の
読
み
の
作
業
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
。

ま
と
め
の
段
階
の
小
論
文
は
'
論
点
を
決
め
る
ま
で
が
大
変
だ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
私
に
相
談
に
三
分
の
二
-
ら
い
の
生
徒
が
き
た
の
だ
が
へ
こ
の
過

程
に
時
間
が
か
か
っ
た
。
現
代
文
の
方
は
ま
だ
よ
い
の
だ
が
'
古
文
と
も
な

る
と
、
二
倍
以
上
の
時
間
が
か
か
っ
た
。
現
代
文
は
作
品
に
中
心
を
お
い
て
'

論
点
を
明
確
に
し
て
作
品
分
析
を
し
、
生
徒
は
自
分
な
り
の
小
論
文
を
書
く

こ
と
が
で
き
た
。
古
文
の
場
合
は
参
考
文
献
を
読
ま
せ
る
と
、
そ
れ
に
引
き

ず
ら
れ
て
'
自
分
の
論
と
参
考
文
献
と
が
入
り
交
じ
っ
て
く
る
生
徒
も
い
た
。

ま
た
未
習
の
和
歌
の
内
容
把
握
に
戸
惑
っ
て
い
る
生
徒
も
い
た
。
生
徒
各
自

の
読
み
の
確
立
が
で
き
た
か
ど
う
か
の
疑
問
が
残
っ
た
。
教
材
を
媒
介
と
し

て
生
徒
が
表
現
活
動
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
教
材
が
合

体
し
て
'
読
み
の
形
が
確
立
し
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
具
体
的
に
資

料
の
生
徒
作
品
の
中
か
ら
各
自
の
読
み
を
表
に
し
て
'
次
に
掲
げ
る
。
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右
の
例
か
ら
、
同
じ
題
へ
同
じ
内
容
の
作
品
は
な
い
。
ク
ラ
ス
四
〇
人
四
〇

様
の
読
み
と
り
を
し
て
い
る
。
生
徒
各
自
の
読
み
の
確
立
は
一
応
達
成
さ
れ



た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

方
法
と
し
て
、
自
分
の
読
み
と
っ
た
内
容
を
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と

を
明
示
し
た
た
め
へ
読
み
と
り
の
過
程
で
何
を
ど
の
よ
う
に
読
み
と
っ
た
か

を
生
徒
た
ち
は
明
確
に
し
て
い
た
。
伝
え
る
と
予
告
し
な
か
っ
た
場
合
'
生

徒
の
読
み
は
各
個
人
の
中
に
留
ま
っ
て
、
唆
味
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
も

思
わ
れ
る
。
自
分
が
作
品
か
ら
読
み
と
っ
た
内
容
を
明
確
に
す
る
、
そ
の
場

合
へ
他
者
に
伝
え
る
、
分
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
文
章
を
読
み

と
っ
て
い
っ
た
の
で
'
そ
の
姿
勢
が
最
後
の
小
論
文
に
も
繋
が
っ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
論
文
の
古
き
出
し
に
持
っ
て
こ
さ
せ
た
の

も
'
相
手
に
伝
え
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
か
ら
で
あ
る
。

教
材
と
し
て
、
「
夏
目
淑
石
」
「
万
葉
集
・
古
今
集
・
新
古
今
集
」
は
多
く
の

書
物
へ
文
献
へ
論
文
が
あ
る
の
で
選
択
の
幅
が
あ
り
へ
生
徒
は
そ
の
中
か
ら
自

分
の
個
性
に
合
致
し
た
も
の
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
多
様
な
角
度
か
ら
小
論

文
を
容
-
の
に
通
し
た
教
材
で
あ
っ
た
.
小
論
文
に
お
け
る
読
み
の
確
立
は
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
小
論
文
の
発
表
だ
が
'
「
夏
目
激
石
」
の
場
合
は
現
代
文
で

分
か
り
や
す
い
の
で
他
の
生
徒
の
小
論
文
も
納
得
し
な
が
ら
聞
い
て
い
た
。
し

か
し
'
古
文
の
時
は
'
自
分
の
研
究
対
象
と
異
な
っ
た
場
合
は
関
心
を
持
て
な

い
生
徒
も
お
り
へ
伝
え
合
え
た
か
ど
う
か
は
疑
問
と
し
て
残
っ
た
。

言
語
活
動
と
し
て
'
「
こ
こ
ろ
」
の
各
自
の
読
み
を
発
表
す
る
こ
と
で
話

す
こ
と
に
繋
げ
、
そ
れ
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
小
論
文
を
書
-
こ
と
を
深
め

さ
せ
た
。
そ
の
間
へ
図
雷
館
学
習
に
よ
り
情
報
の
集
め
方
へ
　
調
べ
方
を
生
徒

は
学
ん
だ
。
「
こ
こ
ろ
」
の
発
表
メ
モ
の
作
成
と
小
論
文
を
容
-
こ
と
で
ま

と
め
方
を
知
り
'
そ
れ
を
発
表
す
る
こ
と
で
'
発
表
の
仕
方
の
学
ぶ
力
を
育

て
る
こ
と
が
で
き
た
。
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