
｛
第
臼
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
｝

3 

表
現
す
る
力
を
伸
ば
す
授
業
の
提
案

｜
｜
「
言
外
の
意
味
」
に
注
目
し
て
｜
｜

I 

は
じ
め
に

前
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
よ
り
国
語
科
の
目
標
の
中
に
「
伝
え
合
う
力
」

と
い
う
語
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
今
回
の
改
訂
で
も
引
き
続
き
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
小
森
（

3
3
）
は
、
「
伝
え
合
う
力
」
を
育
成
す
る
た
め
に
重
要
な
要
素

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
五
つ
の
言
語
意
識
を
挙
げ
て
い
る
。

（l
）
「
相
手
意
識
」

（2
）
「
目
的
意
識
」

（3
）
「
場
面
や
状
況
意
識
、
条
件
意
識
」

（4
）
「
相
手
や
目
的
、
場
面
や
状
況
・
条
件
な
ど
を
考
え
た
り
、
判
断
し

な
が
ら
、
意
図
的
・
計
画
的
に
話
し
た
り
、
相
手
の
話
の
意
図
や
要
点
を

的
確
に
聞
き
取
っ
た
り
す
る
た
め
の
方
法
や
技
能
意
識
」

（5
）
「
相
手
や
目
的
、
場
面
や
状
況
・
条
件
な
ど
を
踏
ま
え
、
自
分
の
言

葉
で
意
図
的

・
計
画
的
に
表
現
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
言
語
行
為
に

な
っ
て
い
る
か
等
を
自
己
評
価
（
相
互
評
価
も
含
む
）
す
る
評
価
意
識
」

rムー・
子

史

田

日百

ま
た
、
田
近

C

O
CA
＃）
は
、
「
言
語
意
識
」
を
「
言
語
表
現
の
正
誤
、
適
否

あ
る
い
は
効
果
な
ど
に
注
意
を
向
け
て
、
的
確
に
表
現
し
た
り
理
解
し
よ
う
と

し
た
り
す
る
心
の
は
た
ら
き
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。

表
現
す
る
際
の
「
言
語
表
現
の
正
誤
、
適
否
あ
る
い
は
効
果
な
ど
に
注
意
を

向
け
」
さ
せ
る
指
導
に
は
、
様
々
の
方
向
性
や
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
、
こ
の
度
は
「
一言
語
表
現
の
効
果
」
を
取
り
上
げ
、
特
に
言
葉
が
示
す
言
外

の
意
味
に
注
目
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
「
文
字
言
語
の
持
つ
無
限
性
と
限

界
」
と
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
た
。

「
文
字
言
語
の
無
限
性
」
と
は
、
換
言
す
れ
ば
「
言
葉
そ
の
も
の
の
持
つ
意

味
に
加
え
て
意
識
的
に
持
た
せ
る
こ
と
の
で
き
る
言
外
の
意
味
」
で
あ
る
。
例

え
ば
、
俳
句
と
い
う
表
現
形
式
の
作
品
に
は
、
十
七
音
で
は
と
て
も
収
ま
り
き

れ
な
い
世
界
観
が
こ
め
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
手
紙
に
「
息
子
に
も
困
っ
た
も
の

で
す
」
と
書
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
わ
が
子
を
微
笑
ま
し
く
見
つ
め
る
親
の
目

が
こ
め
ら
れ
た
り
す
る
。

「
文
字
一
言
語
の
限
界
」
と
は
、
文
字
の
み
の
伝
達
で
あ
る
こ
と
で
、
言
外
の

意
味
が
一
人
歩
き
す
る
こ
と
を
指
す
。
発
信
者
の
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
そ
の
意
図
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を
超
え
、
あ
る
い
は
異
な
っ
た
方
向
へ
一
人
歩
き
す
る
こ
と
で
、
発
信
者
の
意

図
と
は
違
っ
た
受
信
と
な
り
、
発
信
者
の
心
情
が
誤
解
さ
れ
た
り
、
時
に
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
し
た
り
す
る
。

つ
ま
り
「
文
字
言
語
の
無
限
性
と
限
界
」
は
表
裏
一
体
で
あ
り
、
不
用
意
な

言
語
使
用
は
「
限
界
」
に
つ
な
が
る
一
方
、
言
外
に
示
す
意
味
を
よ
く
吟
味
し

た
上
で
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
（
言
外
の
意
味
を
意
識
的
に
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
れ
ば
）
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
言
語
の
持
つ
可
能

性
は
「
無
限
」
に
広
が
る
と
い
え
る
。

本
実
践
は
、
文
字
言
語
に
お
い
て
、
っ
か
お
う
と
す
る
語
の
表
し
う
る
言
外

の
意
味
を
つ
か
う
前
に
意
識
さ
せ
る
手
だ
て
と
し
て
、
創
作
活
動
と
そ
の
推
敵

の
聞
に
、
全
く
題
材
の
違
う
創
作
活
動
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
前
と

事
後
に
お
け
る
「
言
外
の
意
味
へ
の
意
識
」
に
変
容
が
み
ら
れ
る
か
試
み
る
目

的
で
行
う
も
の
で
あ
る
。

II 

単
元
の
構
成

指
導
計
画

（l
）
俳
句
創
作
I
：
「
文
字
言
語
の
無
限
性
」
の
意
識
付
け

（
2
）
日
常
に
お
け
る
一
言
葉
の
す
れ
違
い
の
学
習
・
「
文
字
言
語
の
限
界
」

の
意
識
付
け

（3
）
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

l
の
読
み
取
り
：
・
「
文
字
言
語
の
無
限
性
」
を
利
用

し
た
例

（4
）

P
R
ポ
ス
タ
ー
（
コ
ン
テ
）
の
制
作
文
字
言
語
の
無
限
性
を
利
用

し
て
「
書
か
ず
に
表
す
①
」

（5
）
俳
句
創
作
E

文
字
言
語
の
無
限
性
を
利
用
し
て
「
書
か
ず
に
表
す

②」

2

対
象
学
年
第
三
学
年

3

指
導
時
期
九
月
1
十
一
月

4

単
元
の
構
成

（l
）
「
文
字
言
語
の
無
限
性
」
の
意
識
付
け

l
俳
句
創
作
I

ま
ず
、
「
文
字
言
語
の
無
限
性
」
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
、
俳
句
の
鑑
賞
及

び
創
作
、
比
聡
等
表
現
技
法
の
学
習
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
特
に
変
わ
っ
た
手

法
を
用
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

『言
外
に
示
す
意
味
」
と
い
う
語
を
意
識
的

に
用
い
て
、
言
葉
の
辞
書
的
意
味
を
超
え
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
さ

せ
た
。
俳
句
の
創
作
に
つ
い
て
は
、
単
元
の
最
終
段
階
に
お
け
る
推
敵
再
創

作
に
向
け
て
モ
チ
ベ

l
シ
ヨ
ン
を
維
持
さ
せ
る
狙
い
も
あ
っ
て
、
尾
道
市
観
光

協
会
が
主
催
す
る
「
お
の
み
ち
俳
句
ま
つ
り
」
の
課
題
を
利
用
し
、
実
際
に
応

募
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
行
わ
せ
た
。

（2
）
文
字
言
語
の
限
界
｜
言
葉
の
す
れ
違
い

次
に
、
「
文
字
言
語
の
限
界
」
を
意
識
さ
せ
る
た
め
に
、
日
常
生
活
に
お
け

る
会
話
場
面
に
み
ら
れ
る
す
れ
違
い
や
電
子
メ

1
ル
の
や
り
と
り
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
事
例
を
用
い
な
が
ら
考
え
さ
せ
た
。

財
団
法
人
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
協
会
会
主
白
ヨ
＝
）
が
M
C
CM

年
に
行
っ
た
ア
ン

ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
電
子
メ
1
ル
が
原
因
で
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
経
験
が
あ
る

と
し
た
回
答
者
の
お
%
が
、
そ
の
原
因
を
「
言
葉
の
行
き
違
い
」
に
よ
る
ト
ラ

ブ
ル
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
日
本
人
の
多
く
が
日
常
の
言
語
生
活
に
お
い
て

直
面
し
て
い
る
問
題
で
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
生
徒
に
も
同
様
の
経
験
が
あ
る
と

考
え
て
、
電
子
メ
ー
ル
を
取
り
扱
っ
た
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
踏
み
込
む
と
メ
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デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
l
の
方
向
へ
向
か
い
す
ぎ
る
懸
念
が
あ
っ
た
た
め
、
あ
く

ま
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
言
葉
の
行
き
違
い
の
例
と
し
て
あ
げ
る

に
と
ど
め
た
。

（3
）
文
字
言
語
の
無
限
性
｜
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー

「
文
字
言
語
の
無
限
性
」
を
う
ま
く
利
用
し
て
大
衆
の
心
理
を
巧
み
に
引

く
例
と
し
て
、
以
下

2
例
の
広
告
デ
ザ
イ
ン
（
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

l
）
を
取
り

扱
っ
た
。
授
業
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
広
告
の
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
工
夫
点
と
、

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

l
に
こ
め
ら
れ
た
言
外
の
意
味
（
H
こ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に

よ
っ
て

P
R
し
た
い
こ
と
）
を
考
え
さ
せ
た
。
個
に
よ
る
考
察
の
後
に
グ
ル
ー

プ
学
習
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
生
徒
の
反
応
が
こ
と
の
ほ
か
良
く
、
発
言

し
た
い
意
欲
が
あ
り
あ
り
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
、
自
由
発
言
に
よ
っ
て
お
お
か

た
を
展
開
し
、
そ
の
後
に
発
言
し
な
い
生
徒
の
意
見
や
見
方
も
取
り
入
れ
ら
れ

る
よ
う
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
行
っ
た
。

〈
取
り
扱
っ
た
広
告
デ
ザ
イ
ン
〉

－
大
塚
製
薬

・
ポ
カ
リ
ス
エ
ッ
ト
「
人
間
の
欲
し
が
る
水
と
、
植
物
が
欲
し

が
る
水
は
違
う
o
」（
一渓唱
年
、
雑
誌
広
告
、
図
l
）

／ 

人間の欲ぽる水と
織物が観世Eがる水l孟違う

目
大塚製薬の雑誌広告図1

日
清
食
品

一
カ
ッ
プ
ヌ
l
ド
ル
「
世
界
の
非
常
食
に
な
り
ま
せ
ん
よ
う
に
」

C

O
OK
一
年
、
第
臼
回
朝
日
広
告
賞
グ
ラ
ン
プ
リ
作
品
、
新
聞
広
告
、
図
2
）
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日清製粉の新聞広告図2
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最
初
に
、
商
品
の
画
像
が
は
っ
き
り
一不
さ
れ
て
お
り
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

l
に

こ
め
ら
れ
た
意
味
も
比
較
的
と
ら
え
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
「
ポ
カ
リ
ス
エ

y

ト
」
の
広
告
を
取
り
扱
い
、
広
告
全
体
に
み
ら
れ
る
工
夫
点
、
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
の
順
に
進
め
た
。

生
徒
か
ら
出
さ
れ
、
全
体
で
確
認
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
工
夫
点
、
読
み
取
れ
る

こ
と
は
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

広
告
全
体
に
見
ら
れ
る
工
夫
点

・
デ
ザ
イ
ン
が
シ
ン
プ
ル
で
あ
る

こ
と
。

コ
ピ
ー
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

－
人
間
が
必
要
と
す
る
成
分
が
豊

富
に
入
っ
て
い
る
こ
と
の

P
R
。



日清食品 大塚製薬

時 ・ か ・る な照 1がこ
間コる商こ遠 つ 的 本 対 lと背
でピデ品 とく てにの比本 o景
読 lザ名 。か いイ植的の が
めがイが ら るメ物に葉 白
る短ンな み こ！と表と で
こくでく て とジ l現ポ対
ときあて も 。で人さカ 象
。わるも 印 きのれリ 物
め こ そ 象 る人てス が
てとれ的 よ 間 い エ 目
短。とで うを ツ 立
いわあ に 対 て ト つ

う ・（ とこ・て なこ
こぜ企原ら世ほ日 いと不
と界業Jな界し常 ↓の用
の中 j ぃ平いの 環訴意
さで l業世和と食 境、に

り売 で界（い品 間~捨
げれ話あで環うと 題（て

なて向るあ境 Pし ）植な

いい上こっ破 Rて 物 ぃEる）と て 壊 。毎 にで
のほ） 日 はほ

！と Pしの 買 向し
）~ ぃ R い起 つ かい

表

二
つ
の
広
告
デ
ザ
イ
ン
と
コ
ピ
l
の
工
夫
点
、
読
み
取
れ
る
こ
と

（4
）
書
か
ず
に
表
す
①
｜
東
雲
中
学
校
P
Rポ
ス
タ
ー

キ
ャ

ッ
チ
コ
ピ
l
の
読
み
取
り
を
生
か
し
て
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
l
の
創
作
を

行
わ
せ
た
。
題
材
は
、
生
徒
個
々
に
よ
る
対
象
物
へ
の
知
識
の
差
が
出
に
く
い

も
の
を
と
考
え
、
本
校
の

P
Rポ
ス
タ
ー
を
選
ん
だ
。
作
品
は
実
際
に
A
3
の

大
き
さ
に
拡
大
し
て
校
内
各
所
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
本
校
を
紹
介
す
る
何

ら
か
の
場
面
で
使
用
す
る
こ
と
を
伝
え
た
（
実
際
に
は
、
本
校
入
学
者
説
明
会

資
料
に
一
部
を
掲
載
し
た
）
。

制
作
に
あ
た
っ
て
は
、
キ
ヤ

y
チ
コ
ピ
！
の
創
作
を
メ
イ
ン
に
、
ポ
ス
タ
ー

全
体
の
デ
ザ
イ
ン
の
コ
ン
テ
を
作
成
す
る
と
こ
ろ
ま
で
生
徒
に
行
わ
せ
る
こ
と

と
し
、
そ
の
う
ち
何
点
か
を
選
ん
で
教
師
が
ポ
ス
タ
ー
に
仕
上
げ
た
。（
図
3
1

7
参
照
）

こ
こ
に
挙
げ
た
制
作
例
は
い
ず
れ
も
、
キ
ャ

ッ
チ

・
コ
ピ
l
と
背
景
や
挿
入

写
真
の
双
方
に
本
校
の
P
R内
容
を
こ
め
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
P
Rポ
ス

タ
ー
と
し
て
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
完
成
度
を
持
つ
か
否
か
の
差
異
は
あ
る
が
、
こ

こ
に
紹
介
し
な
い
他
の
作
品
も
、
概
ね

「言
外
に
示
す
意
味
」
を
意
識
し
、
そ

れ
を
利
用
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
作
品
と
し
て
コ
ン
テ
を
描
け
て
い
る
例
が

多
か
っ
た
。

PRポスター創作例①

図4 PRポスター創作例①
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本
店
，
に
大
事
な
も
の
っ
て

持
っ
て
る
よ
う
で
持
つ
て
な
い
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PRポスター創作例①

（5
）
書
か
ず
に
表
す
②
｜
俳
句
創
作
E

本
単
元
の
第
1
段
階
で
俳
句
創
作
を
行
わ
せ
た
が
、
同
じ
題
材
（
「
お
の
み

ち
俳
句
ま
つ
り
」
に
お
け
る
課
題
）
を
用
い
て
再
度
創
作
さ
せ
た
。
こ
こ
で

は
、
前
回
創
作
し
た
作
品
を
基
に
推
敵

・
改
作
す
る
こ
と
を
基
本
に
、
新
作
の

創
作
も
認
め
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
l
創
作
の
際
に
は
「
書

か
ず
に
表
す
」
た
め
に
、
写
真
や
絵
、
コ
ピ
l
の
字
体
や
色
づ
か
い
な
ど
に
表

し
た
い
意
味
を
こ
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
俳
句
の
創
作
で
は
、
そ
う
い
っ
た

手
法
が
全
く
使
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
一
語
、
一
文
字
を
じ
っ
く
り
吟
味
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
同
じ
語
で
も
表
記
を
変
え
る
こ
と
で
受
け
る
印

象
が
変
わ
る
こ
と
を
お
さ
え
た
。

図5PRポスタ創作例④

田

結
果
と
考
察
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言
外
に
一
不
す
意
味
を
利
用
し
て
表
現
す
る
活
動
を
、
俳
句
の
創
作
、
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ

l
の
創
作
、
俳
句
の
創
作
と
く
り
返
し
行
わ
せ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て

言
外
に
示
す
意
味
を
意
識
し
て
表
現
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
そ
の
変
容
を

2
回
創
作
し
た
俳
句
の
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
検
証
し
て
み
た
。
な
お
、
言

外
の
世
界
観
の
広
が
り
を
視
点
と
す
る
検
証
で
あ
り
、
俳
句
作
品
と
し
て
の
完

成
度
や
質
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
検
証
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の

客
観
性
を
高
め
る
た
め
に
、
評
価
を
国
語
科
教
師
2
名
で
行
っ
た
。

初
創
作
・
再
創
作
全
臼
組
の
事
例
を
、

一言
外
の
意
味
を
意
識
し
た
創
作
に

な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
視
点
と
し
て
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

O

一
部
の
語
を
変
え
て
、
言
外
の
意
味
に
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き

：
1

5

1
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八
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。
一
部
の
語
を
変
え
た
が
、
言
外
の
意
味
に
広
が
り
を
持
た
せ
ら
れ
な
か
っ

た
例
・

9
例

再
創
作
で
新
し
い
作
品
を
創
作
し
、
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た

1

〕
』

布
v
・

引
ω
布
ν

再
創
作
で
新
し
い
作
品
を
創
作
し
た
が
、
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
例
・
・
・

8
例

ど
ち
ら
の
創
作
も
全
く
同
じ
句
を
提
出
し
た
例
・
－

U
例

。。。
以
上
の
よ
う
に
、
初
創
作
と
比
べ
て
、
再
創
作
の
方
に
よ
り
言
外
の
意
味
に

広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
例
が
お
例
、
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
変
容
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
例
が
却
例
と
い
う
結
果

で
あ
っ
た
。

次
に
、

言
外
の
意
味
に
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
例
と
し
て
、

8

例
を
挙
げ
る
。

｛事
例
l

｝

（
初
創
作
）
千
光
寺
桜
を
運
ぶ
春
の
風

（
再
創
作
）
次
々
と
花
人
と
な
る
観
光
客

初
創
作
で
は
季
語
が
重
な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
さ
れ
、
推
敵
後
で
は
是
正
し

て
い
る
。
初
創
作
が
情
景
を
描
写
し
た
に
と
ど
ま
る
内
容
で
あ
っ
た
の
に
比

べ
、
再
創
作
で
は
「
花
人
」
と
い
う
造
語
に
、
見
事
な
桜
に
魅
入
ら
れ
る
人
の

心
情
や
表
情
を
こ
め
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
再
創
作
の
句
は
、

「
お
の
み
ち
俳
句
ま
つ
り
小
中
学
校
の
部
」
に
お
い
て
、
特
選
に
選
ば
れ
た
作

品
で
も
あ
る
。

【事
例
2】

（
初
創
作
）
尾
道
の
桜
の
声
が
聞
こ
え
た
よ

（
再
創
作
）
通
り
道
二
人
の
上
に
花
の
雨

初
創
作
の
「
桜
の
声
」
と
い
う
擬
人
的
表
現
、
桜
を
聴
覚
で
捉
え
た
点
な
ど

興
味
深
い
が
、
再
創
作
の
「
通
り
道
」
や
「
二
人
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
読
み

手
が
自
由
に
想
像
す
る
ス
ペ
ー
ス
を
大
き
く
広
げ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

｛事
例
3

】

（初
創
作
）
風
に
乗
り
散
り
ゆ
く
様
こ
そ
桜
な
り

（再
創
作
）
風
吹
き
て
顔
を
な
で
て
く
桜
吹
雪

初
創
作
は
こ
と
ば
通
り
の
世
界
観
し
か
感
じ
ら
れ
ず
、
そ
こ
か
ら
の
広
が
り

を
得
ら
れ
な
い
作
品
で
あ
る
が
、
再
創
作
で
は
桜
の
花
び
ら
に
「
顔
を
な
で
」

ら
れ
た
人
の
心
情
を
想
像
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
表
現
で
き
た
分
、
世
界
観
が
広

が
っ
て
い
る
。
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【事
例
4

】

（
初
創
作
）
花
開
く
ピ
ン
ク
に
二
人
の
明
日
誓
う

（
再
創
作
）
咲
き
誇
る
桜
に
二
人
の
明
日
誓
う

「
花
開
く
」
「
ピ
ン
ク
」
か
ら
容
易
に
連
想
さ
れ
る
「
二
人
」
の
関
係
（
恋
愛

関
係
）
が
、
「
咲
き
誇
る
」
と
し
た
こ
と
で
も
っ
と
自
由
に
連
想
で
き
る
と
思

う
、
と
は
作
者
の
弁
で
あ
る
。
作
品
と
し
て
の
完
成
度
や
表
現
の
妥
当
性
は
と

も
か
く
、

一言
外
の
意
味
を
し
っ
か
り
意
識
し
な
が
ら
推
敵
し
た
結
果
で
あ
る
。



｛事
例
5

｝

（
初
創
作
）
屋
根
の
上
子
猫
が
に
ゃ
あ
ん
と
桜
吹
雪

（
再
創
作
）
潮
風
や
子
猫
が
に
ゃ
あ
ん
と
桜
吹
雪

初
創
作
で
は
、
読
み
手
の
視
点
が
屋
根
の
上
に
限
定
さ
れ
る
表
現
と
な
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
を
「
潮
風
や
」
と
し
た
こ
と
で
海
の
方
向
に
も
情
感
が
は
た
ら

き
、
情
景
に
深
み
が
増
し
て
い
る
。
こ
の
作
者
は
、
言
外
の
世
界
観
を
広
げ
る

た
め
に
、
初
句
の
言
葉
選
び
に
推
敵
の
ほ
と
ん
ど
を
費
や
し
た
。
【事
例
4

】

と
同
様
の
変
容
と
い
え
、
こ
う
し
た
例
は
他
に
も
3
例
み
ら
れ
た
。

｛事
例
6

｝

（
初
創
作
）
恋
を
す
る
猫
の
う
し
ろ
に
桜
舞
う

（
再
創
作
）
千
光
寺
ね
こ
の
う
し
ろ
に
桜
舞
う

初
創
作
の
段
階
で
、
猫
に
視
点
が
集
中
し
て
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
り
に

く
い
、
と
い
う
教
師
の
評
価
か
ら
、
再
創
作
で
は
初
句
を
「
千
光
寺
」
と
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
情
景
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
広
が
っ
た
と
い
え
る
。

｛事
例
7

｝

（
初
創
作
）
展
望
台
レ
ン
ズ
に
映
る
春
の
精

（
再
創
作
）
こ
も
れ
び
に
目
を
細
め
れ
ば
初
桜

初
創
作
で
は
、
展
望
台
の
望
遠
鏡
を
の
ぞ
く
人
の
心
情
が
想
像
さ
れ
る
が
、

再
創
作
で
は
「
こ
も
れ
ぴ
」
の
中
で
何
を
し
て
い
る
の
か
、
ど
ん
な
心
情
で
上

を
見
上
げ
、
「
初
桜
」
に
気
づ
い
た
と
き
の
心
情
や
表
情
は
ど
う
な
の
か
、
な

ど
想
像
さ
れ
る
ス
ペ
ー
ス
が
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
再
創
作
の

句
は
、
「
お
の
み
ち
俳
句
ま
つ
り
小
中
学
校
の
部
」
に
お
い
て
、
入
選
に
選
ば

れ
た
作
品
で
も
あ
る
。

【事
例
8｝

（
初
創
作
）
春
の
杢
最
初
の
一
歩
ふ
み
だ
そ
う

（
再
創
作
）
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
校
庭
に
舞
う
春
の
風

新
し
い
環
境
を
迎
え
る
春
と
い
う
季
節
の
「
一
歩
」
が
、
ど
ん
な
新
生
活
を

表
す
の
か
、
初
創
作
に
も
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
再
創
作
で

も
コ
ン
セ
プ
ト
を
変
え
て
や
は
り
広
が
り
の
あ
る
作
品
を
創
作
し
た
。
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
の
校
庭
と
い
う
一
種
無
機
質
な
場
に
吹
く
暖
か
な
風
か
ら
、
そ
れ
に

吹
か
れ
る
子
と
も
た
ち
の
様
子
が
想
像
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
を
応
募
し
た
結
果
、
「
お
の
み
ち
俳
句
ま
つ
り
小
中
学
校
の

部
」
に
お
い
て
、
学
校
貨
を
受
賞
す
る
と
い
う
成
果
が
得
ら
れ
た
。
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以
上
、
言
外
の
意
味
を
意
識
し
て
表
現
す
る
力
を
高
め
る
た
め
の
方
策
と
し

て
、
創
作
活
動
と
そ
の
推
敵
の
間
に
、
全
く
題
材
の
違
う
創
作
活
動
を
は
さ
む

と
い
う
手
だ
て
は
、
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
創
作
作
品
の
評
価
・
検
証
に
お
い
て
は
、
さ
ら
な
る
精
微
化
が
課

題
と
い
え
よ
う
。

IV 

お
わ
り
に

ア
ル
パ

l
ト
・
メ
ラ
ピ
ア
ン
が

－2
一
年
に
提
唱
し
た
「
7

H

お
H

日
の

ル
l
ル
（
メ
ラ
ビ
ア
ン
の
法
則
こ
で
も
立
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
コ
ミ
ユ
ニ



ケ
l
シ
ヨ
ン
に
お
い
て
話
し
手
の
意
思
や
心
情
を
聞
き
手
が
と
ら
え
る
際
、
そ

の
判
断
基
準
の
中
に
言
語
そ
の
も
の
の
持
つ
意
味
が
占
め
る
割
合
は
こ
と
の
ほ

か
低
い
。
こ
れ
は
言
語
そ
の
も
の
を
ど
う
い
っ
た
表
情
で
（
視
覚
情
報
）
、
ど

の
よ
う
な
口
調
で
（
聴
覚
情
報
）
述
べ
た
か
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
か
ら
で
あ

ヲ心
。伝

え
方
の
ま
っ
た
く
異
な
る
文
字
言
語
に
あ
っ
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え

る
。
書
き
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
も
、
そ
の
相
手
や
目
的
、
場

面
や
状
況
と
い
っ
た
諸
事
項
に
よ
っ
て
、
前
後
の
文
脈
や
用
い
ら
れ
る
語
の
違

い
な
ど
で
、
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
を
超
え
た
表
現
意
図
を
感
じ
さ
せ
る
、
あ

る
い
は
感
じ
る
の
で
あ
る
。
生
徒
の
今
後
の
言
語
生
活
に
お
い
て
も
、
自
分
の

心
情
を
伝
え
る
、
仕
事
上
の
情
報
を
伝
え
る
な
ど
様
々
な
場
面
で
行
き
当
た
る

課
題
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
引
き
続
き
、
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。
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