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

3 

短
歌
・
俳
句
に
学
ぶ
こ
と
ば
の
力

｜
｜
主
体
的
に
活
動
す
る
場
を
ど
う
作
る
か
｜
｜

は
じ
め
に
｜
主
題
設
定
の
動
機
｜

読
解
中
心
の
授
業
ス
タ
イ
ル
へ
の
問
題
意
識
と
学
習
者
の
可
能
性

本
校
は
、
普
通
科
で
l
学
年
8
ク
ラ
ス
（
理
数
コ

l
ス
l
ク
ラ
ス
を
含
む
）
、

全
校
引
A

ク
ラ
ス
の
高
等
学
校
で
あ
る
。
生
徒
の
ほ
と
ん
ど
が
進
学
を
希
望
し
て

お
り
、
各
教
科
で
は
入
試
に
対
応
で
き
る
学
力
を
つ
け
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て

い
る
。そ

う
い
う
中
で
、
読
解
中
心
の
自
分
の
授
業
ス
タ
イ
ル
で
は
、
学
習
者
に
主

体
的
な
学
習
の
手
ご
た
え
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
、
と
い
う
問
題

意
識
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
学
習
者
は
、
自
分
の
言
葉
で
考
え
を
述
べ
る
こ
と
に

自
信
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
一
方
で
、
伝
え
た
い
「
内
容
」
と
そ
れ
を
表
現
し

た
い
と
い
う
「
意
欲
」
が
あ
る
時
に
は
素
晴
ら
し
い
能
力
を
発
揮
す
る
と
い
う

こ
と
も
感
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
そ
う
い
う
学
習
者
の
持
っ
て
い
る
能
力
を

も
っ
と
授
業
の
場
で
発
揮
さ
せ
、
伸
ば
す
た
め
に
、
生
徒
が
主
体
的
に
考
察

し
、
想
像
し
、
表
現
し
、
伝
え
合
う
場
を
授
業
の
中
に
ど
う
作
り
だ
し
て
い
く

頼

由

美

同

か
、
と
い
う
課
題
に
取
り
組
ん
で
み
よ
う
と
考
え
た
。

「
こ
と
ば
の
力
」
と
「
短
歌
・
俳
句
」
に
つ
い
て

「
こ
と
ば
」
は
「
力
」
を
持
っ
て
い
る
。
普
段
の
生
活
の
中
で
、
人
生
を
支

え
、
人
を
慰
め
、
逆
に
落
胆
さ
せ
も
す
る
「
こ
と
ば
」
。
文
学
に
お
い
て
は
、

美
し
い
情
景
や
世
界
観
、
複
雑
な
精
神
世
界
を
描
き
出
し
、
自
分
と
は
別
の
人

生
を
生
き
さ
せ
て
く
れ
る
。
「
こ
と
ば
」
の
、
人
と
人
生
に
対
す
る
影
響
力
は

大
き
い
。

こ
の
単
元
で
は
、
短
歌
・
俳
句
を
通
し
て
、
こ
の
「
こ
と
ば
そ
の
も
の
が
持

つ
力
」
や
「
こ
と
ば
の
持
つ
可
能
性
」
を
感
じ
取
ら
せ
た
い
、
と
い
う
の
が
一

番
大
き
な
思
い
で
あ
っ
た
。
言
葉
の
持
つ
力
を
実
感
で
き
た
時
、
白
ら
の
言
語

能
力
を
高
め
る
学
習
へ
の
意
欲
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
短
歌
・
俳
句
は
、
限
ら
れ
た
字
数
の
中
で
、
あ
る
心
情
や
情
景
を
描
き

出
す
た
め
に
、
修
辞
法
や
表
現
技
法
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
一
語
一
語
を
吟
味
し

尽
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
、
「
こ
と
ば
の
持
つ
力
」
を
実
感
さ
せ
る
の
に

は
最
適
な
教
材
だ
と
考
え
た
。
ま
た
、
小
説
の
よ
う
に
具
体
的
な
登
場
人
物
や

2 
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設
定
が
な
い
だ
け
に
、
読
む
者
の
想
像
に
あ
る
程
度
ま
か
せ
ら
れ
、
多
様
な
読

み
が
可
能
な
と
こ
ろ
も
、
学
習
者
の
主
体
性
を
引
き
出
し
ゃ
す
い
と
考
え
た
。

本
校
の
総
合
的
な
学
習
と
、
国
語
科
授
業
の
課
題

本
校
で
は
、
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
学
習
を

行
っ
て
い
る
。

3 3 2 1 

年次 年次 年次

ま 諜現ム章表ζ マ究新尚喜理究オ
と題 設（ 解・リ

めと 研究
定課

（新聞 課エ題 題ン
表（（

情報 の 学石究iJfテl 現課現

の 設定学部学科
） 題の 代社f'-三三

習（シ

収集
）課ヨ

ヨ定p)tの 題ン

現文芸術 の・

諸問 整究

草壁研究’報｜育 題 理

のに 主相李
収集 η レミ 現互の 章文表 ・

） 唖修評 模験援体とて 現進路

整理 考察 相研究

分析と
学旅 授業 互－

価）社評会 研学学科部＃語型ムr表~ ι 1'f 
（課
テ題
l研

こ
の
よ
う
に
、
本
校
で
は
、
「
論
理
的
な
文
章
を
読
む
力
」
や
「
論
理
的
に

思
考
し
表
現
す
る
力
」
を
養
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
語
科
授
業
だ
け
で
な
く

総
合
的
な
学
習
に
お
い
て
も
、
力
を
入
れ
て
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
実
際
に
生
徒
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
筋
道
立
て
て
論
述
す
る
文

章
の
型
は
あ
る
程
度
廻
自
得
し
て
い
く
が
、
内
容
の
構
築
に
つ
い
て
は
、
課
題
文

を
な
ぞ
り
直
し
た
程
度
の
、
通
り
一
遍
で
表
面
的
な
も
の
が
多
い
。
提
起
さ
れ

た
問
題
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
、
そ
の
問
題
に
通
じ
る
事
象
を

白
分
の
身
の
回
り
の
生
活
の
中
か
ら
見
つ
け
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
自
分
の
音
叫

見
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
力
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ

は
、
「
想
像
す
る
カ
」
「
発
想
す
る
力
」
の
不
足
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。

国
語
科
授
業
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
「
力
」
を
ど
の
よ
う
に
「
習
得
」
さ
せ
た

ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
「
活
用
」
の
仕
方
に
は
ど
ん
な
方
法
が
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

今
回
の
実
践
は
、
短
歌
・
俳
句
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
通

し
、
「
想
像
す
る
」
こ
と
そ
の
も
の
を
目
標
の
一
つ
に
掲
げ
て
こ
の
課
題
に
取

り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
何
を
ど
の
よ
う
に
「
習
得
」
「
活
用
」
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
う
い
う
「
探
究
」
に
つ
な
が
っ

て
い
く
の
か
、
学
習
指
導
要
領
の
内
容
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
証
し
、
考
察
し

て
い
き
た
い
。

- 90ー

授
業
の
計
画
と
実
際

実
施
時
期

対
象
学
年

使
用
教
材

単
元
名

単
元
観
・
指
導
観

本
単
元
は
、
近
現
代
短
歌
、
近
現
代
俳
句
に
つ
い
て
、
鑑
賞
と
創
作
の
両
面

か
ら
の
学
習
を
通
し
て
、
形
式
や
表
現
方
法
の
特
色
を
理
解
し
、
短
詩
型
文

学
の
鑑
賞
と
創
作
の
楽
し
み
を
味
わ
え
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
犬
」

「
猫
」
「
蝶
」
「
走
る
・
歩
く
」
「
飲
む
・
食
う
」
と
い
う
、
五
つ
の
題
詠
が
設
定

2 

二
O
一
一
年
十
一
月
初
旬
l
下
旬

高
校
二
年
生
文
型
ク
ラ
ス
（
但
名
×

2
ク
ラ
ス
）

教
科
書
『
改
訂
版
現
代
文
』
（
第
一
学
習
社
）

創
作
の
楽
し
み
「
短
歌
と
俳
句
』

7
時
間
計
画

3 4 5 



さ
れ
、
題
詠
ご
と
に
短
歌
四
首
・
俳
句
四
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
題

詠
の
中
で
も
、
モ
チ
ー
フ
、
表
現
方
法
、
視
点
な
ど
多
様
な
変
化
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
精
選
さ
れ
て
い
る
。

短
歌
・
俳
句
は
、
限
ら
れ
た
字
数
の
中
で
豊
か
な
心
情
や
情
景
を
表
現
す
る

た
め
に
、
一
語
一
語
が
吟
味
さ
れ
、
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
方
や
修
辞
法
な
ど
工

夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
題
材
も
学
習
者
の
身
近
な
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
想
像
力
を
働
か
せ
て
こ
と
ば
一
つ
一
つ
を
味
わ
っ
て
い
く
学
習
に
最
適

で
あ
る
。

作
品
の
言
葉
、
表
現
に
つ
い
て
感
性
や
想
像
力
を
働
か
せ
て
情
景
や
心
情
を

的
確
に
把
握
し
、
多
様
な
表
現
方
法
と
、
そ
の
効
果
を
考
え
さ
せ
た
い
。
そ
し

て
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
豊
か
な
世
界
を
味
わ
い
、
「
こ
と
ば
の
力
」
を
実
感
さ

せ
た
い
。
ま
た
、
最
終
的
に
は
自
分
で
創
作
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
目
標
に

掲
げ
る
こ
と
で
、
教
科
書
作
品
の
発
想
や
視
点
に
自
ら
着
服
し
、
自
身
の
創
作

に
取
り
入
れ
よ
う
と
い
う
意
欲
も
喚
起
し
た
い
。
そ
し
て
、
書
く
活
動
・
暗

唱
・
意
見
交
流
な
ど
の
様
々
な
言
語
活
動
を
通
し
て
、
主
体
的
に
学
習
に
取
り

組
む
姿
勢
を
養
い
た
い
、
と
考
え
た
0

6

単
元
の
目
標

①
情
景
や
心
情
を
把
握
し
、
よ
り
深
く
味
わ
う
鑑
賞
の
仕
方
を
身
に
つ
け

る。短
歌
・
俳
句
の
形
式
と
表
現
方
法
の
特
色
と
そ
の
効
果
を
理
解
し
、
創

作
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。

発
想
や
想
像
力
を
豊
か
に
し
、
言
葉
に
対
す
る
感
受
性
を
磨
く
。

② ③ 

7

単
元
の
評
価
規
準

【
関
心
・
意
欲
・
態
度
】

①
現
代
短
歌
・
現
代
俳
句
に
親
し
み
、
表
現
に
即
し
て
、
そ
の
情
景
や
心

情
を
進
ん
で
想
像
し
た
り
理
解
し
た
り
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

学
ん
だ
表
現
方
法
の
特
色
を
進
ん
で
創
作
に
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
。

級
友
の
文
章
や
作
品
を
進
ん
で
読
み
味
わ
い
評
価
し
よ
う
と
し
て
い

る。

③②  
【
話
す
・
聞
く
能
力
】

①
表
現
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
、
相
手
に
分
か
る
よ
う

に
工
夫
し
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
他
の
学
習
者
の
意
見
や
授
業
者
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
的
確
に
聞
き
取

り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
書
く
能
力
】

①
作
品
の
表
現
に
即
し
て
、
情
景
や
心
情
に
つ
い
て
考
え
た
り
想
像
し
た

り
し
た
こ
と
を
、
的
確
な
言
葉
で
文
章
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
現
代
短
歌
・
現
代
俳
句
の
表
現
方
法
の
特
色
を
生
か
し
て
短
歌
・
俳
句

を
創
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
読
む
能
力
】

①
現
代
短
歌
・
俳
句
の
表
現
か
ら
、
表
現
方
法
と
効
果
・
特
色
に
つ
い
て

考
え
を
深
め
、
作
品
の
情
景
や
心
情
を
豊
か
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き

る。

【
知
識
・
理
解
】

①
短
詩
型
文
学
の
表
現
方
法
と
そ
の
効
果
・
特
色
に
つ
い
て
理
解
し
て
い

る。
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8 

指導の計画（全7時間）

7 6 5 4 3 2 1 時

生 短 イ憂鑑五 で相「 分文「 豊「 暗唱 い短
徒 歌 れ賞る 表互些 か作飲 か塑 て歌
作 た文 現評ー る成む を理
日仁1口 首

豊文 作歩
す価百 よ 食

露す一 首ー一 通解す 俳
の

成 Lくー
る。 つ意 し句

十日 俳 読。 ヰ’u目 三句二 に見之 てるの
互 句 を相一 工交ー る句 告。鑑
鑑 話互首 み像 の 夫流一 と の 寸＝ユー

賞 句 し 評価 合っA たし、， 社まF年牛 し。首
はど 解読

の芸」賞の
を 1口》、 一一 て さ員士L 

会を 一基
習

相
創作 てつグO 丙,_,, 

て」
読一み一句 つ

互 文章 をと 鑑賞 ぃ鑑 首本
内

し 取 の ぅ貫 と
評 選ル読解 知ーな
価 び l で的暗 て 円J ニ語ョ乞

こ暗 モ句る
廿~’ 

、プ 相確日目 話さ と 唱 の表

発す表 読みで 鑑賞
互に し」 か
話分白鑑賞 合つ と日音

予。告i~ 文

解日冗 読目
を唱

る。 合い 陪唱 。m話ロ 作文成 相 i去
手鑑 鑑 γ

賞、
葉 に賞 イコ

聞3圏3き国3国閣書① S関 き目3聞3快剛副 ①読 ① 関 評

価規

① 知 ① 知 準

9 

全
体
を
通
し
て
心
が
け
た
点

I

ワ
l
ク
シ
l
ト
の
使
用

鑑
賞
文
の
作
成
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
活
動
の
時
間
を
十
分
確
保
す

る
た
め
に
、
す
べ
て
ワ
l
ク
シ

1
ト
を
用
い
て
授
業
を
行
っ
た
。
目
標

ゃ
、
活
動
に
必
要
な
指
示
や
支
援
、
評
価
の
欄
ま
で
す
べ
て
ワ
1
ク
シ
ー

ト
に
入
れ
て
、
学
習
の
流
れ
が
学
習
者
に
分
か
る
よ
う
に
心
が
け
た
。

E

目
標
の
明
示
と
自
己
一
評
価

単
元
の
目
標
と
、
時
間
ご
と
の
目
標
を
ワ
l
ク
シ
l
ト
の
冒
頭
に
掲
げ

て
、
毎
回
明
示
し
、
授
業
の
初
め
に
確
認
し
た
。
こ
れ
は
、
目
標
を
毎
回

学
習
者
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
、
意
欲
と
、
玉
体
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を
狙

い
と
し
た
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ

1
ト
の
最
後
に
、
そ
の
日
の
学
習
の
目
標

に
対
す
る
自
己
評
価
の
欄
を
設
け
、
自
己
の
学
習
を
振
り
返
ら
せ
た
。

E

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

「
知
識
理
解
」
「
読
解
と
鑑
賞
」
「
創
作
」
と
い
う
流
れ
で
学
習
を
進
め

て
い
っ
た
。
中
盤
の
「
読
解
と
鑑
賞
」
は
、
何
時
間
も
か
け
て
合
計
日
個

の
俳
句
と
短
歌
を
読
解
・
鑑
賞
す
る
た
め
、
単
調
に
な
ら
な
い
よ
う
、
各

時
間
の
目
標
を
少
し
ず
つ
段
階
を
上
げ
る
形
で
設
定
し
た
。
ま
た
、
授
業

に
取
り
入
れ
る
言
語
活
動
や
意
見
交
流
の
仕
方
・
評
価
の
仕
方
も
、
で
き

る
だ
け
多
様
な
形
に
し
て
変
化
を
つ
け
、
か
つ
少
し
ず
つ
レ
ベ
ル
を
上
げ

て
い
く
よ
う
に
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
学
習
に
慣
れ
て
い
な
い
学

習
者
ゃ
、
苦
手
意
識
を
持
っ
て
い
る
学
習
者
で
も
、
少
し
ず
つ
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
し
て
い
け
る
よ
う
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

受
容
的
態
度

想
像
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
活
動
に
学
習
者
が
臆
さ
な
い
よ
う
に
、
出
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て
き
た
読
み
に
対
し
て
で
き
る
だ
け
受
容
的
、
肯
定
的
に
反
応
す
る
よ
う

に
心
掛
け
た
。
表
現
か
ら
ず
れ
た
解
釈
を
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
互
い
の
読
み
を
根
拠
を
交
え
て
交
流
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
気
づ
き

と
し
て
学
習
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
。

m
授
業
の
概
要

同
「
！
出
回
（
ワ
l
ク
シ
l
ト
「
創
作
の
楽
し
み
「
短
歌
と
俳
句
』
そ
の
l
」）

－
目
標
短
歌
・
俳
句
の
基
礎
知
識
を
理
解
す
る
ー
よ
り
深
く
味
わ
う
た
め

に
・
創
作
の
工
夫
に
生
か
す
た
め
に

1

E

導
入
新
聞
の
歌
壇
・
俳
壇
の
欄
を
配
布
し
、
幅
広
い
年
代
の
人
が
「
短

歌
・
俳
句
の
創
作
」
を
楽
し
ん
で
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

E

展
開
（
題
詠
「
犬
」
）

①
短
歌
の
鑑
賞
・
創
作
の
ポ
イ
ン
ト
が
「
構
成
」
に
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
。

【
短
歌
の
基
礎
知
識
の
習
得
】

学
習
l

「
犬
」
を
題
材
に
し
た
短
歌
四
首
に
つ
い
て
、
句
切
れ
・
句

切
れ
の
上
の
句
と
下
の
句
の
関
係
を
書
き
込
ま
せ
る
。
発
表
さ
せ
、
確

認
、
解
説
す
る
。
【
短
歌
の
基
礎
知
識
の
習
得
と
活
用
】

学
習
2
「
白
き
犬
水
に
飛
び
入
る
う
つ
く
し
さ
烏
鳴
く
烏
鳴
く
春
の
川

瀬
に
」
の
短
歌
に
つ
い
て
、
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
を
想
像
し
、
味
わ

わ
せ
る
。
ワ
1
ク
シ
l
ト
の
聞
い
に
答
え
る
形
で
書
き
込
ま
せ
る
。
そ

の
際
、
「
五
感
を
使
っ
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
」
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
。
発

表
さ
せ
て
共
有
す
る
。
【
短
歌
の
基
礎
知
識
の
習
得
と
活
用
】

俳
句
の
鑑
賞
・
創
作
の
ポ
イ
ン
ト
が
「
取
り
合
わ
せ
」
に
あ
る
こ
と
、

季
語
、
構
成
法
、
「
切
れ
」
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
学
習
さ
せ
る
。

【
俳
句
の
基
礎
知
識
の
習
得
】

② ③ ④ 

学
習
3
「
小
春
日
や
隣
家
の
犬
の
名
は
ピ
カ
ソ
」
の
俳
句
に
つ
い
て
、

表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
を
想
像
し
、
味
わ
わ
せ
る
。
ヮ
1
ク
シ
l
ト
の

問
い
に
答
え
る
形
で
書
き
込
ま
せ
る
。
発
表
さ
せ
て
共
有
す
る
。

【
俳
句
の
基
礎
知
識
の
習
得
と
活
用
｝

学
習
4

短
歌
「
白
き
犬
・
・
」
と
、
俳
句
「
小
春
日
や
・
：
」
を
暗
唱
さ

せ
る
。
そ
れ
を
二
人
組
で
互
い
に
聞
き
合
い
、
相
手
の
ワ
l
ク
シ
l
ト

に
サ
イ
ン
す
る
。
全
員
で
暗
唱
す
る
。

⑦
自
己
評
価
す
る
。

w
学
習
者
の
反
応

ど
の
一
言
葉
を
手
が
か
り
に
、
何
に
つ
い
て
想
像
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
ワ
ー

ク
シ
l
ト
に
ヒ
ン
ト
と
し
て
示
し
た
こ
と
、
ま
た
書
く
ス
ペ
ー
ス
を
少
な

く
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
鑑
賞
が
苦
手
な
者
も
取
り
組
み
ゃ
す
か
っ
た
と

見
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
学
習
者
が
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
書
く
こ
と
が
で

き
て
い
た
。
し
か
し
、
分
量
に
は
差
が
あ
り
、
旦
ハ
体
的
に
描
写
し
て
い
る

者
も
い
れ
ば
単
語
を
並
べ
た
だ
け
の
者
も
い
た
。
し
か
し
こ
の
段
階
で

は
、
文
章
化
よ
り
も
、
作
者
の
表
現
方
法
の
工
夫
を
理
解
す
る
こ
と
が
目

的
で
、
「
想
像
す
る
こ
と
」
は
、
表
現
方
法
の
効
果
を
実
感
す
る
た
め
の

手
段
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
、
そ
れ
で
よ
し
と
し
た
。

漏
出
阿
｝
（
ワ
l
ク
シ
l
ト
「
創
作
の
楽
し
み
「
短
歌
と
俳
句
』
そ
の
2
」）

－
目
標
短
歌
・
俳
句
の
表
現
方
法
工
夫
を
踏
ま
え
て
、
心
情
や
情
景
を
豊

か
に
想
像
す
る
o

E

展
開
（
題
詠
「
猫
」
）

①

学

習

l
短
歌
「
や
が
て
発
光
す
る
か
と
思
う
ま
で
夕
べ
追
い
つ
め
ら
れ

て
白
猫
膨
る
」
の
鑑
賞
文
例
①
②
を
比
較
し
な
が
ら
読
み
、
「
豊
か
に

⑤ ⑥ 
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想
像
す
る
」
「
表
現
を
味
わ
う
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
考
え
さ
せ
、

気
づ
き
を
書
か
せ
る
。
発
表
さ
せ
、
解
説
。
比
聡
な
ど
の
表
現
を
手
が

か
り
に
す
る
こ
と
、
「
5
W
l
H
」
（
誰
が
・
い
つ
・
何
を
・
ど
こ
で
・

ど
ん
な
風
に
・
な
ぜ
）
に
注
目
す
る
と
具
体
的
に
想
像
が
膨
ら
ん
で
い

く

こ

と

な

ど

。

【

短

歌

の

鑑

賞

の

仕

方

の

習

得

】

学
習
2
短
歌
「
猫
の
ひ
げ
銀
に
光
り
て
春
昼
の
ひ
と
り
の
思
ひ
秘
密
め

き
た
る
」
に
つ
い
て
、
表
現
や
構
成
を
手
が
か
り
に
、
情
景
や
心
情
に

つ
い
て
豊
か
に
想
像
さ
せ
、
ワ
ー
ク
シ
1
ト
に
書
き
込
ま
せ
る
。
三
人

一
組
で
読
み
合
い
、
互
い
に
サ
イ
ン
す
る
。
全
体
で
発
表
さ
せ
、
読
み

を
交
流
し
た
。
｛
短
歌
の
鑑
賞
の
仕
方
の
習
得
と
活
用
】

学
習
3
俳
句
「
黒
猫
の
子
の
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
月
夜
か
な
」
に
つ
い
て
、
学

習
2
と
同
様
の
活
動
を
行
っ
た
。
た
だ
し
、
読
み
合
う
三
人
組
は
違
う

組
み
合
わ
せ
に
し
た
。
【
短
歌
の
鑑
賞
の
仕
方
の
習
得
と
活
用
】

学
習
4

短
歌
「
猫
の
ひ
げ
・
」
と
、
俳
句
「
黒
猫
の
・
」
の
暗
唱
。

第
一
時
と
同
様
。

⑤
自
己
評
価
o

w
学
習
者
の
反
応

手
が
か
り
と
す
る
表
現
方
法
や
構
成
方
法
を
自
分
で
見
つ
け
な
い
と
い
け

な
い
た
め
、
前
時
よ
り
も
難
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
こ
か
ら
つ
ま
さ
つ
い
て

い
る
学
習
者
の
た
め
に
、
活
動
の
途
中
で
、
授
業
者
が
注
目
す
べ
き
表
現

を
指
摘
し
た
り
、
個
別
に
具
体
的
な
ヒ
ン
ト
を
出
し
て
い
っ
た
り
と
、
か

な
り
の
支
援
が
必
要
で
あ
っ
た
。

圃
同
同
山
（
ワ
l
ク
シ
l
ト
「
創
作
の
楽
し
み
『
短
歌
と
俳
句
』
そ
の
3
」

－
目
標
豊
か
に
想
像
し
た
心
情
や
背
景
を
、
相
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
工
夫

② ③ ④ 

し
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

E

展
開
（
題
詠
「
飲
む
・
食
う
」
）

①

学

習

1
短
歌
「
カ
ワ
セ
ミ
が
冷
た
き
水
を
く
ぐ
る
さ
ま
思
ひ
っ
つ
食
ふ

夏
夜
の
一
豆
腐
」
、
俳
句
「
母
の
日
の
手
の
ひ
ら
の
味
塩
む
す
び
」
の
鑑

賞
文
例
を
読
み
、
鑑
賞
の
仕
方
に
つ
い
て
前
時
の
学
習
を
思
い
出
さ
せ

る

。

【

短

歌

・

俳

句

の

鑑

賞

の

仕

方

の

習

得

】

②

学

習

2
短
歌
「
君
と
食
む
三
百
円
の
あ
な
ご
ず
し
そ
の
お
い
し
さ
を
恋

と
こ
そ
知
れ
」
と
、
俳
句
「
葡
萄
食
ふ
一
語
一
語
の
如
く
に
て
」
の
ど

ち
ら
か
一
つ
に
つ
い
て
、
表
現
に
注
目
し
て
鑑
賞
文
を
書
か
せ
る
。
前

時
の
反
省
か
ら
、
ヮ
l
ク
シ
l
ト
に
想
像
す
る
際
の
ヒ
ン
ト
を
示
し

た
。
｛
俳
句
・
短
歌
の
鑑
賞
の
仕
方
の
習
得
と
活
用
】

③

学

習

3
自
分
と
は
違
う
作
品
を
鑑
賞
し
た
人
同
士
で
二
人
組
に
な
り
、

互
い
に
相
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
「
話
す
」
o

聞
き
手
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
に
従
っ
て
質
問
を
し
な
が
ら
相
手
か
ら
話
を
「
聞
く
」
o

聞
き
手
は
、

気
づ
き
ゃ
感
想
を
具
体
的
に
相
手
に
伝
え
て
積
極
的
に
一
評
価
す
る
。
話

し
手
と
聞
き
手
が
交
代
し
て
同
じ
よ
う
に
行
う
。
互
い
に
ワ
l
ク
シ
ー

ト
に
サ
イ
ン
す
る
。
以
上
の
活
動
を
、
ペ
ア
を
変
え
て
も
う
一
度
行

、

っ

。

｛

的

確

に

話

す

・

聞

く

力

の

習

得

と

活

用

｝

④
何
人
か
に
発
表
さ
せ
、
全
体
で
読
み
を
交
流
し
た
。

⑤

学

習

4

短
歌
「
君
と
食
む
・
」
と
、
俳
句
「
葡
萄
食
ふ
・
」
の
暗

日
日
。

⑥
自
己
評
価
o

w
学
習
者
の
反
応

学
習
者
は
鑑
賞
文
に
真
剣
に
取
り
組
み
、
全
員
が
何
ら
か
の
文
章
を
作
成
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す
る
こ
と
が
で
き
た
o

音
山
見
交
流
は
楽
し
く
活
発
に
行
わ
れ
、
「
主
体
的

に
取
り
組
む
」
と
い
う
目
標
は
あ
る
程
度
達
成
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
最

後
の
自
己
評
価
は
、
全
員
が

O
ま
た
は

O
と
し
て
お
り
、
自
分
な
り
に

「
工
夫
し
て
表
現
し
た
」
と
い
う
手
応
え
は
感
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、

「
的
確
に
」
表
現
で
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ワ
ー
ク
シ
l
ト
の
記

述
を
見
る
限
り
、
記
述
の
量
が
少
な
い
も
の
や
表
現
の
っ
た
な
い
も
の
も

見
ら
れ
、
学
習
者
の
語
葉
力
や
表
現
力
に
差
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

た
。
ま
た
、
言
葉
や
表
現
技
法
を
ふ
ま
え
て
の
想
像
と
は
言
え
な
い
も
の

も
多
く
見
ら
れ
た
。
次
の
時
間
へ
の
課
題
と
し
た
。

幅
四
個
（
ワ
ー
ク
シ
l
ト
「
創
作
の
楽
し
み
『
短
歌
と
俳
句
』
そ
の
4
」）

－
目
標
表
現
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
豊
か
に
想
像
し
た
心
情
や
情
景
を
、
的

確
に
文
章
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

E

展
開
（
題
詠
「
蝶
」
）
※
資
料
1
参
照

①

学

習

1
「
春
潮
の
・
・
」
の
短
歌
と
、
「
蝶
々
の
・
」
の
俳
句
に
つ
い
て

の
鑑
賞
文
例
を
読
み
、
「
表
現
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
」
鑑
賞
す
る
方
法

を
学
習
さ
せ
る
。
ワ
ー
ク
シ
l
ト
の
「
特
に
注
目
し
た
言
葉
」
と
、

「
鑑
賞
文
」
の
文
章
の
ど
こ
が
対
応
し
て
い
る
か
、
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン

を
ひ
か
せ
て
確
認
さ
せ
た
。
【
短
歌
・
俳
句
の
鑑
賞
の
仕
方
の
習
得
］

学
習
2
「
姫
親
蝶
・
」
の
短
歌
と
、
「
恋
文
を
・
目
」
の
俳
句
の
ど
ち
ら

か
一
つ
に
つ
い
て
、
鑑
賞
文
を
童
日
か
せ
た
。

｛
俳
句
・
短
歌
の
鑑
賞
の
仕
方
の
習
得
と
活
用
】

学
習
3
自
分
と
は
違
う
作
品
を
鑑
賞
し
た
人
同
士
で
二
人
組
に
な
り
、

互
い
に
読
み
合
っ
て
評
価
さ
せ
た
。
評
価
の
方
法
は
、

l
「
表
現
の
特

徴
を
踏
ま
え
て
想
像
で
き
て
い
る
か
」

2
「
そ
れ
を
文
章
に
的
確
に
表

② ③ 

す
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
」

3
特
に
感
心
し
た
表
現
に
つ
い
て
の
コ
メ

ン
ト
、
と
い
う
三
点
に
つ
い
て
、
記
号
と
文
章
で
行
わ
せ
た
。
そ
の

際
、
注
目
し
た
言
葉
と
鑑
賞
文
の
対
応
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
ひ
か

せ
、
確
認
さ
せ
た
。
以
上
の
活
動
を
、
ペ
ア
を
変
え
て
も
う
一
度
行
っ

た
。
｛
俳
句
・
短
歌
の
鑑
賞
の
仕
方
の
習
得
と
活
用
】

④
何
人
か
に
発
表
さ
せ
、
全
体
で
読
み
を
交
流
し
た
。

⑤

学

習

4

短
歌
「
姫
親
蝶
・
」
と
、
俳
句
「
恋
文
を
」
の
暗
唱
。

⑥
白
己
評
価
。

wu

学
習
者
の
反
応
と
授
業
の
課
題

単
元
4
時
間
目
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
鑑
賞
文
を
童
日
く
活
動
に
慣
れ

て
き
て
、
抵
抗
な
く
作
業
に
入
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。
授
業
中
の
様
子
、

ワ
l
ク
シ
1
ト
の
記
述
か
ら
も
、
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
様
子
が
伝
わ
っ
て

き
た
。
必
ず
書
い
た
も
の
を
後
で
読
み
合
う
と
い
う
こ
と
も
、
書
く
意
欲

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
は
、
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
を
明

示
し
た
の
で
、
書
く
段
階
か
ら
そ
れ
を
意
識
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
サ
イ
ン
や
口
頭
で
の
コ
メ
ン
ト
で
は
な
く
、
短
く

て
も
文
章
で
評
価
し
合
っ
た
こ
と
も
励
み
に
な
っ
た
よ
う
だ
つ
た
。

圃
回
同
］
（
ワ
l
ク
シ
l
ト
「
創
作
の
楽
し
み
『
短
歌
と
俳
句
』
そ
の

5
）

－
目
標
表
現
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
豊
か
に
想
像
し
た
心
情
や
情
景
を
、
的

確
に
文
章
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

E

展
開
（
題
詠
「
走
る
・
歩
く
」
）

①
本
時
の
目
標
の
確
認
。
前
時
と
同
じ
目
標
で
あ
る
が
、
引
回
訓
釦
釦
が
ん
が
U

書
く
学
習
と
し
て
は
最
後
で
あ
り
、
制
劃
刻
州
剰
刺
白
州
劇
制
封
げ
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
た
。
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※
資
料
1

〉
番
〈

J
I
l
l」

創
作
骨
棄
し
み
『
短
晴
現
在
俳
句
』
そ
骨

4

2

年

（

〉

組

〈

－
Re一πの
巨
額
①
短
政
・
俳
包
の
E
m
諸
・
衰
担
方
浩
の
持
色
と
そ
の
効
票
を
理
嗣
解
せ
る

由
思
量
畝
e
俳
壇
L
表
現
え

H
E山
骨
や
随
臣
を
移
童
か
に
鑑
賞
す
畠

自
由
耳
判
副
作
し
て
み
る

Z
E自
慢

司

動

制

割

za目
配
制
制
副
宮
川
吋
確
に
宝
章
で
表
現
す
る
一
し
と
が
で
吉
る
・

Z
E費
門

閉

【
学
冨
1
】
次
の
面
献
と
俳
句
広
つ
い
て
の
鑑
賞
女
主
読
ん
で
『
表
明
の
怜
般
を
量
弘
え
て
』
惣
唾
す
否
と
ー
ど
う
い
う
こ
と
か
誓
＝
一
て
み
よ
う
一
・

「
害
調
町
あ

5
aる
吉
付
ぱ
量
一
」
陥
る
曹
田
つ
ば
さ
も
ま
だ
っ
よ
か

5，
」

句
切
れ
［
句
切
れ
な
し

u

・
侮
俄
嗣
学
【
書
棚
の
吾
里
山
る
奮
】

l
盛
半
【
鶴
が
丘
董
」
え
る
繕
子
】

P

」
の
駅
の
抗
朝
鮮
さ
お
も
し
弓
き

前
半
の
制
刑
判
州
制
叶
叶
叶
剖
叶
叶
剖
y
』
彼
半
肉
端
吋
朝
川
刊
は
引
JFuι

て
志
対
康
的
白
内

E
5
1

地
刊
に
注
目
し
伝
言
禦
・
・
・
『
叫
叶
叫
」
旦
事
ん
じ
ゃ
白
〈
て
『
酬
明
〈
」
k
b
b
‘
撲
の
す
が
酬
明
こ
乏
て
い
志
乞
い
F
Z
R

『
剖
川
町
つ
よ
L
P
b
ず
」
今

u叫
司
偉
〈
合
い
け
ど
‘
今
L
e
b
鍾
〈
守
番
乞
い

3
6じ・

」
れ
ら
の
宮
喪
哩
L
珪
自
主
一
」
書
風
に
幅
四
慢
し
ま
じ
た
．

ま
店
肌
濃
い
手
拳
仰
あ
ち
同
議
婦
の
近
く
り
主
を
こ
え
主
7
V
L
飛
ん
で
い
〈
繕
，
〉
足
た
・
制
則
凶
叫
叶
剖
叶
叫
叫
削
1
剖
凶
b
な

O
気
品
刊
引
吋

剖
川
村
司
剥
叫
叶
剖
町
制
叫
叫
刺
叫
叶
剖
引
出
川
削
司
叶
凶
川
制
副
柑
斗
斗
叶
叶
引
・
岨
凶
割
問
醐
叫
片
山
γ
必
i
M引
が
叫
吋
揺
が
引
U
J
H酌風

向
わ
i
，
叫
凶
出
U
出
掛
頃
引
制
剣
川
明
町
別
出
4
h
パ
同
「
品
目
相
似
明
剖
U
F
H
山
町
句
明
引
針
剥
JdMMJ創刊
u吋
引
・

a

・
z
フ
少
し
峻
b
〈
由
香
ニ
ろ
に
U

之

の
樽
仰
つ
ば
さ
も
判
斗
叶
叫
寸
斗
M
H叶
剖
叶
叶
寸
寸
T
叫
剖
叶
刑
4
叶
情
叶
引
H
汁
d
叶
叫
4
4汁
叶
・

算
書
師
P
区

戸
「
軍
将
の
も
の
章
一
由
吉
町
轟
か
さ
よ
」

室
事

季

語

［

舘

々

】

毒

酎

【

】

眼
的
ふ
ロ
わ
せ

τあ
ま
笠
一
つ
の
素
材
は
〔
様
々

U

と
（
も
の
食
ふ
音

亡
の
俳
句
の
新
鮮
さ
お
も
し
ろ
さ

雄
々
M
「
曹
を
吸
う
」
イ
メ
i
yむ
の
に
、
日
同
制
パ
判
〕
4
副
H
川
町
叫
判
汁
同
象
現
し
て
あ
喜
之
こ
ろ
・

特
に
注
閉
じ
た
君
鍵
：
・
『
叫
吋
剣
山
」
苛
悼
む
格
負
人
問
主
同
む
よ
フ
に
も
の
を
合
っ
て
生
き
て
毛
ん
k
h
．
乞
い

1ι
陛じ．

「S
R
の且
W
Oき
M
H
」
『
よ
』

U
徐
鳴
ら
島
民
す
0
ら
、
仕
ん
て
一
。
含
ん
だ
ど
亨
ヲ
虚
衡
が
あ
る
－

L

方
で
や
勺

ば
り
『
者
」
ど
い
ヲ
L
e
ら
に
M
L
e
す
か
で
也
『
守
」
が
側
、
』
・
た
そ
ヲ
金
魚
が
す
る
・

こ
れ
ら
の
点
や
表
硯
仁
注
目
レ
て
・
こ
ん
な
風
広
想
晦
レ
aaLVた．

小、き
h
d

繕
々
が
革
の
花
に
K
S
っ
て
じ
。
ど
し
て
い

z・
何
を
し
て
い
志
向
企
食
乞
近
づ
い
て
み

zz‘
花
の
LV
に
伽
い
ス
ト
ロ
ー
仰
ロ
を
差

し
込
ん
で
曹
を
吸
ヨ
て
い
名
・
え
ト
切
｛
が
L
e
e

’LU
に
鋤
い
て
い
事
．
人
間
が
色
仰
を
合
・
へ
る
ど
き
に

otra覇
か
す
の
k
同
じ
だ
．
こ
ん
台
小

さ
食
生
き
た
裟
術
作
品
み
た
い
e
a曙
ぞ
色
、
人
間
主
閉
じ
よ
一
ヲ
に
亀
の
ら
食
べ
る
と
ヒ
で
今
岳
勺
含
い
で
ι
切
る
ん
ど
念
、
ヒ
患
ヲ
．

hu
ん
ど
L
U

切
む
く
て
い
E
お
し
い
・
ど
ん
命
者
を
た
て
て
い
る
の
0
．
＆
を
ひ
そ
め
て
ヰ
を
す
ま
し
て
聞
こ
ヲ
ど
す
る
け
れ
ど
・
日
乞
ん
ど
何
亀
岡
三
塁
た

む
い
・
む
ん
て
停
か
む
ん
店
、
信
相
ヤ
が
も
の
を
合
〈
る
者
っ
て
．

νλ

ゴ
」
の
女
留
軍
の
中
の
、
注
目
し
だ
逼
君
必
要
炉
調
節
レ
て
い
あ
部
分
に
、
滋
織
と
田
線
を
司
い
て
み
よ
う
・

創
作
の
楽
し
み
『
短
章
左
俳
句
』
そ
＠

4
＠
＠

2
信号〈

V

組
A

v

－－《

【学
E
2】
次
の
胞
－
a
e
俳
句
仁
扇
混
さ
れ
て
い
事
世
界
を
費
硯
の
柑
織
を
芯
ま
え
て
豊
か
巳
畑
回
復
し
女
跡
事
で
褒
甥

υて
み
さ
う
一
・

－m
E
・
a曹
の
ツ
l
ト
ー
ン
カ
ラ
l
回
値
目
角
が
人
町
気
居
老
確
か
的
踏
む
」
盲
R
・
E
・
君

帥

m
L注
目

υEa費・
．． 

句
切
れ
【
旬
切
れ
な
じ

u

・
偶
俄
前
半

こ
の
肢
の
新
堕
色
e

お
も
し
る
さ

読
ん
だ
人
〔

①

【

】

E

＠
 

ニ
」
れ
ら
の
掃
や
書
摂
理
L
洋
自
レ
て
一
」
ん
語
風
に
想
慢
し
ま
じ
た
．

組
問
ん
炉
工
〔

①

【

】

②

③
 

三
車
交
を
ひ
ら
く
逮
さ
で

eが
濁
〈
」

主

主

峰

mム
何
万
人
〔

①

〔

】

②

＠
 

季

題

［

嶋

】

季

節

【

】

眼
η合
わ
付
与
志
畳
一
つ
の
鶏
”
”
は
円

亡
の
帥
旬
の
概
信
さ
お
話
し
ろ
さ

と

－
喧
ん
注
亘
じ
だ
き
襲
・

．． 

こ
れ
ら
の
占
思
表
理
」
洋
自
主
＼
こ
ん
g
aに
想
悔
し
ま
じ
だ
．

mん
r人
〔

司

【

】

②

⑤
 

【掌
g
3】
お
互
い
に
醜
砂
合
っ
て
・
つ
ぎ
の
と
と
を
抑
価
ヤ
合
お
う
そ
の
健
司
色
バ
ン
で
よ
の
仰
の
さ
つ
に
凶
事
。
い
T
d幅
胞
レ
ょ
う
・

の
岳
は
【
⑥

O
ム

X
】
で
一
崎
空
安
」
と
．

①
『
費
測
の
鰭
触
を
F

閉
ま
え
て
』
想
画
守
吾
」
と
が
で
斉
ぞ
い
る
0
・

②
ぞ
れ
を
京
宣
に
由
哩
L
豪
菅
こ
と
苦
さ
で
い
る
か
．

＠
鑑
貨
豆
の
申
告
ふ
開
門
届
蜘
し
だ
農
場

ιつ
い
て
コ
メ
ン
ト
じ
よ
う
・

倒
『
己
ん
な
小
さ
な
空
費
醒
草
細
川
作
詞
み
た
い
位
候
』
「
も
の
曾
つ
』
と
い
う
主
々
し
い
行
副
と
の
対
院
を
よ
く
鳴
掴
じ
て
い
る

［学芭
4
】
今
日
の
回
出
航
・
俳
句
戸
夢
暗
唱
し
よ
う
－

W
今
日
の
評
価

表
現
の
特
齢
簡
を
－
O
ま
え
て
・
か
巴
祖
晦
し
た
邸
惜
め
慣
顕
を
、
的
砲
に
文
章
で
裟
現
す
る
こ
と
が
で
き
廷
か
↓
【

＠
よ
〈
で
き
た

O
活
直
下
乗
た

A
O

あ
ま
り

Eき
な
か
ゥ
た
×
令
寸
主
暑
か
っ
た

闘
い
だ
人
サ
イ
フ
〔
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学
習
1

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
短
歌
と
俳
句
に
用
い
ら
れ
て
い
た
表

現
技
法
と
、
五
感
に
つ
い
て
、
ワ
1
ク
シ
1
ト
に
記
入
し
な
が
ら
ま
と

め
、
確
認
。
【
短
歌
・
俳
句
の
表
現
技
法
の
知
識
の
習
得
｝

学
習
2

「
ず
ぶ
濡
れ
の
ラ
ガ

l
奔
る
を
見
お
ろ
せ
り
未
来
に
む
け
る

も
の
み
な
走
る
」
の
短
歌
と
、
「
湯
に
立
ち
て
赤
子
歩
め
り
山
桜
」
の

俳
句
の
ど
ち
ら
か
一
つ
を
白
分
で
選
ぴ
、
鑑
賞
文
を
書
か
せ
た
。

【
俳
句
・
短
歌
の
鑑
賞
の
仕
方
の
習
得
と
活
用
】

学
習
3

六
1
七
人
の
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
ヮ
l
ク
シ
l
ト
を
隣
の
グ

ル
ー
プ
に
渡
す
。
グ
ル
ー
プ
内
で
回
し
な
が
ら
読
み
、
評
価
欄
に
評
価

し
て
い
く
。
評
価
の
視
点
は
前
時
と
同
様
。
た
だ
し
、
コ
メ
ン
ト
は
三

人
目
に
読
ん
だ
人
の
み
が
書
く
。
そ
の
後
、
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
を
最
も

満
た
し
て
い
る
も
の
を
、
話
し
合
っ
て
一
つ
選
ぶ
。

各
グ
ル
ー
プ
で
選
ん
だ
鑑
賞
文
を
、
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
が
、
全
体
に

発
表
す
る
。
コ
メ
ン
ト
も
一
緒
に
読
み
上
げ
る
。
発
表
を
聞
い
た
ら
、

拍
手
1

⑥
短
歌
「
ず
ぶ
濡
れ
の
・
」
と
、
俳
句
「
湯
に
立
ち
て
・
・
」
の
暗
唱
。

⑦
自
己
評
価
。

w
学
習
者
の
反
応

こ
の
日
も
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
自
分
と
は
違
う
視
点
や
感
じ
方
、

表
現
の
仕
方
に
学
ん
だ
も
の
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
選
ば
れ
た
作

品
は
み
な
力
作
で
、
発
表
さ
れ
る
た
び
に
、
感
嘆
の
声
が
上
が
っ
て
い

た
。
選
ば
れ
た
学
習
者
た
ち
は
、
照
れ
く
さ
そ
う
に
し
て
い
た
が
、
う
れ

し
そ
う
で
あ
っ
た
。
学
習
者
自
身
の
活
動
に
よ
っ
て
素
晴
ら
し
い
読
み
が

授
業
に
い
く
つ
も
出
さ
れ
、
そ
れ
を
共
有
で
き
た
授
業
で
あ
り
、
授
業
者

② ③ ④ ⑤ 

と
し
て
も
感
慨
深
い
も
の
と
な
っ
た
。

｛
選
ば
れ
た
作
品
例
】

－
短
歌
「
ず
ぶ
濡
れ
の
・
・
」
の
鑑
賞
文

「
決
勝
戦
の
勝
敗
を
決
め
る
大
事
な
一
点
と
い
う
と
こ
ろ
で
降
り
出
し
た

突
然
の
大
雨
。
ま
る
で
頭
か
ら
バ
ケ
ツ
の
水
を
か
ぶ
っ
た
よ
う
に
あ
っ
と
い

う
聞
に
全
身
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
た
選
手
た
ち
。
き
っ
と
ボ
l
ル
を
持
つ
手
も

す
べ
り
、
視
界
も
悪
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
選
手
た
ち
は
必
死
に
ボ
1
ル
を

追
い
か
け
る
。
片
方
が
点
を
取
れ
ば
優
勝
が
決
ま
る
。
：
選
手
た
ち
は
勝
利

と
い
う
未
来
に
向
か
っ
て
が
む
し
ゃ
ら
に
走
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
生
き
て

い
く
上
で
も
こ
の
選
手
た
ち
は
雨
風
の
よ
う
な
ど
ん
な
困
難
に
も
負
け
る
こ

と
な
く
自
分
の
日
指
す
も
の
に
向
か
っ
て
走
り
続
け
て
い
く
の
だ
ろ
う
な

あ。」・
俳
句
「
湯
に
立
ち
て
目
」
の
鑑
賞
文

「
春
の
あ
た
た
か
い
日
。
最
近
少
し
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

女
の
子
が
、
外
で
お
母
さ
ん
と
遊
び
、
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
帰
っ
て
き
た
。

帰
っ
て
す
ぐ
お
母
さ
ん
は
そ
の
子
を
お
風
呂
に
入
れ
た
。
風
呂
の
湯
の
中
で

嬉
し
そ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
の
は
、
き
っ
と
お
母
さ
ん
と
一
緒
に
遊
ん

だ
こ
と
が
楽
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
お
風
口
白
か
ら
あ
が
っ
て
、
お
母
さ
ん
の

膝
の
上
で
眠
る
女
の
子
。
窓
か
ら
見
え
る
山
に
は
白
く
き
れ
い
な
山
桜
が
咲

い
て
お
り
、
女
の
子
の
白
く
て
柔
ら
か
い
肌
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
。
山
桜
が

赤
紫
色
の
さ
く
ら
ん
ぼ
を
結
ぶ
よ
う
に
そ
の
子
の
成
長
も
楽
し
み
で
あ
る
o
」

閣
岡
阿
（
ワ
1
ク
シ
l
ト
「
創
作
の
楽
し
み
「
短
歌
と
俳
句
』
そ
の

6）

－
目
標
短
歌
・
俳
句
の
表
現
方
法
の
特
色
や
効
果
を
活
用
し
、
創
作
す

る。

97 -



※
資
料
2

創
作
の
楽
レ
み
短
歌
・
俳
句

2
年
6
組
作
品

周
回
（
各
7
票〉

こ
た
コ
の
中
人
と
犬
の
闘
十
本

【
選
語
〕E41口

本
と
い
う
己
と
ほ
、
人
が
三
人
で
犬
一
匹
な
の
か
人
が
一
人
で
犬
二
匹
な
の
か
白
か
ら
な
い
と
一
」
ろ
．

人
と
犬
が
一
帽
に
亡
疋
つ
に
入
っ
て
い
る
律
子
が
よ
く
分
か
る
一
」
た
コ
の
申
の
己
と
を
と
手
く
書
い
て
い
て
す
ご
い
と
理

っ
た

脚

1
0本
と
い
う
表
硯
が
い
い
．
家
肢
が
犬

ι一
帽
に
み
ん
な
で
己
た
つ
を
阻
ん
で
い
る
樺
子
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
．

犬
ち
人
も
一
帽
に
ζ
た
つ
に
い
畠
の
が
面
白
い
．
－
人
と
犬
の
醐
1
口
本

人
と
犬
の
闘
が
一
」
た
つ
仁
あ
る
層
面
が
想
慢
で
吉
て
お
も
し
ろ
い
．

偉
は
飛
母
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
ロ
つ
青
虫
の
事

【
置
評
】引

き
な
生
き
咽
S
U
夢
在
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
伝
わ
コ
た
．

青
虫
に
在
日
し
た
と
こ
ろ
が
す
ご
い
と
理
っ
た
．

蝿
人
出
．
感
動
U
ま
し
た
．
躍
の
回
線
で
置
い
て
い
て
め
ず
ら
レ
い
．

，
を
開
コ
て
生
き
て
い
る
青
虫
の
気
持
ち
が
伝
わ
コ
て
り
る
．

院
片
付
を
亙
瞳

ιυ
な
が
ら
も
青
虫
聖
王
隊
と
U
て
い
る
．

青
虫
町
希
望
在
庖
い
て
い
て
お
も
し
ろ
か
つ
だ

か
わ
い
い
青
虫
町
田
川
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
．

タ
ン
ポ
ポ
の
周
り
を
泳
ぐ
ア
ゲ
ハ
蝶

【
画
評
】

瞬
な
の
仁
「
車
ぐ
』
と
凶
う
一
一
言
葉
（
衰
国
〕
在
世
っ
て
い
る
の
が
面
白
川
と
曹
つ
だ
〔
一
一
人
同
意
見
〉

ア
ゲ
ハ
醍
が
と
ん
で
い
る
、
揮
っ
て
い
る
筏
子
在
、
「
泳
い
で
い
る
」
と
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
．
ヴ
コ
た
り
な

表
現
だ
と
思
う
．

イ
メ
’
司

U
O菅
い
．
「
泳
ぐ
』
あ
た
口
も
埠
い
で
い
る
よ
う
に
表
現
）
て
い
吾

ア
ゲ
ハ
躍
が
「
泳
ぐ
」
と
冊
人
出
在
使
っ
て
い
る
．

寸
埠
ぐ
」
タ
ン
」
川
市
町
周
り
杢
泳
ぐ
と
い
う
一
表
現
が
さ
ん
し
ん
だ
コ
た
圃

ア
ゲ
ハ
蝶
白
亜
在
「
泳
ぐ
」
と
表
現
し
た
と
こ
ろ
が
薗
白
川
．

満
開
の
私
の
血
い
甑
る
檀

【
躍
語
辞
】「

国
制
川
敏
昌
出
」
桜
田
括
び
ら
が
散
る
よ
う
に
、
秘
め
て
い
た
思
い
も
は
か
な
く
潤
え
申
く
イ
メ
ー
ジ
．

害
直
出
盆
い
の
季
節
で
も
あ
り
、
別
れ
の
季
聞
で
も
あ
る
．
そ
の
－
し
と
ヴ
と
て
も
伝
わ
っ
て
く
る
．

珂
比
田
署
現
が
あ
っ
て
い
い
と
思
っ
た

満
開
由
桜
と
私
の
園
出
川
を
閏
儒
芭
ぜ
て
い
て
、
す
ご
く
い
い
雪
え
だ
と
思
う
一
．

満
開
4
l
↓
骸
墨
田
対
比
で
敵
る
闘
の
悲
し
さ
を
園
山
い
浮
か
べ
る
．

満
聞
の
思
い
を
曜
に
た
と
え
て
、
そ
れ
が
惨
く
散
っ
て
レ
ま
っ
た
悲
し
さ
を
上
手
く
表
問
U
て
い
る
．

曙
景
が
理
同
隠
し
唱
す
い
．
自
信
の
思
い
を
花
に
た
と
え
て
い
る
の
が
よ
い
．

閣
口
出
〈
6
票）

- 98-

蝶
珂
の
空
に
飛
び
立
つ
は
な
噛
か
さ
こ
こ
か
ら
↑
歩
踏
盆
山
す
勇
気

【
適
評
】

曜
向
が
飛
び
立
つ
晴
子
を
一
歩
踏
み
出
す
畳
賓
と
白
組
み
吉
村
世
が
面
白
い
．

「
は
な
や
か
さ
』
と
「
垂
買
」
．
隊
一
一
E
E

広
由
圃
警
の
毘
曹
と
醒
白
は
な
や
か
な
飛
ぶ
韮
の
対
出
が
よ
い

掘
人
語
・
対
比
・
対
旬
園
盟
後
町
一
立
が
い
い
で
す
．

劃
へ
遺
志
U

う
と
い
う
の
が
い
い
と
思
っ
た
．
量
買
が
且
い
な
と
思
っ
た
．

躍
が
空
に
飛
び
立
つ
よ
う
仁
、
自
分
も
軍
気
軽
出
し
て
新
E
E
一
歩
在
踏
み
出
そ
う
一
、
と
言
う
茸
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
た
．

開園〈
5
票）

よ
く
ば
り
な
小
さ
な
嘩
は
大
き
な
括

【
選
語
】小

さ
い
と
大
き
い
の
、
大
吉
吉
田
対
照
．
・
小
さ
い
躍
と
大
君
い
花
が
対
照
に
な
っ
て
い
る

小
さ
な
曜
と
大
宮
な
花
田
対
出
．
人
聞
で
も
や
り
そ
う
な
亡
と
を
院
で
表
現
レ
て
い
吾
と
－
し
ろ
．

小
さ
い
躍
と
大
吉
川
花
の
対
比
が
面
白
い
．

「
よ
く
ば
り
な
」
と
い
う
衰
頂
が
面
白
い
．
躍
が
集
ま
れ
ば
大
き
な
柁
み
た
い
に
買
え
る
か
ら
か
な
と
い
ろ
い
ろ
曹
骨
で
き

た圃

ヒ
ラ
ヒ
う
と
お
臼
さ
ま
連
れ
て
畿
が
来
る

閣
団
主
義
）

本
語
れ
日
や
箆
黙
と
揺
れ
る
金
の
尾
よ
そ
の
後
ろ
露
に
偶
者
い
’
在
見
ゆ
る
か

雪
の
中
こ
定
コ

E
も
ぐ
る
足
元
に
咽
も
な
ご
ま
冒
ネ
コ
型
力
イ
口

冷
た
き
風
の
蚊
〈
路
地
に
描
の
親
子
の
霊
見
た
り

し
ん
し
ん
と
雪
降
り
積
ち
る
冬
の
朝
一
歩
踏
み
出
す
足
語
一
つ

持
矢
走
上
か
ら
見
下
ろ
晋
1
0泊
固
漢
は
自
分
と
た
い
き
く
雇
う

四
十
台
お
じ
さ
ん
走
る
酒
川
歯
車
走
る
理
由
は
気
に
な
る
腹
か

パ
チ
パ
チ
と
早
〈
食
べ
な
よ
焦
が
さ
そ
一
つ
一
分
お
き
に
ふ
た
聞
け
る

口
い
っ
ぱ
い
か
こ
ん
だ
鍋
の
飽
く
も
り
よ



E

展
開

①

学

習

l
「
犬
」
「
猫
」
「
蝶
」
「
飲
む
・
食
う
」
「
歩
く
・
走
る
」
の
題
詠

の
中
か
ら
、
短
歌
・
俳
句
の
題
材
を
探
す
。
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
を
使

い
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
場
面
や
心
情
を
、

5
w
I
H
や
五
感
を
駆
使

し
て
言
葉
を
書
き
出
さ
せ
て
い
っ
た
。

学
習

2
学
習

1
で
集
め
た
場
面
の
中
か
ら
い
く
つ
か
選
ん
で
、
短
歌
・

俳
句
を
創
作
さ
せ
る
。【

短
歌
・
俳
句
の
表
現
技
法
の
知
識
の
習
得
と
活
用
】

② ③

自

己

評

価
o

w
学
習
者
の
反
応

創
作
は
、
夏
休
み
明
け
に
も
行
っ
て
い
た
が
、
今
回
は
「
学
ん
だ
こ
と
を

活
用
し
て
」
と
い
う
条
件
を
課
し
て
い
た
た
め
、
学
習
者
た
ち
は
か
な
り

苦
労
し
て
い
た
。
マ
イ
ン
ド
マ
ッ
プ
は
、
言
葉
を
引
き
出
す
手
段
と
し
て

取
り
入
れ
た
が
、
使
い
こ
な
せ
て
い
な
い
者
が
多
く
い
た
。
こ
れ
も
他
の

単
元
な
ど
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
ん
で
か
ら
用
い
さ
せ
た
ほ
う
が
よ
か
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
最
終
的
に
は
、
全
員
が
な
ん
と
か
短
歌
一
首
、
俳
句

一
句
を
創
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

幅
四
七
阿
川
］

I

目
標

E

展
開

①
 

創
作
し
た
短
歌
・
俳
句
を
相
互
に
鑑
賞
し
、
評
価
す
る
。

※
資
料
2
参
照

ク
ラ
ス
全
員
の
作
品
を
読
み
、
短
歌
・
俳
句
を
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
ず
つ
選

ぶ
。
そ
の
際
、
内
容
が
表
現
技
法
に
よ
っ
て
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
か
、

言
葉
の
選
び
方
や
取
り
合
わ
せ
、
構
成
に
新
鮮
さ
や
発
見
が
あ
る
か
、

な
ど
、
具
体
的
に
評
価
ポ
イ
ン
ト
を
書
か
せ
た
。
同
時
に
今
回
の
単
元

② 

に
つ
い
て
自
由
に
感
想
を
書
か
せ
た
。

｛
短
歌
・
俳
句
の
鑑
賞
の
仕
方
・
表
現
技
法
の
知
識
の
習
得
と
活
用
】

次
の
時
間
の
初
め
に
、
得
票
数
の
多
か
っ
た
作
品
と
、
そ
れ
を
選
ん
だ

人
の
評
価
の
コ
メ
ン
ト
を
凶
作
品

1
日
作
品
印
刷
し
て
配
布
し
、
全
体

に
紹
介
し
た
。
今
回
の
単
元
を
振
り
返
り
、
学
習
者
の
感
想
を
紹
介
し

な
が
ら
、
改
め
て
「
こ
と
ば
の
力
」
に
つ
い
て
の
授
業
者
の
思
い
を
伝

え
、
単
元
の
ま
と
め
と
し
た
。

学
習
者
の
反
応

自
分
が
苦
労
し
て
創
作
し
た
だ
け
あ
っ
て
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
作
品
に
食

い
つ
く
よ
う
に
読
ん
で
い
た
。
作
品
は
間
程
度
あ
っ
た
の
で
、
選
ぶ
の
に

苦
労
し
て
い
た
が
、
選
ば
れ
た
作
品
と
そ
の
選
評
を
見
る
と
、
学
習
者

の
、
鑑
賞
す
る
視
点
の
的
確
さ
と
感
受
性
の
豊
か
さ
が
感
じ
取
れ
た
。
単

元
に
対
す
る
感
想
は
、
大
半
が
、
今
回
の
授
業
は
新
鮮
だ
っ
た
こ
と
、
楽

し
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
肯
定
的
に
と
ら
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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N 

学
習
者
の
感
想

「
創
作
の
楽
し
み
『
短
歌
と
俳
句
』
の
学
習
（
鑑
賞
文
作
成
や
意
見
交
流
、

創
作
な
ど
）
に
つ
い
て
の
感
想
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
」
と
し
て
、
自
由
に
書

か
せ
た
。
全
体
的
な
主
な
反
応
と
し
て
、
今
回
の
活
動
に
つ
い
て
、
「
楽
し

か
っ
た
」
「
新
鮮
だ
っ
た
」
「
面
白
か
っ
た
」
と
書
い
て
い
た
者
が
、
引
出
名
中

η

名
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
者
が
肯
定
的
に
今
回
の
学
習
を
評
価
し
て
い
た
。
具
体

的
な
記
述
内
容
で
多
か
っ
た
も
の
を
、
次
の
よ
う
な
観
点
で
ま
と
め
た
。

A
「
短
歌
・
俳
句
の
学
習
や
鑑
賞
に
対
す
る
苦
手
意
識
の
変
化
」
（
お
名
／



訂
%
）

最
初
は
難
し
い
と
思
っ
て
い
て
、
あ
ま
り
進
ん
で
授
業
を
受
け
る
気
に

な
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
短
歌
や
俳
句
の
味
が
わ
か
っ
て
き
た
気

が
し
ま
す
。
鑑
賞
文
で
は
、
ク
ラ
ス
の
人
の
様
々
な
作
品
を
味
わ
っ
て
、

自
分
の
感
性
に
新
た
な
も
の
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま

す
。
新
聞
に
載
っ
て
い
る
短
歌
や
俳
句
・
川
柳
も
、
時
々
見
て
味
わ
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
暇
が
で
き
た
ら
、
ま
た
自
分
で
創
作
し
て
み
た
い
で

す。

B

「
短
歌
・
俳
句
の
魅
力
の
発
見
」
（
お
名
／
訂
%
）

私
は
、
長
い
文
で
表
現
す
る
よ
り
も
、
短
歌
や
俳
句
で
表
現
す
る
ほ
う

が
詠
ん
だ
人
の
気
持
ち
が
よ
り
濃
く
表
れ
る
と
思
い
ま
し
た
。
鑑
賞
す
る

側
は
、
そ
の
短
い
文
か
ら
ど
ん
ど
ん
場
面
の
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
そ

の
世
界
観
に
浸
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。

C

「
鑑
賞
す
る
こ
と
・
想
像
す
る
こ
と
の
面
白
さ
」
（
却
名
／
お
%
）

普
段
の
評
論
や
小
説
と
違
っ
て
と
に
か
く
想
像
力
を
一
番
働
か
せ
る
！

と
い
う
新
鮮
な
授
業
で
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。

一
つ
の
言
葉
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
ど
ん
ど
ん
イ

メ
ー
ジ
が
ふ
く
ら
ん
で
い
っ
て
、
短
い
言
葉
の
集
ま
り
か
ら
、
一
つ
の
物

語
が
で
き
て
い
く
の
は
本
当
に
面
白
か
っ
た
。

小
説
と
か
み
た
い
に
答
え
を
縛
ら
れ
な
い
学
習
だ
っ
た
の
で
、
思
っ
て

た
よ
り
楽
し
か
っ
た
。
自
由
な
発
想
で
情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
作
者

の
思
い
を
考
え
た
り
で
き
て
、
心
が
豊
か
に
な
っ
た
気
が
す
る
！
？
い
ろ

ん
な
俳
句
・
短
歌
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
想

像
力
も
膨
ら
ん
だ
と
思
う
。

D

「
創
作
の
難
し
さ
と
面
白
さ
」
（
位
名
／
臼
%
）

一
番
難
し
か
っ
た
の
は
創
作
で
す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
真
剣
に
考
え
れ
ば

考
え
る
ほ
ど
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
も
最
後
に
は
自
分
の
納
得
の

い
く
作
品
が
で
き
た
の
で
よ
か
っ
た
で
す
。

自
分
の
作
っ
た
短
歌
や
俳
句
は
世
界
に
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
と
思

う
。
皆
人
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
思
い
を
歌
に
の
せ
描
い
て
ゆ
く
。
と
て
も

感
動
的
で
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
短
歌
や
俳
句
を
書
く
と
い
う
こ

と
は
自
分
と
向
き
合
っ
て
い
る
み
た
い
で
楽
し
い
。

E

「
意
見
交
流
、
棺
互
鑑
賞
の
楽
し
さ
」
（
日
名
／
的
%
）

鑑
賞
は
、
人
に
よ
っ
て
想
像
に
も
と
ら
え
方
に
も
差
が
あ
っ
て
と
て
も

面
白
か
っ
た
。
自
分
の
意
見
を
一
言
、
つ
の
は
と
て
も
恥
ず
か
し
か
っ
た
け
れ

ど
、
人
の
意
見
は
毎
回
別
の
見
方
を
知
れ
て
、
一
枚
だ
っ
た
紙
が
ど
ん
ど

ん
多
面
的
に
な
っ
て
い
く
の
を
見
て
い
る
気
分
で
楽
し
か
っ
た
。

他
の
人
と
鑑
賞
し
合
う
こ
と
で
、
人
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
方
が
違
、
つ
ん
だ
と

改
め
て
思
う
こ
と
が
で
き
た
し
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
て
、
自
分
自
身
も
う

ま
く
鑑
賞
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

F

「
表
現
技
法
や
鑑
賞
の
仕
方
を
身
に
つ
け
、
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
」
（
同
名

／
却
%
）最

初
は
創
作
の
仕
方
や
鑑
賞
の
仕
方
が
分
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
何
回

も
や
っ
て
い
る
う
ち
に
自
分
の
意
見
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

は
じ
め
は
、
短
歌
や
俳
句
を
自
分
で
作
れ
と
言
わ
れ
た
時
、
抵
抗
が

あ
っ
た
が
、
授
業
を
受
け
い
ろ
い
ろ
な
表
現
技
法
を
習
う
ご
と
に
、
作
り
た

い
と
い
う
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
実
際
に
、
俳
句
や
短
歌
を
作
る

の
は
楽
し
か
っ
た
し
、
み
ん
な
が
作
っ
た
作
品
を
読
む
の
も
楽
し
か
っ
た
。
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こ
れ
ま
で
に
短
歌
・
俳
句
と
本
格
的
に
創
作
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の

だ
が
、
ま
ず
鑑
賞
を
し
て
、
↓
情
景
を
想
像
↓
そ
し
て
創
作
と
い
っ
た
順

序
に
沿
っ
た
学
習
で
、
こ
の
過
程
の
中
で
た
く
さ
ん
の
短
歌
・
俳
句
の
知

識
を
身
に
つ
け
た
と
思
う
。
そ
し
て
創
作
で
は
、
そ
れ
ら
の
知
識
を
生
か

す
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
ほ
か
の
人
た
ち
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
で

理
解
が
一
層
深
ま
っ
た
と
思
う
。

四

考
察
と
ま
と
め

｜
本
単
元
に
お
け
る
習
得
・
活
用
・
探
究
｜

今
回
の
単
元
は
、
も
と
も
と
は
、
学
習
者
が
「
主
体
的
に
」
活
動
す
る
場
を

い
か
に
授
業
の
中
に
作
り
出
す
か
、
と
い
う
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
こ
と
は
「
習
得
」
・
「
活
用
」
・
「
探
究
」
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
の

だ
ろ
、
っ
か
。

今
回
学
習
者
に
「
習
得
」
さ
せ
た
か
っ
た
事
項
は
、
主
に
次
の
単
元
の
目
標

に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

－
情
景
や
心
情
を
把
握
し
、
よ
り
深
く
味
わ
う
鑑
賞
の
仕
方
を
身
に
つ
け
る

0

2
短
歌
・
俳
句
の
形
式
と
表
現
方
法
の
特
色
と
そ
の
効
果
を
理
解
し
、
創
作
に

生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。

3
発
想
や
想
像
力
を
豊
か
に
し
、
一
言
葉
に
対
す
る
感
受
性
を
磨
く
。

こ
れ
ら
を
「
習
得
」
さ
せ
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
一
つ
一
つ
の
短
歌
・
俳

句
に
つ
い
て
、
そ
の
表
現
方
法
の
効
果
に
注
目
し
、
鑑
賞
し
て
い
っ
た
。
鑑
賞

は
、
「
書
く
」
「
話
す
・
開
く
」
「
読
む
」
と
い
っ
た
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
、

そ
の
活
動
を
通
し
て
行
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
中
で
具
体
的
に
ど
ん
な
事

項
や
力
の
習
得
や
活
用
を
目
指
し
た
の
か
は
、
前
述
の
「
授
業
の
概
要
」
の
中

に
【
俳
句
・
短
歌
の
鑑
賞
の
仕
方
の
活
用
｝
の
よ
う
に
示
し
た
。
太
字
は
、
授

業
者
の
意
識
の
中
で
重
点
を
置
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
振
り
返
り
な
が

ら
ま
と
め
て
い
く
う
ち
、
一
つ
の
活
動
の
中
に
「
習
得
」
「
活
用
」
両
方
の
要

素
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

学
習
者
の
感
相
心
か
ら
、
は
じ
め
は
何
を
書
い
て
い
い
か
分
か
ら
な
く
て
戸

惑
っ
て
い
た
者
も
、
授
業
が
進
む
に
つ
れ
て
鑑
賞
文
を
書
く
こ
と
に
抵
抗
感
が

な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
鑑
賞
の
視
点
や
内
容
も
、
徐
今
に
的
確

か
つ
豊
か
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
「
習
得
」
と
い
う
の
は
、

第
一
時
の
基
礎
知
識
を
学
習
す
る
場
面
ゃ
、
第
二
時
や
第
四
時
の
鑑
賞
文
例
を

読
ん
で
鑑
賞
の
仕
方
を
学
習
す
る
場
面
な
ど
の
、
知
識
や
方
法
を
「
知
る
」
こ

と
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
実
際
に
「
活
用
」
し
て
言
語

活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
は
じ
め
て
、
徐
々
に
自
分
の
力
と
し
て
獲

得
し
て
い
く
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
「
習
得
」
と
「
活
用
」
と
の

関
係
は
、
並
列
さ
れ
る
別
々
の
も
の
で
は
な
く
、
「
習
得
」
に
よ
っ
て
「
活
用
」

州
司
相
叫
劃
引
1
J
E
出
i

「
活
肝
叶
叫
判
引
引
£
川
寸
劃
伺
同
制
組
制
下
同
州
似

の
に
な
っ
て
い
く
と
い
っ
た
、
相
互
に
深
く
関
わ
り
合
う
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

で
は
、
「
主
体
的
」
に
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
「
主
体
的
」
な
態
度
や
意
欲
は
、
「
習
得
」
「
活
用
」
に
取
り
組

む
際
に
、
そ
の
学
習
効
果
を
大
き
く
高
め
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
い
く
ら
言

語
活
動
を
取
り
入
れ
て
も
、
学
習
者
の
態
度
が
「
受
け
身
」
で
、
学
習
に
対
し

て
必
然
性
も
意
欲
も
感
じ
て
い
な
い
よ
う
な
状
態
で
は
、
「
習
得
」
は
難
し
い
。

今
回
の
よ
う
に
鑑
賞
に
苦
手
意
識
を
持
っ
て
い
る
学
習
者
も
少
な
く
な
い
中
で

は
特
に
、
た
だ
活
動
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
学
習
者
が
目
的
意
識
と
緊
張
感
を
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持
っ
て
活
動
に
臨
み
、
活
動
後
に
達
成
感
や
面
白
さ
を
味
わ
え
る
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
。
目
標
を
明
示
す
る
こ
と
、
「
書
く
」
際
に
、

後
で
学
習
者
同
士
が
相
互
に
読
み
合
っ
た
り
話
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
を
予
告

し
て
お
く
こ
と
、
書
い
た
も
の
や
話
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
必
ず
相
手
か
ら
質

問
・
評
価
・
コ
メ
ン
ト
と
い
っ
た
反
応
が
返
っ
て
く
る
よ
う
に
し
た
こ
と
、
な

ど
で
あ
る
。
ま
た
、
何
回
か
同
様
の
活
動
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
「
次
は
こ
れ

を
取
り
入
れ
て
み
よ
う
」
「
次
は
こ
こ
を
改
善
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
風
に
、

自
ら
の
課
題
を
自
覚
し
、
そ
の
課
題
に
「
主
体
的
に
」
取
り
組
む
姿
勢
が
少
し

ず
つ
生
ま
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

学
習
者
の
感
想
を
見
る
と
、
本
単
元
の
中
で
「
主
体
性
」
や
「
意
欲
」
を
生

じ
さ
せ
た
一
番
の
源
は
、
学
習
者
同
士
の
交
流
で
は
な
か
っ
た
か
な
と
思
う
。

互
い
の
感
じ
方
や
も
の
の
見
方
の
違
い
に
面
白
さ
を
感
じ
、
想
像
力
や
表
現
力

に
刺
激
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
学
習
へ
の
意
欲
が
生
ま
れ
て
い
っ
た

よ
う
だ
。
ま
た
、
自
分
が
真
剣
に
取
り
組
む
と
評
価
も
真
剣
に
な
り
、
自
分
に

も
真
剣
に
評
価
さ
れ
た
も
の
が
返
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
読
み
を
交
流
し

合
い
、
評
価
し
合
う
活
動
は
、
自
ら
の
学
習
へ
の
取
り
組
み
方
が
問
わ
れ
る
と

い
う
意
味
で
、
学
習
者
に
「
主
体
」
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
も
の
か
も
し
れ
な

い
と
感
じ
た
。

最
後
に
、
「
探
究
」
に
つ
い
て
。
今
回
の
学
習
は
、
「
探
究
」
的
学
習
に
ど
の

よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
か
。
鑑
賞
や
創
作
に
必
要
な
「
想
像
力
」
や

「
発
想
力
」
、
生
活
の
中
か
ら
取
材
し
、
取
捨
選
択
し
、
一
言
葉
を
吟
味
・
精
選
し

て
「
表
現
す
る
力
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
探
究
」
活
動
の
過
程
に
お
い
て
も
同
じ

よ
う
に
必
要
な
力
で
あ
る
。
ま
た
、
身
の
回
り
や
社
会
の
事
象
に
対
し
て
ど
う

感
じ
、
何
に
問
題
意
識
を
持
っ
か
と
い
っ
た
「
感
性
」
や
様
々
な
「
も
の
の
見

方
」
を
養
っ
て
お
く
こ
と
は
、
課
題
を
設
定
す
る
際
や
そ
れ
を
考
察
し
て
い
く

際
の
基
盤
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
に
よ
り
も
、
「
こ
と
ば
の
持
つ
力
」
「
こ
と
ば
の

可
能
性
」
を
実
感
で
き
れ
ば
、
「
探
究
」
に
お
け
る
言
語
活
動
に
対
し
て
真
撃

に
取
り
組
む
態
度
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
今
回
の
学
習
が
、
教

科
を
超
え
た
「
総
合
的
な
学
習
」
の
探
求
的
活
動
に
少
し
で
も
活
き
て
い
っ
て

ほ
し
い
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
力
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
一
単
一
冗
だ
け
で
つ
く
も
の
で
は

な
く
、
日
均
の
授
業
の
中
で
、
ま
た
様
々
な
種
類
の
文
章
を
通
し
て
、
地
道

に
、
長
期
的
に
こ
つ
こ
つ
培
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
時
間
的
な
問
題
を
始
め
様
々
な
制
約
が
あ
る
中
で
、
い
つ
も
こ
の
よ

う
な
取
り
組
み
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
今
回
の
単
元
以
降
、
提
案
者

自
身
な
か
な
か
一
言
語
活
動
を
中
心
に
据
え
た
授
業
は
で
き
て
お
ら
ず
、
冒
頭
に

述
べ
た
よ
う
な
課
題
は
い
ま
だ
に
克
服
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の
提

案
に
向
け
て
、
授
業
実
践
を
振
り
返
る
機
会
を
い
た
だ
き
、
「
言
語
活
動
と
い

う
『
活
用
』
を
通
し
て
『
習
得
』
さ
せ
る
こ
と
」
、
「
学
習
者
同
士
の
交
流
を
取

り
入
れ
て
意
欲
づ
け
を
す
る
こ
と
」
、
「
想
像
力
や
発
想
力
を
必
要
と
す
る
活
動

を
適
宜
取
り
入
れ
る
こ
と
」
の
大
切
さ
に
気
付
か
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫

だ
っ
た
。
今
後
の
授
業
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
学
習

者
が
「
こ
と
ば
の
持
つ
力
」
や
「
可
能
性
」
を
発
見
し
、
「
こ
と
ば
を
用
い
る

力
」
を
磨
い
て
い
け
る
よ
う
な
授
業
を
こ
れ
か
ら
も
模
索
し
て
い
き
た
い
。

一102

最
後
に
、
取
り
組
み
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
多
く
の
方
々
に
ご
指
導
い
た

だ
き
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
広
島
県
立
祇
園
北
高
等
学
校
）


