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

2 

小
中
の
学
び
を
つ
な
ぐ
古
典
の
指
導
に
つ
い
て

’情

と

「
景
」
を
読
む
和
歌
鑑
賞
の
実
践
を
通
し
て
｜
｜

岡

研
究
の
目
的

今
回
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
り
、
小
学
校
で
も
中
学
校
で
も
「
伝
統
的

な
言
語
文
化
」
が
重
視
さ
れ
、
小
学
校
の
国
語
科
教
科
書
に
は
多
く
の
古
文
や

短
歌
・
俳
句
、
漢
文
な
ど
が
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

古
典
教
材
に
お
け
る
小
学
校
五
・
六
学
年
の
学
習
内
容
と
中
学
校
の
学
習
内
容

は
、
重
な
り
合
う
部
分
が
多
く
、
そ
の
系
統
性
が
暖
昧
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
は
、
有
名
な
古
典
作
品
だ
け
で
な
く
、

地
域
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
文
化
・
昔
話
・
民
話
な
ど
多
種
多
様
で
、
教
材
開

発
の
研
究
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
古
典
の
教
材
を
扱
う
授
業
を
省
み
た
と
き
、
い
く
つ
か
の
限
ら

れ
た
有
名
な
古
典
作
品
を
教
材
と
し
て
扱
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
古
典
作
品
に

は
、
生
活
の
中
で
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
が
含
ま
れ
、
そ
の
音

い
な
ど
の
理
由
か
ら
、
学
習
に
対
す
る
抵
抗
感
が
生
ま
れ
や
す
く
、
学
習
が
受

け
身
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
も
見
受
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
教
師
の
指
導
も
音

j兵

宙
d巳ρ

子

読
・
朗
読
・
暗
唱
の
練
習
や
訓
練
に
傾
斜
し
た
り
、
教
師
か
ら
の
説
明
が
多
く

な
っ
た
り
し
て
、
生
徒
か
ら
「
苦
手
だ
」
「
難
し
く
て
読
む
気
に
な
れ
な
い
」
と

い
っ
た
つ
ぶ
や
き
も
聞
こ
え
て
く
る
。

そ
こ
で
、
本
校
国
語
科
で
は
、
小
・
中
学
校
の
九
年
間
で
児
童
・
生
徒
の
学

び
を
つ
な
ぎ
、
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
生
徒
自
身
が
主
体
的
に
か
か
わ
る
よ

う
な
授
業
づ
く
り
の
実
現
を
め
ざ
す
こ
と
と
し
た
。
義
務
教
育
段
階
で
は
、

様
々
な
教
材
を
通
し
て
系
統
的
・
継
続
的
に
行
う
取
り
組
み
の
中
で
、
「
伝
統
的

な
言
語
文
化
」
に
親
し
む
態
度
が
育
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に

国
語
科
の
役
割
で
あ
る
「
こ
と
ば
の
力
」
を
身
に
つ
け
て
い
く
た
め
に
、
螺
旋

的
・
反
復
的
な
学
習
経
験
も
必
要
と
な
る
。
今
の
時
代
を
生
き
る
児
童
・
生
徒

に
多
様
な
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
ふ
れ
る
機
会
を
設
け
、
そ
の
価
値
に
気

づ
き
、
実
感
で
き
る
よ
う
な
取
り
組
み
に
し
て
い
き
た
い
。
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「伝統的な言語文化」に関する小・中 9年間の学びのつながり

I期， H期， H醐
小1・2 小3・4 I小5・6 中1 I 中2・3

抽象的で背景となる
知識が必要なもの

つの作品を深める

ζL 
歴史的背景や生活状況、

生き方や側醸防温見

作品世界

一
G
f

格設鮫可Wi•こ4れで楽はF
,JJ.-

坐議識や見榊ょ事象との

関暫〕重視ζL

／／出会ユ 楽日J ＼ 

¥ 一体面酒白さを実設する／

（柘襖民をもって指命・相象する〉

豊かに想像する 亡＝＞深く想像する亡ミ〉自由に想像する

「伝統的な言語文化への親しみ」のレベノレ

「こんなのあるんだj→じおもしろいなJ→「もっと読みたい」→「くわしく知りたしリ

2 

研
究
の
計
画

ー
三
年
次
案

一
年
次
（
平
成
お
年
度
）
研
究
の
方
向
性
の
明
確
化

O
古
典
の
授
業
に
お
け
る
先
行
文
献
研
究
、
教
科
書
の
古
典
教
材
把
握

O
研
究
の
目
的
、

E
期
（
本
校
研
究
に
お
け
る
E
期
を
指
す
以
下
、
同
様
）

に
お
け
る
め
ざ
す
生
徒
像
と
学
び
の
つ
な
が
り
、
授
業
構
想
の
作
成

。
各
学
年
に
お
け
る
俳
句
の
授
業
実
践
、
実
践
の
成
果
と
課
題
の
明
確
化

。
学
び
の
つ
な
が
り
の
吟
味
、

2
年
次
の
研
究
計
画
の
確
認

二
年
次
（
平
成
但
年
度
）
研
究
の
深
化

O
幅
を
広
げ
て
の
教
材
開
発
、
そ
の
授
業
実
践
、
実
践
に
お
け
る
成
果
と
課

題
の
明
確
化

O
E期
の
生
徒
像
と
学
び
の
つ
な
が
り
の
吟
味
と
修
正
、

3
年
次
の
研
究
計

画
の
確
認

三
年
次
（
平
成
お
年
度
）
研
究
の
ま
と
め

O
さ
ら
な
る
教
材
開
発
と
授
業
実
践
、
実
践
に
お
け
る
成
果
と
課
題
の
明
確

’vu 

イ
i

O
E期
の
生
徒
像
と
学
び
の
つ
な
が
り
の
吟
味
と
修
正
、
次
の
研
究
の
方
向

性
の
検
討

本
研
究
は
、
二
年
次
の
実
践
を
中
心
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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3
．
授
業
実
践

本
校
第
二
学
年
生
徒
は
、
前
年
、
中
学
一
年
の
古
典
学
習
に
お
い
て
「
名
句



を
味
わ
う
」
と
し
て
、
俳
句
の
鑑
賞
を
行
っ
て
い
る
。
松
尾
芭
蕉
、
与
謝
蕪
村
、

小
林
一
茶
と
い
う
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
有
名
な
俳
人
の
作
品
と
、
教
師
が
用

音
却
し
た
偽
物
の
作
品
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
ど
ち
ら
が
本
物
の
作
品
か
見
極
め

る
学
習
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
定
型
の
リ
ズ
ム
や
語
の
意
味
、
語
感
、
構
成

と
い
っ
た
点
に
着
目
し
て
鑑
賞
し
、
そ
の
旬
な
ら
で
は
の
良
さ
に
気
づ
く
こ
と

に
二
疋
の
成
果
、
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
中
学
一
年
生
の
段
階
で

は
、
作
品
を
読
む
場
合
に
自
分
の
身
に
引
き
よ
せ
て
読
む
こ
と
が
難
し
い
現
状

も
課
題
と
し
て
み
ら
れ
た
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
生
活
経
験
の
乏
し
さ
が

作
品
世
界
へ
の
共
感
を
阻
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
自

分
自
身
の
生
活
経
験
が
な
け
れ
ば
文
学
作
品
を
味
わ
え
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
そ
れ
を
補
い
読
む
た
め
の
知
識
と
想
像
力
を
育
む
必
要
性
を
感
じ
て
い

る。
そ
こ
で
、
第
二
学
年
の
古
典
学
習
で
は
、
「
百
人
一
首
』
の
和
歌
を
鑑
賞
す
る

こ
と
に
取
り
組
ま
せ
た
。
和
歌
は
、
俳
句
と
同
様
、
限
ら
れ
た
言
葉
の
中
に
さ

ま
さ
ま
な
技
法
を
用
い
て
、
広
く
深
い
世
界
を
表
現
す
る
定
型
詩
で
あ
る
。
ま

た
、
一
人
称
の
文
学
と
も
一
一
言
わ
れ
、
作
者
の
視
点
か
ら
描
か
れ
た
「
情
景
」
を

読
む
の
に
適
し
て
い
る
。
「
情
景
」
と
は
、
そ
れ
を
見
た
り
、
そ
の
様
子
を
思
い

浮
か
べ
た
り
す
る
人
の
心
に
訴
え
る
場
面
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
情
」
H

作
者
の
心

情
と
、
「
景
」
H

和
歌
の
風
景
か
ら
成
り
立
つ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
和
歌
を
読

む
と
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
風
景
と
作
者
の
心
情
の
両
面
を
鑑
賞
す
る
こ
と
で

あ
る
。
生
徒
自
身
で
、
和
歌
の
「
情
」
と
「
景
」
の
両
面
を
読
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
指
導
の
あ
り
方
を
探
り
、
作
者
に
共
感
し
な
が
ら
和
歌
を
鑑
賞

で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
の

具
体
的
に
は
、
和
歌
を
鑑
賞
す
る
際
、
『
百
人
一
首
」
の
和
歌
と
そ
の
詞
書
を

も
と
に
、
歌
日
記
を
書
く
と
い
う
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
者
の
想
い
を
深
く
読
み
取
り
、
豊
か
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
の
方
法
を
検
証
す
る
た
め
に
、
本
校
二
学
年

二
ク
ラ
ス
（
乃
名
）
を
、
処
遇
群
と
対
照
群
、
二
つ
に
分
け
て
別
今
の
指
導
を

試
み
る
c

こ
の
二
ク
ラ
ス
の
「
書
く
力
」
（
6
月
下
旬
に
実
施
し
た
国
語
科
一
学

期
期
末
テ
ス
ト
結
果
）
を

t
検
定
（
片
側
検
定
）
を
用
い
て
検
証
し
た
と
こ
ろ
、

「
書
く
力
」
に
お
い
て
有
意
差
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
c

指
導
の
具
体
的
な
方
法
は
、
次
の
よ
う
に
行
っ
た
。
ま
ず
、
全
員
に
和
歌
の

表
現
技
法
で
あ
る
「
掛
詞
」
を
理
解
さ
せ
る
c

和
歌
の
表
現
技
法
が
様
々
あ
る

中
で
、
特
に
「
掛
詞
」
に
注
目
さ
せ
る
の
は
、
「
掛
詞
こ
そ
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク

の
中
心
に
な
る
も
の
」
（
渡
部
、

2
0
0
9）
と
も
言
わ
れ
、
一
語
に
二
つ
の
意

味
を
も
た
せ
た
り
、
二
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
作
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る

技
法
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
の
や
風
景
に
自
分
の
あ
り
方
や
心
情
を
重
ね
て
表
現

す
る
こ
の
技
法
を
、
読
む
た
め
の
知
識
と
し
て

E
期
の
生
徒
達
が
獲
得
す
る
こ

と
で
、
見
え
て
く
る
世
界
が
広
が
り
、
鑑
賞
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

フ
心
。
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次
に
、
処
遇
群
の
生
徒
に
は
、
和
歌
と
と
も
に
詞
書
を
読
み
、
そ
れ
ら
を
手

が
か
り
に
し
て
歌
日
記
を
書
く
活
動
を
設
定
す
る
。
こ
こ
で
言
、
つ
歌
日
記
と
は
、

生
徒
が
和
歌
の
作
者
に
な
り
き
り
、
和
歌
の
詠
ま
れ
た
経
緯
を
日
記
風
に
書
き

換
え
た
も
の
を
指
す
。
日
記
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
和
歌
や

詞
書
に
あ
る
言
葉
や
事
柄
を
、
作
者
が
置
か
れ
た
状
況
と
し
て
想
像
す
る
こ
と

が
容
易
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
対
照
群
の
生
徒
に
は
、
詞
書

に
あ
る
内
容
を
、
教
師
が
説
明
す
る
と
い
う
形
で
一
不
す
。
（
表
1
参
照
、
処
遇
群

の
学
習
過
程
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
一
不
す

0

）



鑑
賞
文
を
書
く
前
に
「
歌
日
記
を
書
く
」
と
い
う
活
動
を
取
り
入
れ
、
作
者

へ
の
同
化
的
体
験
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
生
徒
の
想
像
力
を
刺
激
し
、
よ
り

深
く
共
感
的
に
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ど
う
か
、
鑑
賞
文
を

質
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
検
証
す
る
。

【
指
導
計
画
】

第
一
次

和
歌
の
読
み
方
を
学
ぶ

（5
時
間
）

【
綬
業
の
実
際
】

処
遇
群
の
学
習
過
程
の
概
略
を
示
す
。

学
習
活
動
と
内
容

。
和
歌
の
一
言
葉
は
三
十
一
文
字
か
？
（
「
掛
詞
」
に
つ
い
て
）

口
和
歌
の
読
み
方
を
マ
ス
タ
ー
す
る
。

「
鑑
賞
す
る
」
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。

・
和
歌
の
言
葉
H

作
者
が
選
ん
だ
言
葉
↓
な
ぜ
そ
の
言
葉
を
選
ん

だ
の
か
？

－
な
、
ぜ
そ
の
言
葉
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
？

．
作
者
の
心
情
を
表
現
す
る
仕
組
み
を
知
る
。

－
限
ら
れ
た
言
葉
を
最
大
限
に
活
か
す
。
↓
言
葉
を
2
倍
に
す
る

方
法

「
ホ
ン
ト
ノ
キ
ズ
ナ
」

H
本
と
の
緋
、
本
当
の
緋

・
『
百
人
一
首
」
の
和
歌
の
中
か
ら
、
掛
詞
を
読
み
解
く
。

第
二
次

「
百
人
一
首
」
か
ら

書
く
（
l
時
間
）

自
分
が
関
心
を
も
っ
た
和
歌
を
選
ぴ
、
鑑
賞
文
を

【
実
施
期
間
】

平
成
二
十
四
年
十
一
月
1
十
二
月

指
導
上
の
留
意
点

O
心
情
を
表
現
す
る
仕
組
み
と
し
て
の
和
歌
の
技
法
（
掛
詞
）
を
理
解
さ
せ
る
。

－
一
つ
の
語
に
、
意
味
の
異
な
る
同
音
の
諾
を
重
ね
て
、

2
通
り
の
意
味
を
も
た
せ
る

技
法
で
あ
る
こ
と

－
一
つ
が
自
然
の
事
物
（
景
）
を
表
し
、
も
う
l
つ
が
人
間
に
か
か
わ
る
こ
と
（
情
）
を

表
し
て
い
る
こ
と

O
こ
の
歌
の
掛
詞
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
確
認
さ
せ
る
。

ふ
る
H

時
聞
が
経
つ
、
（
雨
が
）
降
る

な
が
め
H

容
貌
、
長
雨

102 



我
が
身
世

ふ
る
な
が
め
せ

；小し
，野ま
：小 lこ
i町

ロ
紀
貫
之
の
歌
日
記
（
例
）
を
読
む
。

口
「
百
人
一
首
」
中
、
提
示
さ
れ
た
和
歌
か
ら
、

を
書
く
。

わ
び
ぬ
れ
ば

一
首
選
ん
で
歌
日
記

O
「
詞
書
」
は
、
和
歌
の
前
に
添
え
ら
れ
、
ど
ん
な
場
面
で
詠
ん
だ
の
か
、
な
ぜ
そ
の
歌

を
詠
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
な
ど
、
作
者
及
び
作
者
の
状
況
を
知
る
た
め
の
手
が
か

り
に
な
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

O
前
半
二
句
の
現
代
語
を
一
不
し
、
後
半
四
句
の
言
葉
を
手
が
か
り
に
、
歌
の
意
味
を
考
え

る
よ
う
に
す
る
。

O
歌
日
記
を
書
く
際
の
留
意
点
を
確
認
す
る
。

・
作
者
に
な
り
き
っ
て
書
く
こ
と

・
和
歌
と
「
詞
書
」
の
内
容
は
変
え
な
い
で
用
い
る
こ
と

－
室
田
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
自
由
に
想
像
し
て
良
い
こ
と

O
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
詞
書
に
現
代
語
訳
を
添
え
て
一
不
す
。

O
歌
の
特
徴
、
面
白
み
に
気
づ
か
せ
る
。

・
「
身
を
つ
く
し
て
も
」

H
身
を
尽
く
す
、
湾
標

・
山
＋
風
↓
嵐

文
字
遊
び
の
お
も
し
ろ
さ

・
こ
の
た
び
は
H

こ
の
度
は
、
こ
の
旅
は

と
り
あ
へ
ず
H

取
る
も
の
も
取
り
あ
え
ず
急
い
で
、
取
り
あ
え
ず
ま
ず

手
向
山
H
手
向
山
の
紅
葉
、
紅
葉
を
手
向
け
る

い
く
野
H
生
野
、
行
く
野

ま
だ
ふ
み
も
見
ず
H

ま
だ
文
を
見
て
い
な
い
、
ま
だ
踏
ん
だ
こ
と
も
な
い

こ
と
も
な
い
）

（
行
っ
た

ハ
リ
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結
果
と
考
察

今
回
の
学
習
を
通
じ
て
、
「
景
」
と
「
情
」
の
両
面
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
か

に
つ
い
て
、
学
習
後
に
書
い
た
鑑
賞
文
を
処
遇
群
・
対
照
群
で
比
較
す
る
。

鑑
賞
文
の
評
価
ル

l
ブ
リ
ッ
ク

観

占

和
歌
の
「
景
」
と
「
情
」
を
、
一
言
葉
で
表

現
さ
れ
た
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
表
現
さ

一
れ
て
い
な
い
部
分
も
読
み
取
り
、
共
感
的

に
鑑
賞
し
て
い
る
。

A B 

和
歌
の
「
景
」
と
「
情
」
を
、
言
葉
で
表

現
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
正
確
に
読
み
取

り
、
鑑
賞
し
て
い
る
。

処
遇
群

52. 5% 

(21人）

35.o% I 
(14人）

対
照
群

28.2% 

(1 1人）

56.4% 

(22人）

和
歌
の
「
景
」
と
「
情
」
の
い
ず
れ
か
が

正
確
に
読
み
取
れ
て
お
ら
ず
、
主
観
的
に

鑑
賞
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
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評
価
A
に
該
当
す
る
生
徒
の
割
合
は
、
処
遇
群
が
対
照
群
を
大
き
く
上
回
る
。

こ
の
結
果
よ
り
、
歌
日
記
を
書
く
活
動
は
、
和
歌
の
「
景
」
と
「
情
」
の
表
現

さ
れ
て
い
な
い
部
分
を
共
感
的
に
読
む
た
め
に
、
有
効
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。
評
価
を
A
と
し
た
生
徒
の
鑑
賞
文
（
抜
粋
）
を
挙
げ
る
。

（
下
線
は
筆
者
に
よ
る
）

【
文
屋
康
秀
「
吹
く
か
ら
に
・
」
］

O
作
者
が
ど
ん
な
思
い
で
こ
の
歌
を
詠
ん
で
い
た
か
と
い
う
と
、
最
初
は

マ
イ
ナ
ス
思
考
の
思
い
が
強
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で

「
山
か
ら
吹
く
風
」
と
「
荒
々
し
い
風
」
か
ら
「
嵐
」
を
思
い
つ
き
、
「
お

も
し
ろ
い
も
の
を
発
見
し
た
ぞ
！
」
と
い
う
プ
ラ
ス
思
考
の
気
持
ち
に
変



わ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
歌
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と
は
、
日
々
の
小

さ
な
発
見
か
ら
歌
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
で
す
。
（
処
遇
群
、
女
子
）

本
「
こ
こ
で
変
わ
っ
た
o
」
と
言
う
表
現
に
、
作
者
と
の
共
時
的
な
感
覚

を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
歌
の
場
面
が
作
者
の
日
常
の
中
に
あ
る
こ
と
へ

の
推
察
が
書
か
れ
て
い
る
。

O
今
は
秋
で
紅
葉
が
き
れ
い
な
の
に
、
こ
の
山
風
が
荒
ら
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
う
思
っ
た
時
、
作
者
は
こ
の
歌
を
思
い
つ
き
ま
し
た
c

（
中
略
）
僕
は
こ

れ
を
聞
い
て
、
山
風
を
身
を
も
っ
て
体
感
し
て
気
づ
い
た
こ
と
を
歌
に
す
る

才
能
が
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
歌
を
考
え
つ
い
た
時
の
お

も
し
ろ
さ
や
驚
き
な
ど
も
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
（
処
遇
群
、
男
子
）

本
「
こ
の
」
「
そ
う
思
っ
た
と
き
」
「
こ
れ
」
な
ど
の
指
示
語
を
用
い
て
お
り
、

作
者
に
近
い
視
点
で
和
歌
の
場
面
を
想
像
し
、
感
じ
た
こ
と
を
表
現
し
て

いヲ心。
【
菅
原
道
真
「
こ
の
た
び
は
・
」
】

O
「
こ
の
た
び
は
」
は
「
こ
の
旅
は
」
と
「
こ
の
度
は
」
の
掛
詞
で
、
「
今

回
の
旅
は
」
と
い
う
意
味
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
「
普
段
は
忘
れ
な
い

が
、
今
回
は
め
ず
ら
し
く
」
と
強
調
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か

し
、
あ
の
賢
い
道
真
一
が
幣
を
忘
れ
る
わ
け
が
な
い
。
あ
ま
り
に
美
し
い
紅

葉
を
供
え
る
た
め
に
ウ
ソ
を
つ
い
た
の
で
は
？
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い

る
と
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
と
き
の
道
真
の
気
持
ち
が
無
限
に
広
が
っ
て
い

く
。
（
略
）
（
処
遇
群
、
男
子
）

中
「
掛
詞
」
に
注
目
し
、
こ
の
言
葉
の
表
の
意
味
と
そ
の
奥
に
隠
さ
れ
た
作

者
の
心
情
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。

【
小
式
部
内
侍
「
大
江
山
：
・
」
】

O
代
作
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
作
者
が
「
い
く
野
」
と
か
「
ま
だ
ふ
み

も
み
ず
」
な
ど
の
掛
認
を
使
っ
て
「
母
の
い
る
生
野
に
は
行
っ
た
こ
と
も

な
い
」
、
「
母
か
ら
の
文
は
見
た
こ
と
も
な
い
」
と
切
り
返
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
地
名
な
ど
を
用
い
て
代
作
で
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
自

分
の
行
動
を
説
明
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
疑
わ
れ
た
こ
に
憤
り
を
表
し
て

い
る
。
（
処
遇
群
男
子
）

本
代
作
で
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
疑
わ
れ
た
時
の
心
情
を

詠
み
込
み
、
相
手
に
切
り
返
す
一
一
重
の
文
脈
を
理
解
し
て
い
る
。

O
「
母
に
代
作
し
て
も
ら
っ
て
い
る
」
と
皮
肉
を
言
っ
て
き
た
の
で
、
作
者

は
、
落
ち
着
い
て
冷
静
、
か
つ
あ
ざ
笑
う
よ
う
に
こ
の
歌
で
や
り
返
し
て

い
る
。
と
て
も
悔
し
か
っ
た
と
思
う
が
、
立
派
だ
。
で
も
、
こ
の
歌
に
は

も
う
1
つ
意
味
が
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
地
名
を
詠
ん
だ
の
は
、
丹
後
国
に

い
る
母
を
思
う
気
持
ち
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
っ
た
。
（
対
照
群
、

女
子
）

＊
「
母
を
思
う
気
持
ち
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
っ
た
」
と
あ
る
よ
う

に
、
掛
詞
に
な
っ
て
い
る
地
名
か
ら
作
者
の
心
情
を
推
察
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
和
歌
を
歌
日
記
と
い
う
散
文
に
書
き
換
え
る
際
、
足
り
な
い

言
葉
を
想
像
力
で
補
っ
た
こ
と
が
、
鑑
賞
文
を
書
く
時
に
も
活
か
さ
れ
て
い
る

事
例
が
多
く
見
ら
れ
た
。

A
評
価
処
遇
群
生
徒
の
鑑
賞
文
に
見
ら
れ
る
「
こ
の
」

や
「
こ
れ
」
な
ど
近
称
の
指
示
語
や
、
和
歌
の
場
面
を
現
在
形
で
と
ら
え
て
い

る
表
現
は
、
事
前
に
歌
日
記
を
書
い
た
こ
と
で
、
作
者
に
同
化
し
、
作
者
が
和

歌
を
詠
ん
だ
時
や
場
面
を
共
有
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
結
果
、



自
然
と
作
者
に
共
感
的
な
態
度
で
鑑
賞
文
を
書
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。
対
照
群
に
も
、

A
評
価
の
生
徒
は
い
る
が
、
処
遇
群
の
半
数
程
度
に

止
ま
っ
て
い
た
。

ま
た
、
掛
詞
を
鑑
賞
に
ど
う
活
か
し
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
目
指
す
の
は
、

掛
詞
の
一
方
の
意
味
が
和
歌
の
詠
ま
れ
た
場
面
を
説
明
す
る
文
脈
に
使
わ
れ
て

お
り
、
も
う
一
方
は
、
作
者
自
身
の
心
情
に
つ
な
が
る
文
脈
を
生
み
出
し
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ω番
「
大
江
山
・
・
」

の
鑑
賞
文
に
、
「
代
作
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
作
者
が
・
・
」
と
あ
る
の
は
、

「
掛
詞
」
が
、
和
歌
の
詠
ま
れ
た
場
面
H
「
景
」
と
作
者
の
心
情
H
「
情
」
を
表
現

す
る
手
立
て
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
読
み
取
り
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
鑑
賞
を
す
る
た
め
に
は
、
表
出
し
て
い
な
い
意
味
を
引
き
出
す
た

め
の
想
像
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。

対
照
群
生
徒
の
鑑
賞
文
に
B
段
階
が
多
か
っ
た
の
は
、
和
歌
の
意
味
は
正
確

に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
て
い
る
が
、
和
歌
を
ひ
と
ま
と
ま
り
に
解
釈
し
、
和

歌
の
言
葉
か
ら
作
者
の
心
情
を
想
像
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
全
体
を
解
説
す
る

よ
う
な
読
み
取
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
処
遇
群

C
評
価
の
生
徒
は
、
歌
日
記
を
書
く
段
階
で
、
間
違
っ
た
解
釈
を
し
て
い
た
り
、

作
者
の
お
か
れ
た
状
況
を
十
分
に
想
像
で
き
て
い
な
か
っ
た
り
し
た
こ
と
が
、

鑑
賞
文
を
童
日
く
際
に
も
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
対
照
群
C
評
価

の
生
徒
に
も
見
ら
れ
、
こ
の
点
で
は
、
処
遇
群
、
対
照
群
と
も
に
差
は
な
い
。

鑑
賞
す
る
前
に
、
生
徒
が
つ
ま
ず
い
た
り
困
難
に
感
じ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

教
師
が
丁
寧
に
説
明
す
る
な
ど
し
て
、
修
正
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
っ

た
と
考
え
る
。

5 

ま
と
め

生
徒
が
主
体
的
に
、
和
歌
を
楽
し
み
、
親
し
む
た
め
の
手
だ
て
と
し
て
、
和

歌
を
作
者
に
共
感
し
な
が
ら
、
鑑
賞
す
る
授
業
を
構
想
し
た
。
そ
の
た
め
に

「
歌
日
記
を
書
く
」
と
い
う
活
動
を
入
れ
る
こ
と
は
、
概
ね
有
効
で
あ
っ
た
。
日

記
を
書
く
活
動
を
経
る
こ
と
で
、
和
歌
の
言
葉
を
よ
り
正
確
に
読
み
と
ろ
う
と

し
た
り
、
一
言
葉
と
言
葉
の
隙
聞
を
想
像
し
て
つ
な
げ
よ
う
と
し
た
り
す
る
様
子

が
、
生
徒
の
鑑
賞
文
に
見
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
和
歌
の
「
景
」
と
「
情
」

の
両
面
を
、
生
徒
自
身
が
読
み
と
る
た
め
の
知
識
や
想
像
力
を
育
む
こ
と
に
一

定
の
成
果
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の

思
い
を
理
解
し
、
感
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
E
期
の
目
指
す
生
徒
像
の
姿
に
つ

な
が
る
と
考
え
る
。
「
歌
日
記
」
を
書
か
せ
る
に
あ
た
り
、
特
に
配
慮
し
た
こ
と

を
二
点
述
べ
る
。

第
一
に
、
教
材
の
選
択
に
つ
い
て
で
あ
る
。
百
首
の
和
歌
か
ら
ど
の
歌
を
取

り
上
げ
る
か
は
、
内
容
が
中
学
2
年
生
の
生
徒
に
も
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
と
、
和
歌
に
詞
書
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
必
須
条
件
と
し
た
。
一
言
葉

自
体
は
意
味
を
調
べ
れ
ば
わ
か
る
が
、
当
時
の
常
識
・
生
活
習
慣
な
ど
歴
史

的
・
社
会
的
な
内
容
を
多
く
踏
ま
え
て
い
る
も
の
は
、
中
学
生
に
と
っ
て
読
解

が
難
し
い
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
詞
書
が
添
え
ら
れ
た
も
の
に
こ
だ
わ
っ
た
の

は
、
日
記
を
書
く
う
え
で
、
作
者
に
関
わ
る
情
報
を
、
少
し
で
も
多
く
示
し
た

い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
歌
日
記
を
書
か
せ
る
前
に
、
教
師
が
モ
デ
ル
文
を
示
し
た
こ
と
で

あ
る
。
「
与
え
ら
れ
た
情
報
を
、
『
歌
日
記
』
に
ど
う
活
か
す
の
か
」
と
い
う
こ



と
は
、
共
感
的
に
和
歌
を
読
む
際
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ

れ
ら
の
情
報
は
、
教
師
か
ら
一
方
的
に
知
識
を
伝
達
・
注
入
す
る
の
で
は
、
多

様
な
読
み
に
つ
な
が
ら
な
い
。
言
葉
か
ら
読
み
取
っ
た
事
実
を
書
く
部
分
と
、

言
葉
と
言
葉
を
つ
な
ぐ
た
め
に
自
由
に
想
像
し
て
書
い
て
良
い
部
分
が
あ
る
こ

と
を
、
モ
デ
ル
文
を
使
っ
て
説
明
し
た
。

他
方
、
今
回
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
作
者
に
同
化
す
る
た
め
に

必
要
な
知
識
が
不
足
し
て
い
る
生
徒
へ
の
対
応
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ

る
。
既
習
の
事
柄
が
十
分
で
な
い
場
合
、
自
分
（
現
代
）
の
感
覚
で
解
釈
し
た

ま
ま
、
誤
っ
た
理
解
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
き
に
く
い
。
自
由
な
想
像
を
期
待

し
て
い
る
も
の
の
、
和
歌
を
離
れ
て
勝
手
な
想
像
に
な
っ
て
は
鑑
賞
し
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
学
習
の
途
中
で
、
修
正
で
き
る
よ
う
な
段
階
を
、
も
う
少
し

細
か
く
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
か
ら
も
児
童
・
生
徒
た
ち
を
、
魅
力
あ
る
作
品
に
出
会
わ
せ
て
い
く
こ

と
で
、
「
古
典
は
難
し
い
け
ど
お
も
し
ろ
い
」
に
導
い
て
い
き
た
い
。

な
お
、
こ
の
報
告
は
筆
者
が
勤
務
校
に
て
実
践
し
、
広
島
大
学
附
属
東
雲
中

学
校
研
究
紀
要
第
四
十
四
集
に
掲
載
し
た
も
の
に
、
第
五
十
四
国
広
島
大
学
教

育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
参
会
の
先
生
方
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
助
言
を
加
筆
、

作
成
し
た
。
あ
ら
た
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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