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小
学
校
教
材
「
源
氏
物
語
」
の
反
響
・
そ
の
四

―
教
師
用
指
導
書
で
の
「
源
氏
物
語
」
の
扱
い
1

教
材
「
源
氏
物
語
」
が
掲
載
さ
れ
た
、
第
四
期
の
国
定
教
科
書
『
小
学
国
語
読
本
』
巻
十
一

の
使
用
は
、
昭
和
十
三
年
の
四
月
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
当
時
の
教
育
関
係
の
雑
誌
に
は
、
各

出
版
社
か
ら
発
売
さ
れ
た
、
教
師
用
の
指
導
書
の
広
告
が
目
立
つ
。
「
改
正
教
科
書
指
導
の
鍵
は

之
だ
!
・
」
「
科
学
的
国
語
指
導
の
妙
諦
此
の
比
類
な
き
構
成
を
見
よ
」
と
い
っ
た
宣
伝
文
が
そ
こ

に
は
踊
っ
て
お
り
、
教
師
へ
の
激
し
い
売
り
込
み
合
戦
を
想
像
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
教
師
用
指
導
書
に
お
い
て
、
「
源
氏
物
語
」
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
。

筆
者
は
既
に
別
稿
に
お
い
て
、
こ
の
類
の
も
の
の
う
ち
、
国
語
教
育
学
会
編
『
小
学
国
語
読
本

総
合
研
究
』
巻
十
一

(
昭
和
十
四
年
三
月
)
、
芦
田
恵
之
助
の
「
小
学
国
語
読
本
と
教
壇
」
巻
十

一

(
昭
和
十
三
年
四
月
)
『
教
式
と
教
壇
』
(
昭
和
十
三
年
五
月
)
、
友
納
友
次
郎
の
『
教
法
精
説

新
読
本
の
指
導
精
神
』
尋
常
科
用
巻
十
一
(
昭
和
十
三
年
四
月
)
に
つ
い
て
言
及
し
た
(
・
注
1
)
。

本
稿
で
は
、
そ
れ
以
外
の
、
管
見
に
入
っ
た
四
つ
の
教
師
用
指
導
書
に
つ
い
て
述
べ
、
こ
の
教

材
の
受
け
と
め
ら
れ
方
の
多
様
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

い
ず
れ
の
指
導
書
も
、
ま
ず
、
巻
頭
の
総
論
の
中
で
、
全
体
構
成
と
各
教
材
の
位
置
付
け
を

述
べ
、
そ
の
後
に
各
論
と
し
て
、
教
材
ご
と
に
一
章
を
設
け
て
言
及
し
て
い
く
と
い
う
形
式
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
「
源
氏
物
語
」
に
関
す
る
内
容
の
み
を
紹
介
し
、
考
察
を
加

え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
文
献
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
か
な
づ
か
い
は
原
文
ど
お
り
と
し
、
漢
字
の
字
体
は
、

す
べ
て
今
日
の
一
般
的
な
も
の
に
改
め
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。

一
、
秋
田
喜
三
郎
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
卜
女
子
教
材
と
し
て
の
重
要
性

秋
田
喜
三
郎
(
注
2
)
著
の
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
尋
常
科
用
巻
十
一
は
、
昭
和
十
三

年
四
月
に
明
治
図
書
株
式
会
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
に
置
か
れ
た
「
巻
十
一
の
概
観
」
の
「
一

巻
十
一
の
機
構
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
、

こ
の
教
科
書
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
の
位
置
づ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。

1

国
民
文
化
の
昂
揚

新
読
本
は
前
学
年
ま
で
に
、
先
づ
国
体
観
念
を
樹
立
し
、
国
史

有

働

裕

(
国
語
教
室
)

の
体
系
を
与
え
、
名
将
偉
人
に
よ
る
武
土
道
的
精
神
を
伝
へ
、
更
に
前
巻
に
於
て
は
国
民

精
神
の
振
起
を
中
心
題
目
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
巻
に
於
て
は
国
民
精
神
を
基
調
と
し

て
こ
ゝ
に
創
造
せ
ら
れ
た
国
民
文
化
を
主
題
と
す
る
も
の
ゝ
や
う
で
あ
る
。
巻
頭
に
「
吉

野
山
」
を
掲
げ
て
日
本
精
神
を
高
調
し
、
巻
尾
に
は
「
日
本
刀
」
を
以
て
之
を
結
び
、
こ

の
間
に
日
本
精
神
に
よ
り
創
造
せ
ら
れ
た
国
民
文
化
の
花
と
も
称
す
べ
き
教
材
を
配
列
し

て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
、
「
見
渡
せ
ば
」
「
源
氏
物
語
」
「
法
隆
寺
」
「
皇
国
の
姿
」
「
古
事
記
の

話
」
「
松
阪
の
一
夜
」
「
虫
の
声
」
「
鍼
眼
の
一
切
経
」
の
如
き
は
国
民
文
化
の
誇
と
す
べ
き

主
要
教
材
で
あ
る
。

2

国
民
活
動
の
重
視

国
民
文
化
に
枢
軸
を
お
く
本
巻
は
、
ま
た
国
民
の
活
動
を
重
視

し
、
文
化
建
設
の
跡
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。
国
民
の
活
動
は
国
土
を
環
境
と
し
て
、
或

は
古
道
精
神
の
顕
現
に
、
或
は
芸
術
文
化
の
創
造
に
或
は
皇
道
精
神
の
宣
揚
に
、
国
民
の

生
活
活
動
に
関
す
る
教
材
が
多
く
収
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
「
皇
国
の
姿
」
「
古
事
記

の
話
」
「
松
阪
の
一
夜
」
「
吉
野
山
」
等
は
古
道
精
神
の
顕
現
で
あ
り
、
「
見
渡
せ
ば
」
「
京

都
」
「
法
隆
寺
」
「
源
氏
物
語
」
「
虫
の
声
」
等
は
国
民
芸
術
の
創
造
で
あ
り
、
「
日
本
海
海

戦
」
「
間
宮
林
蔵
」
「
空
中
戦
」
「
日
本
刀
」
等
の
如
き
は
、
皇
道
精
神
の
宣
揚
で
あ
る
。

(
3
以
下
は
略
す
)

文
部
省
の
『
小
学
国
語
読
本
尋
常
科
用
巻
十
一
編
纂
趣
旨
』
(
昭
和
十
三
年
)
の
記
述
よ
り
は
詳

し
い
が
、
内
容
と
し
て
は
そ
こ
か
ら
一
歩
も
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
源
氏
物
語
」

を
こ
の
巻
に
お
い
て
特
別
に
重
視
す
る
よ
う
な
書
き
方
も
さ
れ
て
い
な
い
。

続
く
「
二

教
材
の
内
容
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

2

文
学
的
教
材
と
国
民
文
化

国
民
文
化
を
特
徴
と
す
る
本
巻
に
於
て
は
、
古
来
の
文

学
芸
術
に
関
す
る
教
材
を
多
く
採
択
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
自
然
で
あ
る
。
「
見
渡
せ

ば
」
は
「
古
今
和
歌
集
」
を
背
景
と
し
て
素
性
法
師
・
紀
貫
之
・
藤
原
敏
行
等
歌
人
の
秀

歌
五
首
を
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
虫
の
声
」
は
芭
蕉
・
蕪
村
・
鬼
貫
等

俳
豪
の
名
句
を
掲
げ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
「
源
氏
物
語
」
は
我
が
国
文
学
最
高
の
世
界
的
作
品

一
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の
一
部
を
紹
介
せ
る
も
の
で
あ
り
、
「
法
隆
寺
」
は
こ
れ
ま
た
我
が
国
最
高
の
古
代
芸
術
を

歎
賞
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
「
古
事
記
の
話
」
と
「
松
阪
の
一
夜
」
と
は
文
学
と

し
て
歴
史
と
し
て
我
が
国
の
古
道
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
「
鍼
眼
の
一
切

経
」
の
如
き
は
国
民
の
文
化
的
事
業
と
し
て
見
る
べ
く
、
「
月
光
の
曲
」
は
他
山
の
石
と
し

て
外
国
の
精
神
文
化
を
採
入
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

7

女
子
的
教
材
の
重
要
性

女
子
的
教
材
と
し
て
は
「
源
氏
物
語
」
と
「
姉
」
が
あ
げ

ら
れ
、
そ
の
他
に
「
月
光
の
曲
」
も
関
係
深
き
も
の
で
あ
る
。
巻
十
の
女
子
的
教
材
に
比

し
、
課
数
や
ゝ
少
き
観
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
源
氏
物
語
は
世
界
的
文
学
と
し
て
女
子
の
才

能
の
偉
大
な
る
を
想
見
す
べ
く
、
「
姉
」
は
女
子
の
道
と
し
て
最
も
重
要
な
結
婚
を
説
い
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
女
児
の
教
育
に
は
何
れ
も
重
要
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
民
文
化
教
材
と
し
て
の
「
源
氏
物
語
」
の
位
置
づ
け
は
、
や
は
り
『
編
纂
趣
旨
』
で
読
本
編

纂
者
自
ら
が
解
説
し
た
も
の
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
一
方
、
女
子
教
育
の
教
材
と

し
て
の
重
要
性
の
強
調
は
、
読
本
の
編
纂
者
井
上
赳
の
執
筆
し
た
『
小
学
国
語
読
本
綜
合
研
究
』

の
「
要
説
」
と
芦
田
恵
之
助
『
小
学
国
語
読
本
と
教
壇
』
を
除
き
、
本
書
以
外
に
は
見
ら
れ
な

い
観
点
で
あ
り
、
こ
の
指
導
書
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
秋
田
か
「
女

子
的
教
材
」
と
し
て
の
価
値
を
認
め
て
い
る
の
は
、
教
材
前
半
の
、
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
大
作

を
書
い
た
の
は
紫
式
部
と
い
う
女
性
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
作
品
は
女
性
で
な
け
れ
ば
書
き
得

な
か
っ
た
、
と
い
う
解
説
の
部
分
に
対
し
て
で
あ
る
。

次
に
、
「
源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
た
章
で
の
記
載
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
大

き
く
、
「
指
導
細
目
」
「
文
章
研
究
」
「
指
導
過
程
」
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

「
指
導
細
目
」
に
は
、
ご
く
一
般
的
な
内
容
が
記
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
が
、
「
注
意
」
の
四
番

目
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
の
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

紫
の
君
の
如
き
作
品
を
読
ま
せ
る
場
合
に
、
児
童
は
や
ゝ
と
も
す
れ
ば
道
徳
的
に
批
判
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
頃
の
指
導
に
も
よ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
文
学
的
に
人
間
の

生
活
と
し
て
人
情
美
よ
り
こ
れ
を
味
読
さ
せ
る
や
う
に
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
見
解
は
、
編
纂
者
の
井
上
赳
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
井
上
は
、
『
小

学
国
語
読
本
綜
合
研
究
』
巻
十
一
の
「
要
説
」
に
お
い
て
、
こ
の
教
材
後
半
の
口
語
訳
の
部
分

に
、
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

先
づ
主
題
は
源
氏
物
語
中
の
婦
人
の
理
想
と
し
て
表
現
さ
れ
た
紫
の
上
の
生
立
で
あ
る
。

紫
の
上
の
幼
時
は
、
ご
く
無
邪
気
な
少
女
と
し
て
描
か
れ
て
ゐ
る
。
普
通
の
小
説
な
ど
に

よ
く
見
が
ち
な
、
や
ゝ
ま
せ
た
怜
俐
さ
を
待
っ
た
女
で
な
く
、
将
来
人
間
と
し
て
伸
び
て

行
く
余
裕
の
あ
る
少
女
に
出
発
し
て
ゐ
る
所
に
、
作
者
が
非
凡
な
人
生
批
評
眼
の
持
主
で

あ
つ
た
こ
と
を
先
づ
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
。

一

一

井
上
は
、
口
語
訳
の
部
分
の
紫
の
上
の
無
邪
気
な
姿
に
理
想
像
を
見
出
し
、
女
子
教
育
的
な
意

義
ま
で
も
強
調
し
て
い
る
。
こ
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
秋
田
は
こ
の
紫
の
上
の
姿
に
、
道
徳

的
に
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
よ
う
な
未
熟
さ
や
頼
り
な
さ
を
読
み
取
る
が
、
そ
れ
を
批
判

す
る
の
で
は
な
く
「
人
情
味
」
を
も
っ
て
理
解
す
る
の
が
、
文
学
と
し
て
の
読
み
だ
と
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
秋
田
が
女
子
教
育
の
教
材
た
り
う
る
と
考
え
た
の
は
、
先
に
も
引
用
し
た
よ

う
に
、
む
し
ろ
前
半
の
解
説
部
分
に
お
け
る
、
「
や
ゝ
ま
せ
た
怜
悧
さ
を
持
つ
た
女
」
で
あ
っ
た

と
も
と
れ
る
紫
式
部
の
「
実
像
」
の
方
で
あ
っ
た
。

次
の
「
文
章
研
究
」
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
の
一
般
的
解
説
や
教
材
文
の
表
現
の
分

析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
否
定
的
評
価
に
関
し
て
は
I
切
ふ
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
教
材
文
の
表
現
の
「
す
ぐ
れ
た
心
理
描
写
と
生
き
た
会
話
」
へ
の
賛
美
が

目
立
つ
。
か
な
り
教
材
文
の
記
述
の
細
部
に
ま
で
立
ち
入
り
、
「
原
文
の
筆
致
」
と
の
関
連
を
強

く
意
識
し
た
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
若
紫
」
を
口
語
訳
し
た
部
分
の
前
牛
に
つ
い
て
は
、

こ
の
辺
最
も
よ
く
原
文
の
色
を
出
し
て
か
は
い
ゝ
女
の
子
を
描
出
し
て
ゐ
る
。
そ
の
着

物
の
色
合
と
い
ひ
、
切
揃
へ
た
髪
が
扇
の
様
に
広
か
つ
て
肩
の
辺
に
掛
る
様
な
ど
、
何
処

ま
で
も
描
写
的
に
し
て
如
何
な
る
人
の
子
で
あ
る
か
、
一
切
文
面
よ
り
匿
し
て
い
る
。

と
評
し
、
末
尾
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

こ
の
か
は
い
ゝ
女
の
子
が
、
目
を
伏
せ
て
ゐ
た
の
が
、
と
ぅ
く
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て

泣
入
る
、
美
し
い
髪
が
は
ら
は
ら
と
前
へ
こ
ぼ
れ
る
、
何
と
い
ふ
美
し
い
物
語
で
あ
ら
う
。

前
に
「
人
間
を
生
き
く
と
、
美
し
く
、
細
か
く
写
し
出
し
て
ゐ
る
か
ゞ
わ
か
る
で
せ
う
。
」

と
述
べ
て
あ
る
が
、
こ
の
(
一
)
に
あ
ら
は
れ
た
物
語
は
さ
す
が
に
原
文
の
筆
致
を
伝
へ

て
、
何
処
を
読
ん
で
も
美
し
い
優
し
い
女
性
の
筆
の
力
が
現
れ
て
ゐ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
常
に
教
材
文
と
原
文
と
を
オ
ー
バ
上
ア
ッ
プ
さ
せ
な
が
ら
の
、
や
や
恣

意
的
感
情
の
伴
っ
た
評
価
と
な
っ
て
い
る
。

末
尾
に
「
参
考
」
と
し
て
、
『
紫
式
部
日
記
』
と
「
若
紫
」
「
末
摘
花
」
の
当
該
部
分
の
原
文

が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
こ
う
い
っ
た
意
識
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
あ

た
り
は
、
「
淫
麿
の
書
」
へ
の
反
発
を
懸
念
す
る
編
纂
者
に
く
ら
べ
て
か
な
り
楽
観
的
な
姿
勢
と

い
え
る
。

最
後
の
「
指
導
過
程
」
は
、
四
時
間
の
配
当
で
の
授
業
の
詳
細
を
記
す
が
、
語
釈
と
構
成
、

内
容
の
要
約
が
中
心
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
内
容
は
見
当
た
ら
な
い
。
先
の
描
写
へ
の
こ
だ

わ
り
が
、
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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小学校教材「源氏物語」の反響・その四

二
、
宮
川
菊
芳
『
小
学
国
語
読
本
解
説
』
-
巧
み
な
人
物
描
写
・
心
理
描
写

東
京
高
等
師
範
学
校
訓
導
の
宮
川
菊
芳
(
注
3
)
の
『
小
学
国
語
読
本
解
説
』
尋
常
科
用
巻

十
一
は
、
昭
和
十
三
年
四
月
に
明
治
図
書
株
式
会
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

巻
頭
の
「
新
読
本
巻
十
一
の
機
構
に
つ
い
て
」
は
「
巻
十
一
の
編
纂
精
神
に
つ
い
て
」
「
教
材

の
分
類
」
「
巻
十
一
の
教
材
配
当
」
の
三
部
か
ら
な
る
が
、
教
材
「
源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
の
、

と
り
わ
け
個
性
的
な
見
解
は
見
当
た
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
巻
を
「
『
国
民
文
化
』
中
心
の

巻
」
と
し
、
そ
の
中
の
中
心
教
材
に
「
源
氏
物
語
」
を
据
え
、
そ
の
内
容
を
「
紫
式
部
の
人
物

を
描
き
、
源
氏
物
語
の
概
念
を
示
し
、
且
つ
そ
の
内
容
の
一
端
を
示
す
」
と
定
義
し
て
い
る
に

と
ど
ま
る
。

そ
れ
に
比
し
て
、
「
第
四

源
氏
物
語
」
の
記
述
は
や
や
個
性
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
一

教

材
観
」
「
二

指
導
観
」
コ
ニ

参
考
資
料
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
、
こ
の
教
材
本
文

に
対
す
る
言
及
は
、
他
の
指
導
書
に
比
べ
て
詳
細
な
も
の
で
、
語
釈
な
ど
も
充
実
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
筆
者
自
身
の
見
解
が
随
所
に
示
さ
れ
、
と
り
わ
け
そ
の
描
写
に
つ
い
て
の
礼
讃
が
目

立
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
口
語
訳
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
コ

教
材
観
」
の
中
の
「
文
旨
」
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
な
積
極
的
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
。

又
第
二
節
は
、
不
幸
な
運
命
と
な
っ
た
幼
い
紫
の
君
の
淋
し
く
悲
し
い
心
持
を
慰
め
よ

う
と
す
る
源
氏
の
君
の
ユ
ー
モ
ア
な
し
ぐ
さ
を
題
材
と
し
た
微
妙
な
心
理
描
写
で
あ
り
、

共
に
驚
く
ば
か
り
に
繊
細
な
筆
致
に
な
る
も
の
で
興
味
の
尽
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
「
人
物
描
写
の
巧
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
教
材
本
文
を
引
用
し
な
が
ら
評
価
し
て
い
る
。

源
氏
物
語
は
、
当
時
に
於
け
る
社
会
の
生
活
面
を
細
か
く
写
し
出
し
た
も
の
で
、
殊
に

そ
の
人
物
描
写
並
に
心
理
描
写
の
点
に
至
っ
て
は
全
く
真
を
穿
ち
堂
に
入
っ
た
も
の
が
あ

『
何
と
い
ふ
か
は
い
ら
し
い
子
で
あ
ら
う
。
切
揃
へ
た
髪
が
、
と
も
す
る
と
扇
の
や
う

に
広
が
っ
て
肩
の
辺
に
ゅ
ら
く
掛
る
の
が
目
立
っ
て
美
し
く
見
え
る
。
』

か
う
い
つ
た
様
な
人
物
描
写
の
美
し
い
筆
致
で
あ
る
か
ら
一
入
に
魅
力
が
多
い
。

『
さ
す
が
に
子
供
は
、
じ
っ
と
聞
き
な
が
ら
目
を
伏
せ
て
ゐ
た
が
、
と
ぅ
く
う
っ
伏

せ
に
な
っ
て
泣
入
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
た
ん
に
美
し
い
髪
が
は
ら
く
と
前
へ
こ
ぼ
れ

る
。
』

ど
こ
ま
で
も
流
麗
な
描
写
、
可
憐
な
少
女
の
し
ほ
れ
た
美
し
い
姿
が
目
の
前
に
見
え
る
様

だ
。『

紫
の
君
は
と
ぅ
く
笑
ひ
こ
け
て
し
ま
っ
た
。
「
わ
た
し
の
鼻
が
ほ
ん
た
う
に
か
う
赤

か
っ
た
ら
ど
ぅ
だ
ら
う
ね
。
」
「
ま
あ
、
い
や
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
」
-
紫
の
君
は
絵

の
具
が
ほ
ん
た
う
に
し
み
こ
ん
だ
ら
、
に
い
さ
ん
が
お
気
の
毒
だ
と
思
っ
た
。
源
氏
は

わ
ざ
と
拭
い
た
ま
ね
を
し
て
「
ほ
ら
、
す
っ
か
り
し
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た
、
落
ち
な
い

よ
。
」
と
い
っ
て
、
ま
し
め
な
顔
を
し
て
ゐ
る
、
紫
の
君
は
心
配
さ
う
に
、
水
入
の
水
を

紙
に
ひ
た
し
て
源
氏
の
鼻
を
拭
き
に
か
ゝ
つ
た
・
・
・
・
。
』

対
話
の
言
葉
と
い
ひ
、
細
か
い
心
理
の
動
き
を
う
か
が
は
せ
る
動
作
の
描
写
と
い
ひ
、
現

代
の
作
家
も
は
だ
し
と
い
ふ
所
。

こ
の
よ
う
に
宮
川
の
主
張
は
、
論
理
的
・
実
証
的
な
評
価
と
い
う
よ
り
も
、
い
さ
さ
か
感
情

的
な
礼
讃
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
描
写
を
褒
め
た
た
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
原
典

の
『
源
氏
物
語
』
の
描
写
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
、
教
材
本
文
に
向
け
ら
れ
た
も
の
か
、
そ
の

区
別
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
両
者
を
ほ
ぼ
同
一
視
し
て
の
評
価
で
あ
る
と
い
う

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
秋
田
の
執
筆
態
度
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
と
い
ぇ
よ
う
。

原
典
と
教
材
と
の
関
係
に
っ
い
て
は
、
「
文
の
主
要
観
点
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

源
氏
と
紫
の
君
(
紫
上
)
の
関
係
に
つ
い
て
、
原
本
通
り
児
童
に
話
す
こ
と
は
面
白
く

な
い
か
ら
、
あ
く
ま
で
之
を
美
化
し
文
学
化
し
て
、
以
て
源
氏
物
語
り
の
人
物
描
写
並
に

心
理
描
写
の
巧
み
な
こ
と
を
感
得
せ
し
め
る
こ
と
を
主
眼
と
す
べ
き
で
あ
る
。

原
本
に
ょ
れ
ば
、
源
氏
は
少
女
紫
上
を
見
て
之
を
想
ふ
の
心
深
く
、
幾
度
か
尼
や
僧
都

に
使
を
や
り
紫
上
を
貰
ひ
受
け
ん
こ
と
を
請
ひ
し
が
容
易
に
許
さ
れ
ず
、
折
か
ら
紫
上
の

父
兵
部
卿
宮
が
紫
上
を
自
宅
に
引
取
ら
ん
と
の
噂
を
聞
き
、
源
氏
は
家
来
を
や
っ
て
不
意

に
紫
上
を
迎
へ
ひ
そ
か
に
二
条
院
に
か
く
ま
っ
た
の
で
、
紫
上
も
当
惑
す
れ
ば
父
の
兵
部

卿
宮
も
失
望
と
疑
惑
と
に
胸
を
痛
め
る
な
ど
色
々
面
白
く
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
か
う
し

た
事
な
ど
は
児
童
に
知
ら
し
め
る
こ
と
な
く
、
飽
迄
も
小
説
体
と
し
て
の
美
文
鑑
賞
を
第

一
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
節
で
は
源
氏
か
淋
し
い
紫
の
君
の
心
を
慰
め
る
た
め
に
い
ろ
く
と
工
夫
を
こ
ら

す
一
種
の
上
品
な
ユ
ー
モ
ア
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
精
細
な
描
写
は
、
実
に
生
き

く
と
し
て
ゐ
て
文
学
味
の
極
め
て
豊
か
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
文
に
関
し
て
は
二

人
の
対
話
と
動
作
と
心
理
の
動
き
と
を
仔
細
に
考
察
し
て
そ
の
妙
味
を
会
得
す
る
様
指
導

す
べ
き
で
あ
る
。
な
ほ
終
り
に
此
の
節
に
直
接
関
係
あ
る
原
文
も
掲
げ
て
お
く
か
ら
、
そ

れ
と
本
文
と
を
対
照
し
っ
ゝ
し
み
ぐ
と
表
現
美
を
味
ふ
様
に
し
て
頂
き
た
い
。

原
典
『
源
氏
物
語
』
を
「
文
学
化
」
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
原
典
の
ま
ま
で
は
「
色
々

面
白
く
な
い
こ
と
も
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
「
小
説
体
と
し
て
の
美
文
鑑
賞
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
い
さ
さ
か
趣
味
的
筆
致
に
流
れ
た
、
不
明
瞭
な
記
述
か
目
立
つ
。
そ
の
反
面
、

他
の
指
導
書
と
比
べ
て
、
こ
の
教
材
と
時
局
と
を
無
理
や
り
結
び
付
け
た
よ
う
な
記
述
は
少
な

一

一

一
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有働 裕

く
な
っ
て
い
る
。

「
二

指
導
観
」
の
中
で
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
授
業
を
行
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
宮

川
の
考
え
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
指
導
上
の
留
意
点
」
と
し
て
次
の
四
点
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

1

紫
式
部
に
つ
い
て
…
…
紫
式
部
の
略
歴
、
人
と
な
り
、
才
能
、
功
績
な
ど
に
つ
い
て

付
加
敷
衍
す
る
。

2

源
氏
物
語
に
つ
い
て
…
…
源
氏
物
語
の
構
想
、
内
容
の
大
体
を
知
ら
し
め
、
且
つ
其

の
偉
大
な
る
文
学
的
価
値
を
会
得
せ
し
め
る
。
但
し
該
物
語
の
遊
蕩
淫
狼
な
る
個
処

な
ど
は
決
し
て
児
童
に
話
し
て
は
な
ら
ぬ
、
あ
く
ま
で
そ
の
文
学
の
価
値
の
方
面
を

力
説
す
べ
き
で
あ
る
。

3

原
文
と
対
照
…
…
本
文
の
(
一
)
(
二
)
の
両
小
節
と
も
原
文
と
し
て
も
、
決
し
て
非

教
育
的
な
部
分
が
な
い
か
ら
、
或
る
部
分
は
原
文
と
本
文
を
対
照
せ
し
め
つ
≒
本

文
の
如
何
に
文
学
的
で
あ
る
か
を
理
解
せ
し
め
る
が
よ
い
。

4

人
物
描
写
に
つ
い
て
…
…
本
文
の
人
物
描
写
の
点
に
於
て
特
に
優
れ
て
ゐ
る
こ
と
は

全
く
比
類
少
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
点
よ
く
く
鑑
賞
し
て
、
そ
の
文
学
的
価

値
を
認
め
し
め
る
様
に
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。

は
た
し
て
小
学
六
年
生
に
「
源
氏
物
語
」
の
原
文
を
示
し
て
、
そ
の
文
学
的
価
値
を
認
識
さ
せ

る
こ
と
は
可
能
な
の
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
全
く
問
題
に
さ
れ
ず
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
、
宮
川
の
文
学
教
育
観
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

原
典
重
視
の
姿
勢
は
他
の
指
導
書
か
ら
も
読
み
取
れ
る
が
、
そ
の
活
用
を
こ
こ
ま
で
明
確
に
主

張
し
た
も
の
は
他
に
例
が
な
い
。

ま
た
、
「
約
三
時
間
」
で
授
業
を
行
う
も
の
と
し
て
「
指
導
過
程
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、
「
主
な
る
吟
味
事
項
」
と
し
て
、
児
童
へ
の
質
問
事
項
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
例
は
他
の
指
導
書
に
は
少
な
く
、
宮
川
の
教
材
観
・
指
導
観
の
具
体
化
で
も
あ
る
の

で
、
以
下
そ
の
事
項
の
み
を
引
用
す
る
。

第
一
時

紫
式
部
は
ど
ん
な
に
り
こ
う
で
あ
っ
た
か
?

十
四
頁
五
行
『
其
の
頃
か
ら
』
と
は
い
つ
頃
か
ら
か
?

十
四
頁
七
行
『
紫
式
部
の
名
は
I
世
に
高
く
な
り
ま
し
た
』
と
は
な
ぜ
か
?
(
こ
の
所
敷

十
四
頁
九
行
『
円
満
な
深
み
の
あ
る
人
』
と
は
ど
ん
な
の
か
?
(
こ
の
所
敷
桁
)

十
五
頁
五
行
『
か
う
考
へ
る
』
と
は
何
か
?

源
氏
物
語
は
大
体
ど
ん
な
こ
と
を
書
い
た
の
か
?

四

源
氏
物
語
は
な
ぜ
世
界
的
に
も
名
高
い
の
か
?

第
二
時

僧
庵
の
中
の
尼
さ
ん
の
様
子
は
?

紫
の
君
(
十
ば
か
り
の
女
の
子
)
の
様
子
は
?

女
の
子
の
か
は
い
ら
し
い
様
子
は
?
(
十
七
頁
)

十
八
頁
四
行
『
女
の
子
は
さ
も
く
や
し
さ
う
で
あ
る
』
と
は
ど
こ
で
分
る
か
?

十
九
頁
四
行
『
か
う
な
ん
で
せ
う
』
と
は
ど
う
な
の
か
?

十
九
頁
五
、
六
行
『
何
時
と
も
知
れ
な
い
身
』
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
?

二
〇
頁
七
行
「
さ
う
く
」
の
語
に
こ
も
る
意
味
は
?

二
I
頁
二
行
「
さ
す
が
に
」
の
意
味
は
?

尼
さ
ん
と
少
女
と
の
間
に
於
け
る
感
情
の
あ
ら
は
れ
は
?

此
の
文
の
特
に
た
く
み
な
所
は
?

第
三
時

そ
れ
か
ら
尼
さ
ん
は
ど
う
な
つ
た
の
か
?

紫
の
君
は
?

源
氏
の
心
持
は
?

紫
の
君
の
心
持
ち
は
?

二
二
頁
一
〇
行
『
其
の
鼻
を
赤
く
ぬ
つ
て
見
せ
た
』
と
は
な
ぜ
か
?

二
三
頁
六
行
『
ま
あ
い
や
な
こ
と
を
お
つ
し
や
る
』
と
い
っ
た
紫
の
君
の
心
持
は
?

二
三
頁
一
一
行
『
ま
じ
め
な
顔
を
し
て
ゐ
る
』
-
此
の
時
の
源
氏
の
心
持
は
?

二
四
頁
七
行
『
紫
の
君
は
す
つ
か
り
晴
れ
や
か
に
な
つ
た
』
と
は
な
ぜ
か
?

此
の
文
を
読
ん
だ
感
じ
は
?

此
の
文
の
特
に
う
ま
い
所
は
?

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
指
導
書
に
お
け
る
「
源
氏
物
語
」
の
扱
い
方
の
特
色
は
、
教
材

後
半
の
口
語
訳
の
部
分
の
描
写
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
は
、

後
述
す
る
、
佐
藤
徳
市
・
山
内
才
治
の
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
の
よ
う
に
、
前
半
の
『
源

氏
物
語
』
と
紫
式
部
に
つ
い
て
の
解
説
部
分
を
中
心
に
、
世
界
に
誇
り
得
る
文
学
と
い
う
概
念

の
み
を
押
し
出
す
も
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

文
部
省
の
教
師
用
書
に
記
さ
れ
た
内
容
の
確
認
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
独
自
の

見
解
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
は
、
意
欲
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
原
典
と
教
材
文
と
の
関
係
に
お
い
て
不
明
確
な
と
こ
ろ
は
あ
る
も
の
の
、
国

家
主
義
的
な
思
想
啓
蒙
や
女
子
教
育
の
書
と
し
て
の
観
点
が
強
調
さ
れ
ず
、
文
学
的
な
読
み
に

こ
だ
わ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
大
正
時
代
の
文
学
教
育
隆
盛
期
の
余
韻
と
と
ら

え
ら
れ
よ
う
か
。
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小学校教材「源氏物語」の反響・その四

三
、
佐
藤
徳
市
・
山
内
才
治
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』

卜
偉
大
な
源
氏
物
語
と
爛
熟
し
た
平
安
文
化

広
島
高
等
師
範
学
校
訓
導
の
佐
藤
徳
市
(
注
4
)
と
東
京
高
等
師
範
学
校
訓
導
の
山
内
才
治

(
注
5
)
に
よ
る
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
尋
常
科
用
巻
十
一
は
、
昭
和
十
三
年
五
月
に
賢

文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

「
巻
十
一
編
纂
精
神
と
其
の
指
導
概
説
」
に
お
い
て
は
、
「
源
氏
物
語
」
に
対
す
る
言
及
が
乏

し
い
。
「
国
民
精
神
の
涵
養
」
に
資
す
る
た
め
の
教
材
と
し
て
そ
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
程
度

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
「
国
文
学
史
教
材
」
に
位
置
付
け
て
、
国
文
学
史
が
概
括
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
平
安
時
代
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

次
に
は
平
安
時
代
の
文
学
に
つ
い
て
ゞ
あ
る
か
、
こ
の
頃
を
ば
一
般
に
中
古
時
代
と
呼

ば
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
時
代
に
は
仮
名
文
字
の
発
明
と
言
ふ
大
き
い
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ

が
あ
っ
て
、
上
古
時
代
の
文
学
と
は
著
る
し
く
そ
の
趣
き
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
即
ち
男
は

漢
文
学
を
学
び
漢
文
を
作
つ
て
ゐ
る
間
に
上
流
の
女
は
仮
名
を
も
つ
て
柔
か
い
和
文
を
書

き
、
歌
集
も
物
語
も
沢
山
あ
ら
は
れ
た
。
こ
ゝ
に
至
つ
て
、
支
那
文
学
と
仏
教
の
影
響
は

も
つ
と
も
著
し
く
あ
ら
は
れ
た
。
騎
奢
風
流
で
閑
雅
優
美
の
時
代
で
あ
る
か
ら
し
て
、
文

学
も
亦
繊
麗
艶
美
を
極
め
た
が
、
し
か
し
丁
度
こ
の
時
代
の
貴
公
子
の
様
に
弱
々
し
い
女

ら
し
い
処
が
あ
る
。
何
に
せ
よ
、
始
め
て
国
語
で
何
も
何
に
も
綴
れ
る
様
に
な
り
、
日
記

も
出
来
れ
ば
歴
史
も
出
来
る
と
言
ふ
風
に
な
つ
た
の
は
此
の
時
代
と
な
つ
て
か
ら
で
あ

る
。
其
の
詞
の
中
に
は
多
少
の
漢
語
や
仏
語
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
漢
文
か
ら
離
れ
て
別
に

発
達
を
し
た
も
の
で
、
こ
の
時
代
の
国
文
は
後
世
の
模
範
文
と
な
つ
て
ゐ
る
。
平
安
時
代

の
文
学
は
全
く
華
や
か
な
時
代
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
れ
か
ら
幽
惨
な
鎌
倉
足
利

時
代
の
文
学
が
あ
り
、
そ
の
次
に
又
賑
な
江
戸
時
代
の
文
学
が
起
る
の
で
あ
る
。
小
学
校

に
は
特
に
日
本
文
学
史
だ
け
を
と
り
た
て
ゝ
教
へ
る
機
会
が
与
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、

こ
れ
等
「
国
文
学
史
的
教
材
」
の
指
導
に
あ
た
つ
て
心
し
て
指
導
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

と
思
ふ
。

上
代
は
男
性
的
、
中
古
は
女
性
的
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
関
連
さ
せ
て
の
理
解
、
ま
た
、
そ

れ
ゆ
え
に
導
き
出
さ
れ
る
平
安
時
代
の
文
化
に
対
し
て
の
否
定
的
な
見
解
に
れ
ら
は
、
明

治
時
代
以
降
の
代
表
的
な
の
文
学
史
の
テ
キ
ス
ト
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
な
い
。
た
だ
こ
の
こ
と
を
あ
え
て
記
そ
う
と
す
る
態
度
は
、
指
導
書
と
し
て

は
一
般
的
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
教
材
「
源
氏
物
語
」
の
理
解
に
も
微
妙
な
影
を
落

と
す
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
「
巻
十
一
教
材
配
当
表
」
に
は
、
そ
の
「
指
導
目
的
」
が
、
「
こ
の
文
を
読
ま
せ
て
源

氏
物
語
の
偉
大
さ
を
理
会
さ
せ
、
そ
の
我
が
国
文
学
史
上
の
地
位
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
。
」
と
だ

け
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
材
の
価
値
を
こ
の
側
面
に
の
み
に
限
定
し
て
と
ら
え
る
と

こ
ろ
も
本
書
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
教
材
に
つ
い
て
詳
述
す
る
章
「
第
四

源
氏
物
語
」
は
、
「
教
材
観
」
「
指
導
観
」
「
指
導

過
程
」
の
三
部
か
ら
な
る
。

「
教
材
観
」
で
は
、
ま
ず
「
文
の
主
題
」
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

源
氏
物
語
は
、
我
国
文
学
作
品
中
の
随
一
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
に
世
界
最
古
最

大
の
小
説
の
I
た
る
こ
と
は
疑
ひ
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
ゝ
る
傑
作
を
有
す
る
こ
と
は
、

我
が
国
民
の
ひ
と
し
く
ほ
こ
り
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
勿
論
、
更
に
そ
の
実
質
に
つ
い

て
も
国
民
が
よ
く
理
会
し
て
置
く
べ
き
で
あ
ら
う
。
併
し
乍
ら
そ
の
内
容
は
爛
熟
し
き
つ

た
平
安
時
代
の
貴
族
生
活
を
書
き
補
倆
は
し
た
も
の
で
、
直
ち
に
幼
少
子
弟
の
前
に
提
示

す
る
こ
と
は
六
か
し
い
。
本
教
材
そ
れ
等
の
点
に
充
分
考
慮
を
は
ら
つ
て
、
特
に
無
邪
気

な
子
供
の
生
活
を
描
い
た
場
面
を
ぬ
き
出
し
て
現
代
文
に
直
し
て
あ
る
。
こ
の
文
の
主
題

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
源
氏
物
語
の
偉
大
さ
に
あ
る
。

こ
の
、
原
典
「
源
氏
物
語
」
に
対
す
る
懸
念
は
、
「
指
導
観
」
の
中
の
「
指
導
上
の
注
意
」
で
も

次
の
よ
う
に
反
復
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
通
り
、
こ
の
源
氏
物
語
は
、
爛
熟
し
切
っ
た
平
安
時
代
の
貴
族
生
活
を
描
い
た

も
の
で
、
そ
の
全
部
を
赤
裸
々
に
子
供
の
前
に
提
示
す
る
こ
と
は
、
教
育
的
で
は
な
い
。

故
に
こ
の
文
章
以
外
に
、
源
氏
の
好
色
生
活
な
ど
を
種
々
補
足
す
る
様
な
事
は
差
し
ひ
か

へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
ゞ
こ
ゝ
で
は
、
こ
の
源
氏
物
語
が
、
我
等
の
祖
先
の
生
ん
だ
偉

大
な
る
文
化
で
あ
る
事
を
、
充
分
に
了
解
さ
せ
た
い
も
の
と
思
ふ
。

も
ち
ろ
ん
同
様
の
注
意
は
文
部
省
の
『
編
纂
趣
旨
』
等
に
も
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
他
の
指

導
書
に
く
ら
べ
て
こ
の
問
題
へ
の
こ
だ
わ
り
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。

「
指
導
過
程
」
に
は
、
全
五
時
間
の
授
業
展
開
の
要
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
変
わ
っ
た

記
述
は
み
ら
れ
な
い
が
、
「
こ
の
文
の
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
源
氏
物
語
の
偉
大
さ
に
あ
る
。
」

と
い
う
先
の
見
解
を
ふ
ま
え
た
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

我
が
国
文
化
史
上
に
於
け
る
平
安
時
代
の
地
位
に
つ
い
て
、
国
史
と
の
関
連
に
よ
つ
て

子
供
に
語
ら
せ
、
又
は
教
師
補
説
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
源
氏
物
語
」
の
出
現
の
偶
然

で
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
た
い
。
(
第
一
次

6
)

な
ほ
こ
の
場
合
、
紫
式
部
に
つ
い
て
の
補
説
、
「
源
氏
物
語
」
の
文
学
史
上
の
地
位
及
び

そ
の
内
容
一
般
に
つ
い
て
の
補
説
を
し
て
や
る
。
(
第
五
次

2
)

全
体
と
し
て
は
、
原
典
『
源
氏
物
語
』
の
内
容
に
は
で
き
る
だ
け
ふ
れ
ず
に
、
そ
の
偉
大
さ

だ
け
を
認
識
さ
せ
た
い
、
と
い
っ
た
方
向
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
「
参

五
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考
」
と
し
て
、
ロ
語
訳
の
部
分
の
原
文
が
最
後
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
は
、
指
導

書
の
書
き
方
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
型
が
強
固
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
。

四
、
岡
田
稔
・
川
瀬
知
行
『
小
学
国
語
読
本
国
文
学
教
材
の
新
研
究
』

-
「
優
秀
国
民
と
し
て
の
態
度
を
も
培
ふ
」

愛
知
県
第
一
師
範
学
校
教
諭
の
岡
田
稔
(
注
6
)
川
瀬
知
行
(
注
7
)
の
執
筆
に
よ
る
『
小

学
国
語
読
本
国
文
学
教
材
の
新
研
究
』
は
、
昭
和
十
四
年
一
月
に
東
洋
図
書
株
式
合
資
会
社
か

ら
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
書
名
か
ら
も
知
れ
る
通
り
、
本
書
は
読
本
各
巻
の
全
教
材
に
つ
い
て
解

説
し
た
も
の
で
は
な
く
、
厳
密
な
意
味
で
の
教
師
用
指
導
書
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
読
本
中
の

国
文
学
教
材
の
す
べ
て
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
指
導
書
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で

取
り
上
げ
た
。

な
お
、
新
し
い
教
科
書
の
使
用
は
昭
和
十
三
年
四
月
に
始
ま
り
、
橘
純
一
に
よ
る
「
源
氏
物

語
」
批
判
も
同
年
六
月
か
ら
展
開
さ
れ
、
既
に
他
方
面
か
ら
こ
の
教
材
や
橘
の
発
言
に
対
す
る

賛
否
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
、
昭
和
十
四
年
一
月
刊
の
本
書
の
内
容
に
陰
を
落
と

し
て
い
る
可
能
性
も
充
分
に
あ
る
。

本
書
の
「
序
説
」
に
は
、
国
語
読
本
に
国
文
学
教
材
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、

「
此
等
の
作
品
に
現
は
れ
て
ゐ
る
国
民
的
感
情
を
、
自
己
の
精
神
生
活
に
容
れ
る
こ
と
は
、
即

ち
国
文
学
の
作
品
を
通
し
て
文
学
精
神
を
涵
養
す
る
こ
と
は
、
所
謂
国
民
精
神
の
涵
養
に
最
も

端
的
な
方
法
で
あ
り
、
且
又
最
も
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
方
法
と
し
て
口
語
訳
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
児
童
の
程
度
に
応
じ
て

適
宜
改
作
し
て
示
し
て
差
支
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
に
理
解
に
困
難
な
言
語
や
文
脈
を
も

つ
古
典
に
於
て
は
、
そ
れ
が
絶
対
的
に
必
要
で
あ
ら
う
」
と
し
て
い
る
。
「
サ
ク
ラ
読
本
」
で
の

新
し
い
試
み
を
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
読
本
に
対
す
る
評
価
に
立
っ
て
、
本
書
の
内
容
と
意
義
と
を
次
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る
。

本
書
は
か
ゝ
る
意
味
に
於
て
、
小
学
国
語
読
本
中
特
に
国
文
学
作
品
よ
り
取
材
せ
る
も
の

を
摘
出
し
、
此
れ
に
私
考
を
加
へ
、
そ
の
原
典
を
研
究
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

本
願
と
す
る
所
は
教
授
者
に
呈
し
て
、
間
接
に
児
童
に
、
よ
り
深
く
国
民
精
神
を
把
握
せ

し
め
、
国
民
的
信
念
に
燃
え
し
め
、
日
本
国
民
た
る
の
自
覚
に
生
か
し
め
ん
と
す
る
に
他

な
ら
な
い
。

教
材
研
究
に
お
け
る
原
典
重
視
は
、
ど
の
指
導
書
に
も
見
え
る
常
識
的
見
解
で
は
あ
る
が
、
本

書
は
そ
れ
を
最
も
明
確
に
、
そ
し
て
強
く
主
張
し
た
も
の
と
い
え
る
。

l.

ノゝ

「
序
説
」
で
は
さ
ら
に
続
け
て
、
教
材
研
究
に
お
け
る
原
典
の
重
要
性
が
、
次
の
よ
う
に
説

か
れ
て
い
る
。

所
謂
教
授
法
な
る
も
の
を
説
く
人
は
、
や
ゝ
も
す
れ
ば
技
巧
な
ぞ
の
如
き
末
節
の
事
の

み
云
々
す
る
や
う
で
あ
る
が
、
単
な
る
技
巧
よ
り
も
、
教
授
者
は
教
材
の
真
精
神
を
正
し

く
深
く
理
解
す
る
こ
と
か
最
大
緊
要
事
で
あ
る
。
其
処
に
教
材
の
出
典
の
研
究
が
必
要
に

な
っ
て
来
る
と
思
ふ
。
教
材
の
真
意
義
を
解
せ
ず
し
て
は
、
正
し
い
教
授
は
不
可
能
で
あ

る
。
此
れ
を
正
し
く
理
解
し
て
こ
そ
、
初
め
て
国
定
教
科
書
の
意
義
の
あ
る
所
を
児
童
に

徹
底
せ
し
め
得
る
の
で
あ
る
。
原
典
研
究
の
必
要
は
実
に
こ
ゝ
に
存
す
る
。
前
々
読
本
に

「
国
定
読
本
湖
源
」
の
著
が
あ
っ
て
、
大
い
に
世
に
行
は
れ
、
前
読
本
に
国
語
読
本
国
文

学
教
材
の
解
説
(
岩
井
良
雄
氏
)
が
あ
り
、
新
読
本
に
詳
註
口
訳
小
学
国
語
読
本
原
拠
集

成
(
新
田
寛
氏
)
の
出
版
が
遂
次
行
わ
れ
て
ゐ
る
の
も
こ
の
為
で
あ
る
。
本
書
編
者
の
主

目
的
が
一
に
か
ゝ
つ
て
此
処
に
存
す
る
事
も
亦
勿
論
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
本
書
が
目
ざ

す
所
は
単
な
る
原
文
典
の
注
釈
を
以
て
能
事
終
れ
り
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
ゝ
る
原

典
に
よ
っ
て
こ
の
教
材
が
生
ず
る
迄
の
編
纂
者
の
苦
心
を
う
か
ゞ
ひ
、
そ
の
国
文
学
史
上

の
地
位
と
教
材
的
価
値
と
に
っ
い
て
の
批
判
、
取
扱
上
の
注
意
等
に
対
し
て
、
重
要
な
る

示
唆
を
与
へ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
も
し
そ
れ
教
授
の
方
法
に
至
っ
て
は
、
そ
の
教
授
者
の

も
っ
学
識
に
よ
っ
て
、
教
材
を
消
化
す
る
処
に
案
出
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
教
材
を

極
め
ぬ
教
授
法
の
愚
劣
さ
に
っ
い
て
は
、
今
更
喋
々
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
読
者
の
真

摯
な
る
研
究
を
望
む
所
以
で
あ
る
。

先
に
も
の
述
べ
た
よ
う
に
、
既
に
こ
の
時
期
、
橘
に
よ
る
「
源
氏
物
語
」
批
判
が
展
開
さ
れ

て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
『
源
氏
物
語
』
は
「
平
安
朝
貴
族
の
頑
廃
し
た
日
常
生
活
を
如
実
に
語

る
も
の
」
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
井
上
赳
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
た
。

こ
れ
と
関
連
し
て
考
へ
て
頂
き
た
い
の
は
、
原
拠
と
教
材
の
区
別
で
あ
り
ま
す
。
読
本

の
教
材
の
原
拠
の
研
究
は
か
つ
て
盛
に
行
は
れ
た
時
代
が
あ
り
、
今
日
も
熱
心
に
や
っ
て

ゐ
る
人
が
あ
り
ま
す
。
併
し
さ
う
て
ふ
人
は
や
ゝ
も
す
れ
ば
原
拠
を
教
材
以
上
の
も
の
ゝ

如
く
考
へ
た
が
る
く
せ
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
国
語
教
育
に
大
い
な
る
禍
を
来
す
の
で

あ
り
ま
す
。
原
拠
は
ど
こ
ま
で
も
素
材
で
あ
っ
て
、
教
材
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

(
中
略
)

古
典
の
中
に
は
子
供
に
直
接
与
へ
て
は
い
け
な
い
も
の
も
あ
る
。
子
供
を
古
典
へ
古
典
へ

と
導
く
の
で
は
な
い
と
い
ふ
の
は
そ
こ
で
あ
り
ま
す
。
新
読
本
に
あ
れ
だ
け
の
古
典
教
材

を
い
れ
る
に
っ
い
て
は
、
教
育
的
に
生
か
す
為
に
実
に
苦
心
を
重
ね
て
来
た
も
の
で
あ
り

ま
し
て
、
う
か
っ
に
出
し
て
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
古
事
記
に
し
て
も
源
氏
物
語
に
し

て
も
現
代
語
訳
な
ど
を
漫
然
と
読
ま
せ
る
と
い
ふ
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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小学校教材F源氏物語」の反響・その四

(
「
国
語
教
材
論
」
『
国
語
教
育
』
昭
和
十
三
年
十
二
月
号
)

教
材
「
源
氏
物
語
」
の
口
語
訳
部
分
は
原
典
と
は
区
別
し
て
扱
う
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
井
上

の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
の
主
張
は
「
国
語
教
育
に
大
い
な
る
禍
を
来
す
」
も
の
と
な
り
か

ね
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
今
日
考
え
れ
ば
、
小
学
生
向
け
に
内
容
を
修
正
し
て
の
口
語
訳
で
あ

る
以
上
、
井
上
の
主
張
が
至
極
当
然
の
見
解
に
思
わ
れ
る
が
、
本
書
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の

指
導
書
の
筆
致
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
発
想
が
当
時
い
か
に
新
奇
で
あ
り
、
理
解
さ
れ
に
く
い

も
の
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
る
。

さ
て
本
書
で
は
、
教
材
「
源
氏
物
語
」
を
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
原
典
と
関
連
さ
せ
て
扱
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
五
十
二

源
氏
物
語
」
で
は
、
ま
ず
「
「
考
一
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
教
材
の
価
値
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

源
氏
物
語
と
枕
草
子
と
は
會
に
平
安
朝
文
学
の
双
璧
た
る
の
み
な
ら
ず
、
実
に
我
が
日

本
文
学
史
、
否
世
界
文
化
史
上
に
於
け
る
優
編
で
あ
る
。
殊
に
源
氏
物
語
は
世
界
最
古
最

大
の
小
説
で
あ
る
と
言
ひ
得
よ
う
。
此
れ
が
如
何
に
優
れ
た
又
如
何
に
尊
い
文
学
作
品
で

あ
る
か
は
、
教
科
書
本
文
の
前
段
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
る
が
、
此
れ
等
の
事
を
会
得
せ

し
め
る
と
同
時
に
、
既
に
九
百
年
前
に
か
ゝ
る
世
界
に
比
類
の
な
い
立
派
な
作
品
を
、
一

女
性
の
手
よ
り
生
み
出
し
得
た
日
本
の
精
神
文
化
は
、
如
何
に
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
如

何
に
世
界
に
誇
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
を
、
児
童
を
し
て
自
ら
覚
ら
し
め
、
且
感
銘
せ
し

め
る
こ
と
も
、
本
科
の
一
目
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
半
に
於
て
紫
式
部
を
紹
介
し
、

源
氏
物
語
の
何
物
た
る
か
を
述
べ
、
後
半
に
於
て
そ
の
翻
訳
さ
れ
た
例
文
を
示
し
、
繊
細

優
雅
な
平
安
皇
城
裡
の
貴
族
生
活
の
一
断
面
を
描
き
出
し
て
、
日
本
文
学
の
最
高
峰
と
し

て
の
源
語
を
知
ら
し
め
、
日
本
文
学
に
対
す
る
親
悦
の
情
を
誘
ひ
、
愛
護
の
心
を
起
さ
し

め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
殊
に
後
半
前
段
の
巧
み
な
人
物
描
写
或
は
幼
く
て
母
を
失
つ

た
可
憐
な
紫
の
上
と
そ
の
祖
母
と
の
い
ぢ
ら
し
い
肉
親
愛
の
表
現
、
或
は
後
段
の
不
幸
な

運
命
の
下
に
生
ひ
成
っ
て
行
く
少
女
紫
の
上
を
暖
か
い
優
し
い
心
で
い
た
は
り
育
ん
で
行

か
う
と
す
る
源
氏
の
繊
細
な
心
情
の
描
写
な
ど
、
文
学
的
鑑
賞
眼
を
啓
き
、
作
者
が
如
何

に
優
れ
た
創
作
的
才
能
の
所
有
者
で
あ
つ
た
か
を
知
ら
し
め
る
好
個
の
教
材
で
あ
る
。
此

等
に
充
分
触
れ
し
め
る
こ
と
に
依
っ
て
児
童
の
古
代
文
学
に
対
す
る
文
学
趣
味
を
養
ひ
、

古
の
皇
国
精
神
文
化
に
対
す
る
深
い
感
銘
を
与
へ
優
秀
国
民
と
し
て
の
態
度
を
も
培
ふ
こ

と
が
出
来
る
と
思
ふ
。
尚
最
後
に
、
此
の
如
き
取
扱
ひ
に
於
て
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
此

の
前
半
と
後
半
と
を
全
く
別
々
の
も
の
に
分
立
し
た
も
の
と
し
な
い
で
、
融
合
し
て
ゐ
る

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

単
な
る
文
学
鑑
賞
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
優
秀
国
民
と
し
て
の
態
度
を
も
培
ふ
」
こ
と
を
教
育

目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
『
編
纂
趣
旨
』
は
こ
こ
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
い

な
い
が
、
世
界
に
誇
る
べ
き
最
高
の
文
学
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
理
解
を
、
『
国
体
の

本
義
』
な
ど
で
展
開
さ
れ
て
い
た
論
理
と
結
び
付
け
れ
ば
、
当
然
た
ど
り
着
く
目
標
と
い
え
よ

次
に
、
作
者
の
紫
式
部
や
原
典
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
の
解
説
が
、
約
八
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
事
実
と
各
巻
の
梗
概
の
羅
列
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
筆
致
は
淡
々

と
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
否
定
的
評
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
末
尾
の

方
で
次
の
よ
う
に
簡
単
に
ふ
れ
て
否
定
し
て
い
る
。

往
々
に
し
て
源
氏
を
海
淫
の
書
の
如
く
に
見
て
来
た
者
も
あ
る
が
、
そ
の
浮
華
妖
艶
に
見

え
て
、
而
か
も
何
処
か
必
ず
真
剣
な
所
が
あ
り
、
一
度
び
契
り
し
人
を
終
世
捨
て
な
い
誠

実
さ
は
、
平
安
朝
的
・
文
学
的
真
実
の
表
現
で
あ
り
、
主
人
公
源
氏
の
性
格
で
あ
る
と
同

時
に
麗
は
し
い
人
間
の
一
表
徴
で
、
此
の
書
が
純
文
学
た
る
所
以
で
あ
り
、
代
表
的
国
文

学
作
品
と
仰
が
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。

続
い
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
教
材
の
典
拠
と
な
っ
た
部
分
の
原
文
が
掲
載
さ
れ
、
こ
の
章
は
結

び
と
な
っ
て
い
る
。
原
文
の
掲
載
は
珍
し
く
は
な
い
が
、
語
釈
の
付
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

他
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
も
原
典
重
視
の
姿
勢
の
表
れ
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
原
典
重
視
の
姿
勢
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
本
書
で
は
あ
る
が
、
原
典
の
熟

読
や
文
学
史
的
な
知
識
を
教
材
解
釈
や
授
業
展
開
に
ど
う
生
か
す
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
具
体
的
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
井
上
ら
が
懸
念
し
た
、
い
た
ず
ら
に

原
典
の
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
の
危
険
性
に
つ
い
て
も
、
何
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ

う
な
心
配
は
不
要
と
ば
か
り
に
、
楽
観
視
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

本
書
の
著
者
は
、
ロ
語
訳
の
部
分
の
鑑
賞
を
強
調
し
つ
つ
も
、
結
局
は
国
粋
的
な
文
学
史
観

を
提
示
し
た
に
と
ど
ま
り
、
教
材
の
扱
い
方
は
、
「
教
授
者
の
も
つ
学
識
に
よ
っ
て
、
教
材
を
消

化
す
る
処
に
案
出
せ
ら
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
、
教
師
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。

五
、
結

語

最
後
に
、
以
上
の
指
導
書
類
の
記
述
の
特
色
を
整
理
し
て
み
た
い
。
各
々
の
指
導
書
の
記
述

が
、
読
本
の
編
纂
者
で
あ
る
井
上
赳
の
意
図
か
ら
ど
の
よ
う
に
逸
脱
し
て
い
る
か
、
と
い
う
書

き
方
が
分
か
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
、
そ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
た
。

井
上
赳
の
意
図
を
、
『
小
学
校
国
語
読
本
尋
常
科
用
巻
十
一
編
纂
趣
旨
』
と
『
小
学
国
語
読
本

総
合
研
究
』
巻
十
一
の
記
述
か
ら
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
こ
の
教
材
は
、
「
国
民
文
化
」
の
諸
相
の
具
現
を
編
纂
主
題
と
す
る
巻
十
一
に
お
け
る
。

中
軸
教
材
の
一
つ
で
あ
る
。

七
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有 働 裕

②
こ
の
教
材
は
、
我
が
国
の
文
学
の
最
高
峰
で
あ
り
、
世
界
的
文
学
の
地
位
を
勝
ち
得
て

い
る
源
氏
物
語
の
面
影
を
見
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

③
こ
の
教
材
は
平
安
朝
の
文
学
を
扱
う
点
で
巻
十
の
「
雪
の
山
」
(
枕
草
子
)
と
、
ま
た
国

語
と
仮
名
文
字
と
の
関
係
に
ふ
れ
た
こ
と
で
、
巻
十
一
の
「
古
事
記
の
話
」
と
呼
応
す

④
ロ
語
訳
の
部
分
に
描
か
れ
た
紫
の
上
の
無
邪
気
な
姿
は
、
女
子
教
育
の
教
材
で
も
あ
る
。

⑤
口
語
訳
の
部
分
は
、
教
育
的
見
地
か
ら
削
除
変
更
を
施
し
た
の
で
、
原
文
を
参
照
す
る

に
し
て
も
、
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

①
の
、
巻
十
一
に
お
け
る
中
軸
教
材
と
い
う
と
ら
え
か
た
は
、
各
指
導
書
に
踏
襲
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
佐
藤
・
山
内
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
は
、
比
較
的
そ
の
位
置
付
け
が
不
明
確

で
あ
る
。

②
の
、
国
文
学
の
最
高
峰
、
世
界
的
文
学
と
し
て
の
源
氏
物
語
の
面
影
を
知
ら
し
め
る
、
と

い
う
教
材
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
と
の
み
を
教
材
の
本
質
と
し
て
強
調
す
る
佐
藤
・
山

内
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
に
対
し
、
ロ
語
訳
の
味
読
を
通
し
て
の
文
学
趣
味
の
涵
養
に
重

点
を
置
く
秋
田
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
と
宮
川
『
小
学
国
語
読
本
解
説
』
、
そ
の
両
面
を
主

張
し
つ
つ
結
局
は
「
優
秀
国
民
と
し
て
の
態
度
」
の
育
成
へ
と
傾
く
岡
田
・
川
瀬
『
国
文
学
教

材
の
新
研
究
』
、
と
い
っ
た
違
い
が
見
ら
れ
る
。
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
た
め
の
思
想
啓

蒙
教
材
と
見
る
か
、
あ
く
ま
で
文
学
鑑
賞
を
主
眼
と
す
る
か
の
違
い
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う

か
。③

の
、
他
の
教
材
と
の
関
連
性
・
系
統
性
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
・
山
内
『
小
学
国
語
読
本
指

導
書
』
が
、
文
学
史
教
材
と
し
て
同
じ
巻
の
「
見
渡
せ
ば
」
「
古
事
記
の
話
」
と
の
関
連
、
ま
た

平
安
京
の
現
在
と
過
去
と
い
う
点
で
前
課
「
京
都
」
と
の
関
連
を
指
摘
。
秋
田
『
小
学
国
語
読

本
指
導
書
』
は
女
子
教
材
と
し
て
「
姉
」
「
月
光
の
曲
」
と
の
関
連
を
指
摘
。
宮
川
『
小
学
国
語

読
本
解
説
』
、
岡
田
・
川
瀬
『
国
文
学
教
材
の
新
研
究
』
は
言
及
が
な
い
。

④
の
、
女
子
教
育
の
教
材
と
し
て
の
「
源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
い
は
、
秋
田
『
小
学
国
語
読

本
指
導
書
』
が
巻
頭
の
「
概
観
」
で
女
子
教
育
と
し
て
の
観
点
を
示
す
も
の
の
、
編
纂
者
が
口

語
訳
部
分
の
紫
の
上
を
中
心
に
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
秋
田
は
前
半
の
解
説
部
分
の
の
紫
式

部
像
を
中
心
に
述
べ
て
い
る
。
宮
川
『
小
学
国
語
読
本
解
説
』
、
岡
田
・
川
瀬
『
国
文
学
教
材
の

新
研
究
』
、
佐
藤
・
山
内
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
に
は
言
及
が
な
い
。

⑤
の
、
原
典
・
原
文
と
の
関
連
で
あ
る
か
、
『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
の
姿
は
教
育
上
提
示
で

き
な
い
と
い
う
『
編
纂
趣
旨
』
と
同
様
の
理
解
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
い
ず
れ
も
参
考
資
料

と
し
て
口
語
訳
の
部
分
の
原
文
を
掲
載
す
る
。
秋
田
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
は
、
『
源
氏
物

語
』
の
否
定
的
評
価
に
は
一
切
言
及
し
な
い
。
岡
田
・
川
瀬
『
国
文
学
教
材
の
新
研
究
』
も
否

八

定
的
評
価
に
簡
単
に
言
及
す
る
が
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
宮
川
『
小
学
国
語
読
本

解
説
』
は
、
原
典
の
否
定
的
側
面
に
微
妙
な
言
い
回
し
で
言
及
し
つ
つ
、
教
材
化
さ
れ
た
も
の

に
つ
い
て
は
「
原
文
と
し
て
も
、
決
し
て
非
教
育
的
な
部
分
が
な
い
か
ら
、
或
る
部
分
は
原
文

と
本
文
を
対
照
せ
し
め
つ
≒
本
文
の
如
何
に
文
学
的
で
あ
る
か
を
理
解
せ
し
め
る
が
よ
い
」

と
言
い
切
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
佐
藤
・
山
内
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
で
は
、
「
こ

の
源
氏
物
語
は
、
爛
熟
し
切
つ
た
平
安
時
代
の
貴
族
生
活
を
描
い
た
も
の
で
、
そ
の
全
部
を
赤

裸
々
に
子
供
の
前
に
提
示
す
る
こ
と
は
、
教
育
的
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
、
原
典
に
対
す
る
否

定
的
評
価
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

各
々
の
指
導
書
は
基
本
的
に
は
編
纂
者
の
意
図
を
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
が
な
く
、
ど
ち
ら

か
と
い
ヽ
ゐ
ば
没
個
性
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
も
「
時
局
」
下

で
の
体
制
迎
合
型
の
文
章
で
あ
る
点
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
主
張
の
細
部

に
お
い
て
は
微
妙
な
食
い
違
い
も
見
ら
れ
、
編
纂
者
の
意
図
を
離
れ
て
、
教
材
「
源
氏
物
語
」

が
多
様
な
受
け
止
め
ら
れ
方
を
し
、
一
人
歩
き
を
始
め
る
可
能
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
え
よ
う
。

い
さ
さ
か
強
引
に
、
各
指
導
書
の
違
い
を
際
立
た
せ
て
整
理
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な

る
。
ま
ず
、
『
源
氏
物
語
』
が
世
界
に
誇
り
う
る
日
本
の
文
学
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
の
国

威
高
揚
を
第
一
の
目
的
と
す
る
佐
藤
・
山
内
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
に
対
し
て
、
他
の
も

の
は
、
あ
く
ま
で
文
学
鑑
賞
を
主
目
的
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
佐
藤
・
山
内
が
教
材
前
半
の

解
説
部
分
を
重
視
す
る
の
に
対
し
て
、
他
の
も
の
は
後
半
の
口
語
訳
の
部
分
を
重
視
す
る
。
ま

た
、
文
学
鑑
賞
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
秋
田
『
小
学
国
語
読
本
指
導
書
』
や
宮
川
『
小
学
国

語
読
本
解
説
』
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
個
人
的
な
感
性
の
問
題
と
し
て
そ
れ
を
扱
う
傾
向
が
見

え
る
の
に
対
し
て
、
岡
田
・
川
瀬
『
国
文
学
教
材
の
新
研
究
』
に
は
、
「
国
民
的
」
な
思
考
感
動

や
民
族
の
優
秀
性
の
理
解
が
究
極
の
目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
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