
萩

原

朔

太

郎

研

究

・

補

遺

「
郷
土
望
景
詩
」
の
成
立
に
つ
い
て

拙
著
『
萩
原
朔
太
郎
詩
人
の
思
想
史
』
(
一
九
九
八
年
四
月
、
ぺ
り
か
ん
社
)

第
一

一
章
の
註
(
7
)

に
お
い
て
、
『
純
情
小
曲
集
』
(
大
正
一
四
年
)
の
「
郷

土
望
景
詩
」
'
の
う
ち
に
収
め
ら
れ
た
「
才
川
町
1

(
初
出
『
十
月
下
旬
1『
現
代
詩

人
選
集
』
大
正
一
〇
年
二
月
)
が
、
『
時
代
』
大
正
五
年
五
月
号
に
発
表
さ
れ
た
、

「
郷
土
景
物
詩
」
の
付
記
の
あ
る
「
吹
雪
」
を
原
点
と
し
て
成
立
し
た
こ
と

を
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
。

両
者
を
具
体
的
に
比
較
し
て
み
る
と
、
「
吹
雪
」
の
草
稿
「
赤
城
山
の
雪
」

に
「
〈
前
橋
連
雀
〉
新
堅
町
」
と
あ
り
、
と
も
に
作
品
中
に
前
橋
の
町
名
が
使

用
さ
れ
て
い
る
点
、
故
郷
の
暗
い
町
並
み
を
歌
っ
て
い
る
点
な
ど
、
そ
こ
に

テ
ー
マ
の
共
通
性
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
偶
然
と
は
思
え
な
い
多
く
の
共

通
性
が
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
、

［
白
い
雪
風
]
(
才
)
と
「
吹
雪
」
(
吹
)

「
暗
い
故
郷
の
都
会
」
(
才
)
と
「
ふ
る
さ
と
の
ま
ち
ま
ち
ほ
の
ぐ
ら
み
」

(
吹
)

「
な
ら
べ
る
町
家
の
家
並
」
(
才
)
と
「
う
な
ひ
ら
の
く
ら
く
呼
ば
へ
る

家
並
に
」
(
吹
)

「
か
の
火
見
櫓
」
(
才
)
と
「
か
の
火
見
や
ぐ
ら
」
(
吹
)

(
そ

の

Ⅲ
)

渡
辺
和
靖

愛
知
教
育
大
学
教
授

「
赤
城
」
(
才
)
と
「
赤
城
」
(
吹
)

な
ど
語
句
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
吹
雪
」
に
「
郷

土
景
物
詩
」
と
い
う
付
記
の
あ
る
の
も
、
「
郷
土
望
景
詩
」
と
い
う
総
題
の
成

立
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

同
じ
「
郷
土
望
景
詩
」
の
う
ち
の
「
中
学
の
庭
」
と
「
波
宜
亭
」
が
、
ノ

ー
ト
「
習
作
集
第
八
巻
」
所
収
の
「
(
一
九
コ
ニ
、
四
)
」
の
日
付
の
あ
る
コ

群
の
鳥
」
と
題
す
る
短
歌
連
作
の
い
く
つ
か
を
改
作
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
知
ら
れ
て
い
る
。
拙
著
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
「
吹
雪
」
も
ノ
ー
ト

「
習
作
集
第
九
巻
」
の
中
の
「
「
一
九
コ
ユ
、
九
」
)
の
日
付
の
あ
る
「
(
厩
橋

暮
日
篇
ヨ
リ
)
」
の
付
記
の
あ
る
「
遠
望
」
や
「
街
道
」
な
ど
の
作
品
を
参
考

に
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

『
純
情
小
曲
集
ヤ
に
は
大
正
二
、
三
年
に
制
作
さ
れ
た
「
愛
憐
詩
篇
」
と

新
作
「
郷
土
望
景
詩
」
と
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
比
較
的
に
最
近
の
作
」

(
［
自
序
]
)
で
あ
る
「
郷
土
望
景
詩
」
も
ま
た
、
「
愛
憐
詩
篇
」
の
母
胎
と
な

っ
た
ノ
ー
ト
を
基
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
朔
太
郎
は
、
大
正
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
制
作
し
た
ノ
ー
ト

や
草
稿
を
取
り
出
し
、
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
作
品
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
「
愛
憐
詩
篇
」
と
名
づ
け
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
に
も
ノ
ー
ト
の
作
品

を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
新
た
に
詩
を
制
作
し
こ
れ
を
「
郷
土
望
景
詩
」
と
名
づ

一
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け
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
『
純
情
小
曲
集
』
と
し
て
出
版
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

制
作
年
次
不
明
作
品
に
つ
い
て

拙
著
に
お
い
て
制
作
年
次
不
明
の
未
発
表
作
品
の
い
く
つ
か
の
制
作
年
次

を
推
定
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
田
舎
に
住
み
て
ゐ
る
男
の
言
葉
」
と
い
う
制

作
年
次
不
明
の
作
品
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
作
品
は
、
朔
太
郎

が
〈
新
生
〉
体
験
後
、
新
し
い
表
現
を
模
索
し
つ
つ
愛
憐
詩
篇
後
期
の
作
品

を
改
作
す
る
と
い
う
表
現
水
準
を
低
迷
し
て
い
た
時
期
か
ら
「
さ
び
し
い
人

格
」
以
後
の
ス
タ
イ
ル
。
へ
と
飛
躍
し
て
い
く
方
向
性
の
一
端
を
か
い
ま
み
せ

る
作
品
で
あ
る
。
大
正
五
年
一
〇
月
頃
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
。

ふ
る
さ
と
の
春
は
さ
び
し
く
光
り
か
ゞ
や
け
る
、

さ
れ
ど
も
違
い
巴
里
あ
た
り
の
並
木
み
ち
を
ゆ
く
娘
ら
の
春
着
を
し
の

ん
で
ゐ
る
男
も
ゐ
る
。

そ
の
男
の
身
の
う
へ
に
も
幸
福
あ
れ
と
い
の
る
、

男
は
田
舎
に
住
ん
で
ゐ
て
都
の
美
人
を
恋
し
て
ゐ
る
、

都
の
春
の
朝
げ
し
き
を
電
車
の
窓
か
ら
の
ぞ
く
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
に
ふ

る
へ
て
ゐ
る
。

こ
の
男
の
友
た
ち
は
み
ん
な
都
に
住
ん
で
ゐ
る
、

都
の
友
だ
ち
は
し
ん
せ
つ
で
も
あ
り
快
活
で
も
あ
る
、

け
れ
ど
も
て
ん
で
に
な
に
か
の
憂
愁
に
な
や
ん
で
い
ゐ
る
〈
人
〉
ひ
と

た
ち
、

あ
あ
す
べ
て
立
派
な
る
建
築
、
お
ほ
い
な
る
精
霊
は
都
に
あ
る
、

す
べ
て
を
の
せ
て
汽
車
は
ゆ
く
、

そ
の
汽
車
の
は
し
り
ゆ
く
と
き
、

利
根
川
わ
た
せ
る
鉄
橋
の
ぴ
い
す
に
も
川
浪
は
げ
し
く
お
し
よ
せ
る
、

一

一

さ
れ
ど
も
故
郷
の
春
は
さ
び
し
く
て
、

わ
づ
か
に
土
筆
よ
め
な
の
芽
生
を
光
ら
し
む
る
田
畑
の
み
つ
づ
け
る
景

色
、

け
し
き
は
勢
多
郡
龍
蔵
寺
の
家
根
の
い
ら
か
に
光
り
、

け
し
き
は
甚
だ
し
く
遠
方
に
赤
〈
城
〉
城
を
な
が
め
。

し
づ
に
お
と
ろ
へ
て
や
く
ざ
な
る
男
の
身
の
う
へ
に
も
、

な
ほ
し
づ
か
に
さ
く
ら
の
は
な
は
ち
り
か
N
り
て
、
〈
な
ほ
〉
春
の
さ
い

は
ひ
あ
れ
か
し
と
祈
る
。
(
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
』
-
以
後
『
全
集
』
-
第
三

巻
、
三
七
〇
～
一
頁
)

冒
頭
の
「
ふ
る
さ
と
の
春
は
さ
び
し
く
光
り
か
ゞ
や
け
る
」
と
い
う
一
行
、

半
ば
過
ぎ
の
「
さ
れ
ど
も
故
郷
の
春
は
さ
び
し
く
て
、
/
わ
づ
か
に
土
筆
よ

め
な
の
芽
生
を
光
ら
し
む
る
田
畑
の
み
つ
づ
け
る
景
色
」
と
い
う
部
分
は
、

あ
き
ら
か
に
「
土
に
よ
め
な
は
さ
け
び
た
り
」
「
ま
こ
と
に
故
郷
の
春
は
さ
び

し
く
、
/
こ
こ
ら
へ
て
山
際
の
雪
消
ゆ
る
を
見
ず
」
(
「
利
根
川
の
岸
辺
よ
り
」
『
創

作
』
大
正
三
年
五
月
)
と
い
う
よ
う
な
、
愛
憐
詩
篇
後
期
の
ト
ー
ン
を
示
し
て

い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
間
部
分
に
あ
る
「
あ
あ
す
べ
て
立
派
な
る
建
築
、
お

ほ
い
な
る
精
霊
は
都
に
あ
る
」
と
い
う
部
分
は
、
「
都
会
と
田
舎
」
(
『
文
章
世

界
』
大
正
六
年
六
月
)
の
「
あ
あ
、
愉
快
な
る
メ
リ
イ
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
、
回
転

木
馬
の
上
の
東
京
大
幻
想
楽
」
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
『
人
間
的
な
る
も
の
』
の

い
つ
さ
い
は
こ
の
都
会
の
中
心
に
あ
る
」
と
い
う
部
分
に
近
い
要
素
を
見
せ

て
い
る
。

こ
の
「
田
舎
に
住
み
て
ゐ
る
男
の
言
葉
」
か
ら
『
全
集
』
第
三
巻
で
ち
ょ

う
ど
I
〇
頁
う
し
ろ
に
掲
載
さ
れ
た
無
題
の
作
品
も
、
田
舎
と
都
会
の
対
比

と
い
う
ほ
ぼ
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
示
し
て
い
る
。

〈
田
舎
の
風
景
と
い
ふ
も
の
は
〉

〈
お
れ
は
お
ゝ
き
な
下
駄
を
は
い
て
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田
舎
の
《
□
□
》
生
活
を
ふ
み
く
あ
ら
し
》

つ
け
た
い

お
れ
は
き
く
ち
》
れ
い
な
都
会
《
が
す
き
た
》
に
あ
こ
が
れ
る

都
会
の
建
築
に
あ
こ
が
れ
る
〉

お
れ
の
旅
を
す
る
心
は

ま
だ
知
ら
ぬ
世
界
の
は
て
に

美
し
い
都
会
を
求
め
る
心
だ
、

い
ま
も
山
路
を
く
だ
り
な
が
ら

も
し
や
〈
都
会
〉

ロ
ン
ド
ン
の
や
う
な
〈
都
〉
町
で
も
み
え
る
か
と

と
き
ど
き
〈
山
の
《
中
》
方
へ
旅
へ
で
る
〉
〈
谷
〉
峯
の
〈
底
〉
向
を
の

ぞ
い
て
ゐ

く
た
〉
る

い
つ
も
ひ
と
り
で
旅
を
す
る
お
れ
の
心
は
さ
び
し
い
、

い
つ
も
旅
を
す
る
お
れ
の
心
は

〈
《
大
き
な
》
不
思
議
な
〉
ま
だ
見
も
し
ら
ぬ
大
建
築
〈
と
流
行
の
衣
裳

に
あ
こ
が
れ
る
、
〉
を

〈
《
山
》
空
〉
白
い
雲
の
向
ふ
に
夢
み
て
ゐ
る
、

「
～
が
す
き
だ
」
と
い
う
「
さ
び
し
い
人
格
」
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る

フ
レ
ー
ズ
が
、
「
吹
雪
」
(
『
時
代
』
大
正
五
年
五
月
)
を
口
語
体
に
書
き
改
め
た

も
の
と
推
定
さ
れ
る
制
作
年
次
不
明
の
未
発
表
作
品
「
私
の
町
に
就
い
て
」

に
出
現
す
る
こ
と
は
、
拙
著
第
一
〇
章
に
お
い
て
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
に
も

抹
消
さ
れ
た
部
分
に
「
お
れ
は
き
れ
い
な
都
会
が
す
き
だ
」
と
あ
る
の
は
興

味
深
い
。

ま
た
、
後
半
で
「
い
ま
も
山
路
を
く
だ
り
な
が
ら
」
と
「
山
」
あ
る
い
は

「
谷
」
を
「
旅
す
る
」
様
子
が
描
か
れ
、
「
い
つ
も
ひ
と
り
で
旅
を
す
る
お
れ

の
心
は
さ
び
し
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
さ
び
し
い
人
格
」
に
お
い
て

も
、
中
間
部
分
で
、

あ
あ
い
つ
か
も
、
私
は
高
い
山
の
上
へ
登
っ
て
行
っ
た

け
は
し
い
坂
道
を
あ
ふ
ぎ
な
が
ら

虫
け
ら
の
や
う
に
あ
こ
が
れ
て
登

つ
て
行
っ
た

と
、
旅
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
「
自
然
は
ど
こ
で
も
私
を
苦
し
く
す

る
」
と
い
う
旅
す
る
こ
と
へ
の
感
慨
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
に
類
似
し

て
い
る
。

「
椅
子
」
及
び
「
お
よ
ぐ
ひ
と
」

に

つ

い

て

『
L
E
-
P
R
I
S
M
E
J
大
正
五
年
五
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
二
つ
の
作
品
「
椅
子
(
靜

物
よ
り
き
た
る
感
受
の
象
徴
)
」
と
「
お
よ
ぐ
ひ
と
(
泳
ぎ
の
感
覚
の
象
徴
)
」

に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
号
の
「
消
息
」
欄
に
お
い
て
山
村
暮
鳥
が
「
朔
太
郎
は
神
を
み
た
と

言
ふ
」
(
『
山
村
暮
鳥
全
集
』
第
四
巻
、
五
八
七
頁
、
筑
摩
書
房
)
と
「
新
生
」
事
件
に

ふ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
大
正
五
年
の
四
月
一
九
日
前
後
、
「
新
生
」

事
件
と
相
前
後
し
て
送
稿
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
月
に
吠
え
る
』
収
録
に
さ
い
し
て
副
題
は
抹
消
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
見

え
る
「
象
徴
」
の
語
は
、
お
そ
ら
く
、
雑
誌
の
主
宰
者
で
あ
る
暮
鳥
を
意
識

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

朔
太
郎
は
、
の
ち
、
『
感
情
』
大
正
五
年
一

一
月
号
に
「
日
本
に
於
け
る
未

来
派
の
詩
と
そ
の
解
説
」
を
書
い
て
、
暮
鳥
を
「
象
徴
派
中
で
も
最
も
極
端

な
象
徴
派
」
と
評
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
(
『
全
集
』
第
六
巻
、
二
八
〇
~
一
頁
)

前
年
の
暮
れ
に
詩
集
『
聖
三
稜
破
璃
』
を
人
魚
詩
社
か
ら
出
版
し
て
大
き
な

反
響
を
呼
ん
で
い
た
暮
鳥
に
た
い
し
て
、
自
分
自
身
、
処
女
詩
集
を
構
想
し

て
い
た
朔
太
郎
は
、
お
そ
ら
く
、
意
識
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ

ろ
'
つ
。

小
松
郁
子
は
、
こ
の
「
象
徴
」
と
い
う
語
に
関
連
し
て
、
大
正
七
年
の
『
感

情
』
「
詩
壇
時
言
」
に
見
え
る
、
マ
ラ
ル
メ
の
「
象
徴
詩
」
や
ウ
イ
リ
ア
ム
ー

プ
レ
ー
ク
の
「
象
徴
主
義
」
に
か
ん
す
る
朔
太
郎
の
発
言
と
、
長
編
詩
「
笛
」

一

一

一
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の
草
稿
に
「
象
徴
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
(
「
「
白
い
共
同
椅
子
」
考
」
『
鳥
』
一
九
七
七
年
。
『
萩
原
朔
太
郎
ノ
ー
ト
作
品
考
I
I
『
乃

木
坂
倶
楽
部
』
他
I
』
七
五
頁
、
一
九
九
二
年
、
桜
楓
社
)

萩
原
朔
太
郎
と
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

拙
著
第
コ
ー
章
に
お
い
て
朔
太
郎
の
「
さ
び
し
い
人
格
」
に
対
す
る
白
鳥

省
吾
を
と
お
し
て
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
論
証
す
る
た
め
に
、

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
ス
タ
イ
ル
上
の
特
徴
と
し
て
、

(
1
)

同
じ
行
未
の
繰
り
返
し

(
2
)

対
照
的
な
語
句
の
対
置

(
3
)
単
語
の
羅
列

(
4
)
語
る
主
体
と
し
て
の
一
人
称
の
使
用

と
い
う
四
つ
を
挙
げ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
補
足
を
し
て
お
き
た
い
。

太
田
三
郎
は
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
紹
介
(
七
)
」
(
『
学
苑
』
一
九
六
一
年
四
月
)

に
お
い
て
、
大
正
期
の
民
衆
派
の
詩
人
た
ち
に
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
『
草
の
葉
』

の
ス
タ
イ
ル
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
具
体
的

に
福
田
正
夫
の
作
品
を
い
く
つ
か
引
い
て
い
る
。
ま
ず
「
「
現
れ
ぬ
力
」
の
予

言
」
。

改
造
と
い
ふ
改
造
が
新
し
い
再
生
を
生
み
出
す
力
、

恐
ろ
し
い
悠
久
な
タ
イ
ム
と
ス
ペ
イ
ス
と
を
領
有
す
る
力
、

物
質
と
精
神
と
の
限
り
な
い
融
和
を
行
つ
て
ゐ
る
力
、

欲
望
と
神
聖
と
、

自
由
と
保
守
と
、

君
主
と
民
主
と
、

国
家
と
人
民
と
、

世
界
と
民
衆
と
、

四

地
球
と
太
陽
と
、

星
と
宇
宙
と
、

無
限
に
あ
ら
ら
ゆ
る
も
の
を
融
和
し
た
大
い
な
る
力
、

理
解
し
尽
く
し
、
包
容
し
尽
く
し
た
る
力
そ
の
も
の
の
奇
蹟
が
い
ま
現

れ
ぬ
力
で
あ
る
。
(
部
分
)

つ
ぎ
に
「
大
地
と
蒼
空
」
。

い
つ
も
こ
の
蒼
空
の
愛
の
、

暖
か
い
春
を
考
へ
な
が
ら
、

心
の
春
を
考
へ
な
が
ら
、

世
界
の
憂
を
考
へ
な
が
ら
、

生
き
る
か
ぎ
り
の
永
遠
に
し
の
ん
で
行
か
う
、

生
き
る
か
ぎ
り
の
苦
悩
に
耐
へ
て
行
か
う
。

土
が
黒
く
燃
え
、

春
は
緑
の
生
に
燃
え
、

光
は
眩
し
く
大
地
を
軍
め
る
。
(
部
分
)

こ
れ
ら
福
田
正
夫
の
作
品
に
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
ス

タ
イ
ル
の
特
徴
に
つ
い
て
、
太
田
は
「
繰
返
え
し
」
「
併
行
的
表
現
」
「
対
照

的
な
詞
句
の
対
置
」
と
い
う
三
つ
を
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
太
田
は
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
内
容
上
の
影
響
に
言
及
し
て
、
次
の

よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

詩
に
思
想
性
を
導
入
し
た
こ
と
で
あ
る
。
(
中
略
)
即
ち
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
い
う
理
念
を
も
っ
て
考
え
、
そ
の
立
場
か
ら
み
た
人
間
の
あ
り
か
た

を
う
た
お
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
前
の
詩
が
主

観
的
な
感
覚
や
官
能
、
情
緒
や
雰
囲
気
、
な
ど
の
表
現
を
中
心
に
し
て

い
た
の
と
は
大
い
に
ち
が
っ
て
い
た
。
(
中
略
)
個
人
と
個
人
と
の
連
帯
、

社
会
の
な
か
の
個
人
の
存
在
、
さ
ら
に
は
世
界
の
な
か
の
存
在
、
宇
宙
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に
お
け
る
個
人
の
存
在
、
と
い
う
意
識
を
発
展
さ
せ
、
こ
う
い
う
自
覚

か
ら
自
己
の
存
在
の
あ
り
か
た
や
存
在
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
も
、
ホ

イ
ッ
ト
マ
ン
の
あ
た
え
た
影
響
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
個
人
と
個
人
と

の
連
帯
は
(
m
a
n
l
y

l
o
v
e

o
f
C
o
m
r
a
d
e
s
h
i
p

同
胞
愛
、
友
愛
と
い

う
も
の
に
よ
っ
て
き
ず
か
れ
る
、
そ
し
て
社
会
も
民
族
も
、
一
切
の
存

在
が
こ
の
愛
に
よ
っ
て
平
等
に
つ
な
ぎ
あ
わ
さ
れ
る
と
考
え
た
。
一
方

で
は
人
間
そ
の
も
の
も
自
然
の
万
物
と
ひ
と
し
く
一
つ
の
宇
宙
の
存
在

物
で
あ
り
、
宇
宙
を
流
れ
る
永
遠
の
生
命
の
実
現
さ
れ
た
物
で
あ
る
。

(
中
略
)
一
方
、
自
然
に
た
い
し
て
は
、
自
然
の
生
命
な
か
に
抱
擁
さ

れ
、
す
な
お
に
、
平
和
に
、
生
活
を
楽
し
む
あ
り
さ
ま
が
う
た
わ
れ
る

し
、
農
耕
者
の
よ
う
に
自
然
の
生
命
に
直
接
ふ
れ
る
も
の
の
姿
が
と
ら

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
ま
た
自
然
に
た
い
し
て
も
、
自
然
の
深

奥
に
永
遠
の
生
命
が
や
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
深

奥
に
参
じ
て
永
遠
の
生
命
に
ふ
れ
て
く
る
、
と
い
う
考
え
で
も
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
存
在
そ
の
も
の
が
永
遠
の
生
命
を
実
現
し
て
い
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
(
中
略
)
こ
の
よ
う
な
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
影
響
は
、
要
す
る

に
、
詩
の
社
会
化
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
詩
は
詩

人
の
主
観
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
詩
人
が
社
会
的
存
在
と
し
て
自
己
を
自

覚
し
、
人
類
の
生
活
に
歩
調
を
あ
わ
せ
て
ゆ
き
、
よ
り
高
き
理
想
を
め

'
ざ
し
て
ゆ
け
ば
、
詩
人
は
お
の
ず
か
ら
社
会
の
人
々
の
思
想
と
感
情
と

を
代
弁
す
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
の
人
々
に
お
も
ね
る
の
で
は
な
く
、

人
間
の
本
性
が
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
と
ら
え
て
う
た
う
な
ら
、
社
会
の

人
々
の
よ
り
良
き
未
来
を
詩
人
は
う
た
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
小
玉
晃
一
は
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
紹
介
を
め
ぐ
っ
て
I
小
泉
八
雲

か
ら
民
衆
詩
派
へ

(
一
)
―
」
(
『
英
文
学
思
潮
』
一
九
六
三
年
一
〇
月
)
に
お
い

て
、
白
鳥
省
吾
の
第
一
詩
集
『
世
界
の
一
人
』
所
収
の
作
品
を
取
り
あ
げ
、

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
。

は
じ
め
に
「
世
界
と
僕
」
。

世
界
は
奥
深
い
嵯
嘆
と
輝
き
に
咽
ん
で
ゐ
る
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
含
む
不
思
議
な
異
性
だ
。

い
つ
も
僕
を
美
と
信
実
と
力
で
恍
惚
さ
せ
る
、

僕
は
た
ゾ
一
人
で
、
世
界
に
向
っ
て
居
る
、

世
界
と
僕
と
は
男
と
女
と
だ
、

炎
と
密
と
の
相
互
だ
、

在
る
も
の
は
世
界
と
僕
だ
け
の
二
人
だ
け
だ
。

ま
た
世
界
は
無
数
の
も
の
が
無
限
に
素
裸
に
踊
る
も
の
だ
、

草
木
、
花
弁
、
太
陽
、
苔
、
動
物
、
そ
の
中
に
僕
も
踊
っ
て
ゐ
る
。

神
秘
な
雷
と
月
光
と
雨
と
を
お
互
い
に
降
ら
す
も
の
だ
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
小
玉
は
「
こ
の
詩
の
〈
、
〉
で
切
っ
た
行
、
第
一
人
称

の
〈
僕
〉
、
〈
世
界
と
僕
〉
、
〈
女
と
男
〉
の
対
比
、
九
行
目
の
単
語
の
羅
列
、
〈
世

界
〉
と
か
(
太
陽
〉
と
い
う
用
語
な
ど
は
明
ら
か
に
意
識
的
に
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
が
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
)
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
ス
タ
イ
ル
上
の
特
徴
の
う
ち
、
「
対

比
」
は
す
で
に
太
田
三
郎
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
小
玉
は
そ
れ
に

加
え
て
「
単
語
の
羅
列
」
と
「
第
一
人
称
の
〈
僕
〉

の
使
用
」
を
提
示
し
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

つ
づ
い
て
「
永
遠
の
男
女
」
。

こ
の
世
の
男
と
女
よ
、

わ
れ
ら
源
と
陸
の
や
う
に

天
と
地
と
の
や
う
に

相
寄
り
て
そ
の
存
在
を
歓
び
合
は
う
、

わ
れ
ら
互
に
礼
拝
し
。

「
自
然
」
の
意
志
に
よ
り
て
相
抱
か
う
。

そ
の
時
女
に
触
れ
る
は
「
永
遠
」
に
ふ
れ
る
事
で
あ
る
。

五
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大
地
に
種
を
蒔
く
ご
と
く
正
し
い
。

そ
の
と
き
男
に
触
れ
る
は
「
永
遠
」
に
ふ
れ
る
こ
と
で
あ
る
、
花
が
太

陽
の
光
を
浴
び
る
ご
と
く
正
し
い
。

わ
れ
ら
こ
こ
に
輝
く
天
国
に
入
り
、

幾
千
年
の
未
来
を
創
造
す
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
小
玉
は
「
こ
の
詩
は
、
署
名
が
な
け
れ
ば
白
鳥
の
も

の
か
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
も
の
か
、
一
読
し
て
は
見
分
け
が
つ
か
な
い
程
、
白

鳥
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
似
て
来
て
い
る
。
表
現
の
平
明
さ
と
、
観
念
の
自
由

さ
を
実
に
よ
く
学
び
、
ま
た
真
似
て
も
い
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
小
玉
は
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
紹
介
を
め
ぐ
っ
て
I
民
衆
詩
派
(
2
)

-
」
(
『
青
山
学
院
大
学
一
般
教
育
部
会
論
集
』
昭
和
三
八
年
一
一
月
)
に
お
い
て
、
福
田

正
夫
や
富
田
砕
花
な
ど
、
白
鳥
省
吾
以
外
の
民
衆
詩
派
の
詩
人
た
ち
の
作
品

を
取
り
あ
げ
て
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

小
玉
は
、
さ
き
の
論
文
で
太
田
三
郎
が
引
い
た
の
と
同
じ
福
田
正
夫
の

「
「
現
れ
ぬ
力
」
の
予
言
」
の
第
二
連
を
取
り
あ
げ
、
「
表
現
の
平
明
さ
、
並

列
、
名
詞
ど
め
、
対
照
的
な
語
句
の
使
用
な
ど
は
、
そ
の
ハ
ギ
レ
の
よ
さ
と

と
も
に
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
や
ト
ラ
ウ
ペ
ル
の
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
ま
た
、
同
じ
福
田
の
「
石
工
の
歌
」
を
引
い
て
、
「
こ
れ
は
立
派
な
労
働

賛
歌
で
あ
り
、
ま
た
我
が
国
の
風
俗
を
も
知
ら
せ
る
生
活
詩
で
も
あ
る
。
し

か
し
泰
西
の
詩
人
達
の
全
体
を
対
象
と
し
た
詩
に
対
し
て
、
日
本
の
民
衆
詩

は
、
ど
う
し
て
個
人
の
生
活
を
歌
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
小
さ
な
島
国

根
性
が
詩
ま
で
小
さ
く
し
て
し
ま
う
例
だ
ろ
う
か
」
と
論
じ
て
い
る
。

つ
い
で
富
田
砕
花
の
「
夫
は
れ
た
る
A
l
p
h
a
と
ぼ
e
g
a
j
に
つ
い
て
「
こ
の

カ
ッ
コ
の
使
用
、
動
詞
の
繰
え
り
返
し
、
ダ
ッ
シ
ュ
の
使
用
、
は
、
こ
れ
ま

で
の
日
木
の
詩
に
は
少
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
、
同
じ
砕
花
の
「
自

主
」
を
「
そ
れ
は
人
間
の
独
立
宣
言
で
あ
り
、
民
主
主
義
思
想
の
萌
苗
が
み

ら
れ
、
し
か
も
成
功
し
て
い
る
点
で
は
初
め
て
の
詩
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
し
、

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
『
銘
刻
』
(
I
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
)
の
冒
頭
の
詩
「
人
の
自
主
を

l.

ノゝ

わ
た
し
は
歌
ふ
」
(
J
n
e
'
s
-
s
e
l
f

I

s
i
n
g
"
)
や
「
私
自
身
の
歌
」
(
j
o
n

g

o
f

M
y
s
e
l
f
"
)
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
砕
花

の
「
草
の
葉
」
と
い
う
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
集
と
同
題
の
短
詩
に
つ
い
て
、

「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
よ
り
調
子
は
弱
い
が
、
一
本
の
草
の
葉
に
自
分
の
希

望
を
た
く
し
て
、
こ
の
世
に
強
く
生
き
る
こ
と
の
価
値
を
詩
人
は
強
調
す
る
。

草
の
葉
の
強
い
生
命
力
を
讃
え
、
自
分
に
も
そ
の
よ
う
な
強
い
力
が
欲
し
い

と
詩
人
は
叫
ん
で
い
る
の
だ
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
百
田
宗
治
の
「
ぬ
か
る
み
の
街
道
」
。
を
引
用
し
て
、

百
田
も
例
外
で
は
な
い
が
、
民
衆
詩
人
達
は
、
人
間
尊
重
・
人
類
の
偉

大
な
類
詩
・
航
海
・
友
愛
精
神
'
都
会
生
活
・
労
働
生
活
・
弱
き
者
へ

の
同
情
な
ど
を
歌
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
想
の
源
で

も
あ
っ
た
。
因
み
に
こ
の
詩
人
達
が
好
ん
で
用
い
た
。
太
陽
”
と
い
う
語

は
、
『
草
の
葉
』
に
}
芯
ヶ
所
近
く
出
て
い
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
好
き
な
、

人
類
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
象
徴
な
の
で
あ
る
。
船
出
も
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
は
死
へ
の
旅
立
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
も

肉
体
と
い
う
港
を
離
れ
て
、
自
由
な
大
洋
、
す
な
わ
ち
死
後
の
世
界
へ

と
霊
魂
が
航
海
し
て
い
く
心
象
な
の
で
あ
る
。

と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
四
つ
の
ス
タ
イ
ル
上
の
特
徴
を
、
有
島
武
郎
訳
に
よ
る
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
自
身
の
作
品
に
よ
っ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
「
顔
」
と
い
う
作
品
。

石
甫
道
の
上
を
彷
ふ
時
、
或
は
田
舎
の
小
道
を
馬
で
乗
り
ま
は
す
時

-
見
よ
、
様
々
な
顔
又
顔
、

友
誼
的
な
顔
、
几
帳
面
な
、
用
心
深
い
、
殷
ご
恩
な
、
理
想
家
的
な
顔
、

霊
的
な
予
覚
的
な
顔
、
-
い
つ
見
て
も
好
ま
し
い
普
通
な
情
け
深
い

顔
、
(
部
分
『
有
島
武
郎
全
集
』
第
六
巻
、
二
〇
九
頁
)

こ
こ
に
は
、
同
じ
語
末
を
も
っ
た
行
の
繰
り
返
し
と
と
も
に
、
さ
ま
ざ
ま
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な
「
顔
」
に
つ
い
て
の
言
葉
の
羅
列
が
見
ら
れ
る
。
と
く
に
二
行
目
か
ら
三

行
目
に
か
け
て
の
執
拗
な
ま
で
の
言
葉
の
た
た
み
か
け
は
特
徴
的
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
「
大
道
の
歌
」
の
「
三
」
を
引
く
。

汝
、
旗
に
飾
ら
れ
た
都
会
の
道
々
'
・

汝
、
曲
り
角
の
強
い
力
石
よ
!

汝
、
渡
船
よ
｀
'
・

汝
、
繋
船
場
の
平
板
と
木
柱
よ
!

汝
、
そ
の
側
面

の
木
材
よ
'
・

汝
、
遠
く
に
あ
る
船
よ
'
・

汝
、
家
々
の
列
な
り
よ
!

汝
、
窓
を
ち
り
ば
め
た
家
の
正
面
よ
'
・

汝
、
屋
根
よ
!

汝
、
玄
関
と
入
口
よ
'
・

汝
、
冠
石
と
鉄
柵
よ
'
・
{
部
分
、
同
、
二
}
八
‐

九
頁
)

こ
こ
で
は
、
「
汝
」
で
始
ま
り
「
よ
!
」
で
終
わ
る
行
が
四
行
つ
づ
い
て
い

る
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
行
が
同
様
の
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
い
く
つ
か
の
文
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
こ
の
四
つ
の
行
の
う
ち
に
同
じ

ス
タ
イ
ル
の
文
を
一

一
例
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
そ
れ

ら
の
行
は
、
言
葉
の
羅
列
と
い
う
特
徴
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ

る
。最

後
に
「
自
己
を
歌
う
」
の
「
二
二
」
を
引
く
。

私
は
善
の
詩
人
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
又
悪
の
詩
人
で
あ
る
の
を
辞

す
る
も
の
で
は
な
い
。

徳
と
悪
徳
と
に
つ
い
て
彼
れ
是
れ
い
ふ
の
は
何
ん
だ
、

悪
も
私
を
推
進
し
悪
の
改
革
も
私
を
推
進
す
る
、
私
は
平
然
と
し
て
ゐ

る
、

こ
こ
に
は
「
善
」
と
「
悪
」
、
「
徳
」
と
「
悪
徳
」
、
「
悪
」
と
「
悪
の
改
革
」

と
い
う
、
対
照
的
な
語
句
の
対
置
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
「
私
」
と
い
う

主
体
が
登
場
し
て
お
の
れ
の
思
想
を
語
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
見
ら
れ
る
。

拙
著
第
コ
ー
章
で
、
「
さ
び
し
い
人
格
」
の
成
立
に
関
連
し
て
、
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
の
詩
"
I

s
o
w

i
n

L
u
i
s
i
a
n
a

L
i
v
e

O
a
k

G
r
o
w
i
n
g
.
"
を
有
島
武
郎
『
ホ

ヰ
ツ
ト
マ
ン
詩
集
第
一
輯
』
(
一
九
二
一
年
、
叢
文
閣
)
か
ら
引
い
た
が
、
有
島

の
「
カ
イ
ン
の
末
裔
」
の
最
後
の
場
面
、
仁
右
衛
門
夫
婦
が
農
場
を
後
に
す

る
以
下
の
部
分
に
は
、
明
ら
か
に
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
こ
の
詩
が
踏
ま
え
ら
れ

て
い
る
。

天
も
地
も
一
つ
に
な
っ
た
。
風
と
風
が
吹
き
お
ろ
し
た
と
思
ふ
と
、
積

雪
は
自
分
の
方
か
ら
舞
ひ
上
る
や
う
に
舞
上
っ
た
。
(
中
略
)
二
人
が
こ

の
村
に
這
入
っ
た
時
は
一
頭
の
馬
を
持
つ
て
ゐ
た
。
一
人
の
赤
坊
も
ゐ

た
。
二
人
は
そ
れ
ら
の
も
の
す
ら
自
然
か
ら
奪
ひ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た

の
だ
。
吹
き
つ
け
る
雪
の
為
め
に
へ
し
折
ら
れ
る
枯
枝
が
や
ゝ
も
す
る

と
投
槍
の
や
う
に
襲
っ
て
来
た
。
吹
き
ま
く
風
に
も
ま
れ
て
木
と
云
ふ

木
は
魔
女
の
や
う
に
乱
れ
狂
っ
た
。
(
中
略
)
椴
松
帯
が
向
う
に
見
え
た
。

凡
て
の
樹
が
裸
か
に
な
っ
た
中
に
、
こ
の
樹
だ
け
は
幽
鯵
な
暗
緑
の
葉

色
を
あ
ら
た
め
な
か
っ
た
。
真
直
ぐ
な
幹
が
見
渡
す
限
り
天
を
衝
い
て
、

怒
濤
の
や
う
な
風
の
音
を
寵
め
て
ゐ
た
。
二
人
の
男
女
は
蟻
の
や
う
に

小
さ
く
そ
の
林
に
近
づ
い
て
、
や
が
て
そ
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま

っ
た
。

こ
の
ダ
ン
テ
の
描
い
た
地
獄
の
よ
う
な
北
海
道
の
大
地
を
さ
す
ら
う
仁
右

衛
門
夫
婦
の
姿
は
、
自
然
の
猛
威
の
前
に
敗
北
し
た
人
間
の
象
徴
で
あ
り
、

運
命
に
反
抗
し
よ
う
と
し
た
カ
イ
ン
の
末
裔
の
敗
残
の
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、

私
の
歩
く
の
は
ア
ラ
探
し
の
為
め
で
も
な
く
、
又
排
斥
す
る
た
め
で
も

そ
の
中
に
有
島
は
、
激
し
い
雪
と
風
の
圧
力
に
抗
し
て
雄
々
し
く
独
り
立
つ

な
い
、

暗
緑
の
葉
を
付
け
た
「
椴
松
」
の
姿
を
点
綴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の

私
は
凡
て
生
ひ
出
た
も
の
ｙ
根
に
水
を
か
ふ
。
(
部
分
、
同
、
三
五
六
~
七

生
き
る
力
の
存
在
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

頁
)
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『
カ
ラ
マ
ソ
フ
の
兄
弟
』
に
つ
い
て

朔
太
郎
が
、
三
浦
関
造
訳
の
『
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
』
(
大
正
三
年
、
金
尾
文

淵
堂
)
を
出
版
直
後
に
買
い
求
め
、
通
読
し
、
と
く
に
「
露
西
亜
の
修
道
院
」

の
章
に
強
い
感
銘
を
受
け
た
こ
と
は
、
大
正
三
年
一
二
月
コ
八
日
付
の
萩
原

栄
次
宛
「
書
簡
」
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。

床
中
で
読
ん
だ
も
の
は
可
成
あ
り
ま
す
が
、
い
ち
ば
ん
感
激
し
た
の
は

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
「
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
」
で
す
、
第
二
巻
の
「
露

西
亜
の
修
道
院
」
に
は
す
っ
か
り
感
激
し
て
涙
が
流
れ
た
、
長
老
ゾ
シ

マ
(
聖
人
)
が
信
仰
に
就
い
て
の
告
白
に
私
は
合
掌
し
て
首
を
た
れ
た
。

彼
は
言
ふ
。
世
界
の
人
類
は
や
が
て
今
の
個
人
主
義
を
捨
て
ゝ
博
愛
主

義
に
帰
依
す
る
時
期
が
く
る
と
、
真
の
自
由
は
個
人
に
あ
ら
ず
し
て
神

の
国
に
あ
る
と
。
(
『
若
き
日
の
萩
原
朔
太
郎
』
一
九
三
頁
)

こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
、
「
博
愛
主
義
」
を
「
個
人
主
義
」
に
単
純
に
対
比

さ
せ
て
い
る
だ
け
で
、
「
孤
独
」
の
究
極
に
お
い
て
「
愛
」
が
実
現
す
る
と
い

う
、
拙
著
最
終
章
で
指
摘
し
た
朔
太
郎
独
自
の
「
秘
密
倶
楽
部
」
の
思
想
は

ま
だ
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
朔
太
郎
は
「
初
め
て
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
を
読
ん
だ
噴
」
と
い
う

小
文
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

僕
が
初
め
て
読
ん
だ
ド
氏
の
小
説
は
、
例
の
「
カ
ラ
マ
ソ
フ
の
兄
弟
」

で
あ
っ
た
。
勿
論
翻
訳
で
あ
っ
た
が
、
僕
は
す
っ
か
り
こ
れ
に
打
た
れ

て
し
ま
っ
た
。
あ
の
厖
大
な
小
説
を
、
二
昼
夜
も
か
か
っ
て
一
気
に
読

み
了
り
、
夢
か
ら
醒
め
た
や
う
に
ぼ
ん
や
り
し
た
。
当
時
僕
が
ど
ん
な

に
深
く
感
動
し
た
か
は
、
そ
の
時
読
ん
だ
本
の
各
頁
に
、
鉛
筆
で
無
数

の
書
き
入
れ
や
朱
線
が
し
て
あ
る
の
で
、
今
も
そ
の
古
い
本
を
見
る
毎

に
、
新
し
い
追
憶
の
感
銘
が
興
る
ほ
ど
だ
。
イ
ワ
ン
も
ド
ミ
ト
リ
イ
も
、

す
べ
て
の
人
物
が
面
白
か
っ
た
が
、
特
に
あ
の
気
味
の
悪
い
白
痴
の
下

男
と
、
長
老
ソ
シ
マ
の
神
秘
的
な
宗
教
観
が
面
白
か
っ
た
。
(
『
グ
レ
ー

八

ミ
ヤ
』
昭
和
一
〇
年
一一
月
、
『
全
集
』
第
九
巻
、
一
五
九
頁
)

「
長
老
ゾ
シ
マ
」
の
語
る
「
神
秘
的
な
宗
教
観
」
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら

く
「
秘
密
倶
楽
部
の
思
想
」
に
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

急
告

最
近
、
筆
者
は
哲
学
教
室
の
卒
業
論
文
を
講
義
の
資
料
と
し
て
活
用

し
、
現
在
さ
ら
に
そ
れ
を
〈
音
読
に
よ
る
授
業
構
成
の
試
み
〉
シ
リ
ー
ズ
と

し
て
論
文
と
し
て
発
表
し
て
い
る
。
す
で
に
一
九
九
〇
年
度
古
居
朋
子
「
樋

口
一
葉
『
だ
け
く
ら
べ
』
の
研
究
」
及
び
一
九
九
五
年
度
平
岡
靖
子
「
樋
口

I
葉
後
期
思
想
研
究
」
に
基
づ
い
て
「
音
読
に
よ
る
授
業
構
成
の
試
み
l
l
l

樋
口
I
葉
を
例
に
」
(
『
教
養
と
教
育
』
二
〇
〇
五
年
三
月
)
を
、
二
〇
〇
〇
年
度
石

田
智
子
「
新
美
南
吉
の
『
良
寛
物
語
』
に
み
る
思
想
」
に
基
づ
い
て
「
音
読

に
よ
る
授
業
構
成
の
試
み
(
2
)
―
-
新
美
南
吉
『
良
寛
物
語
』
」
(
『
愛
知
教

育
大
学
研
究
報
告
』
二
〇
〇
六
年
三
月
)
を
、
一
九
八
七
年
度
石
黒
恵
「
諦
念
I
I

明
治
4
2
年
の
森
鴎
外
」
に
基
づ
い
て
「
音
読
に
よ
る
授
業
構
成
の
試
み

(
3
)
-
―
「
諦
念
」
・
明
治
四
十
二
年
の
森
鴎
外
」
(
『
愛
知
教
育
大
学
教
育
実

践
総
合
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
二
〇
〇
六
年
三
月
)
を
発
表
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
末
尾

に
卒
論
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
た
が
、
連
絡
が
取
れ
な
い
た
め
に

ま
だ
論
文
を
送
付
し
得
な
い
こ
と
が
残
念
で
す
。
上
記
の
古
居
、
平
岡
、
石

田
、
石
黒
の
四
氏
(
い
ず
れ
も
学
生
時
代
の
姓
)
あ
る
い
は
四
氏
を
知
っ
て

お
ら
れ
る
方
は
至
急
、
渡
辺
(
〒
4
4
8
-
8
5
4
2
刈
谷
市
井
ケ
谷
町
広
沢
1

愛

知
教
育
大
学
)
ま
で
連
絡
い
た
だ
き
た
い
。
今
後
も
、
一
九
九
〇
年
度
木
野

雅
世
「
高
村
光
太
郎
と
『
猛
獣
篇
』
」
一
九
九
〇
年
度
柘
植
究
「
中
原
中
也
の

初
期
の
思
想
」
一
九
九
三
年
度
市
野
晃
代
「
中
原
中
也
―
―
「
名
辞
以
前
の

世
界
」
へ
」

一
九
九
五
年
度
坂
梨
晶
子
「
川
端
康
成
研
究
」

一
九
九
六
年
度

稲
垣
玲
子
「
新
美
南
吉
中
期
思
想
研
究
」
一
九
九
六
年
度
井
上
枝
希
「
有
島

武
郎
の
中
期
の
思
想
」
な
ど
に
基
づ
い
て
〈
音
読
に
よ
る
授
業
構
成
の
試
み
〉

シ
リ
ー
ズ
を
発
表
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
、
こ
れ
ら
の
諸
氏
(
い
ず
れ

も
学
生
時
代
の
姓
)
あ
る
い
は
消
息
を
御
存
知
の
方
は
至
急
渡
辺
に
ご
一
報

さ
れ
た
い
。
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