
は
じ
め
に

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
三
月
に
告
示
さ
れ
た
「
新
学
習
指
導
要
領
」
に
よ
る
教
育
課
程

が
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
数
年
が
経
過
し

た
。
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
国
語
科
、
特
に
古
典
教
育
で
特
筆
す
べ
き
変
化
は
、「
話
す
・

聞
く
、
書
く
、
読
む
」
の
三
領
域
と
〔
言
語
事
項
〕
と
い
う
か
つ
て
の
構
成
が
改
め
ら
れ
、
上

記
の
三
領
域
と
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
が
置
か
れ
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
し
か
も
、
小
学
校
に
お
い
て
も
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
に
関
す
る
事
項
が
以
下

の
よ
う
に
明
記
さ
れ
、
古
典
教
育
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
も
、
従
来
と
は
大
き
く
一
線
を
画
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

【
第
一
・
二
学
年
】

（
ア
）
昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
発
表
し

合
っ
た
り
す
る
こ
と
。

【
第
三
・
四
学
年
】

（
ア
）
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
リ
ズ

ム
を
感
じ
取
り
な
が
ら
音
読
や
暗
唱
を
し
た
り
す
る
こ
と
。

（
イ
）長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、

使
う
こ
と
。

【
第
五
・
六
学
年
】

（
ア
）
親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
に
つ
い
て
、
内
容

の
大
体
を
知
り
、
音
読
す
る
こ
と
。

（
イ
）
古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読
み
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を

知
る
こ
と
。

続
い
て
、
中
学
校
に
つ
い
て
も
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
に
関
す
る
事
項
を
引
用
し
て
お
く
。

【
第
一
学
年
】

（
ア
）
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り
、
古
文
や
漢
文
を
音
読
し
て
、
古
典
特

有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
な
が
ら
、
古
典
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
。

（
イ
）
古
典
に
は
様
々
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
。

【
第
二
学
年
】

（
ア
）
作
品
の
特
徴
を
生
か
し
て
朗
読
す
る
な
ど
し
て
、古
典
の
世
界
を
楽
し
む
こ
と
。

（
イ
）
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
登
場
人
物
や
作
者
の
思
い
な

ど
を
想
像
す
る
こ
と
。

【
第
三
学
年
】

（
ア
）
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。

（
イ
）
古
典
の
一
節
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
、
古
典
に
関
す
る
簡
単
な
文
章
を
書
く
こ

と
。

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
小
・
中
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
は
、
概
ね
古
典
に
「
慣
れ
親
し
む
」

た
め
の
指
導
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
総
括
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
「
新
学
習
指
導
要
領
」
に

小
・
中
学
校
に
お
け
る
古
典
の
授
業
展
開
力
の
養
成

小

島

明

子

（
キ
ー
ワ
ー
ド‥

国
語
科
教
育
、
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、
教
材
研
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、
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）
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基
づ
く
教
育
課
程
の
中
で
、
現
場
の
教
員
の
暗
中
模
索
あ
る
い
は
創
意
工
夫
の
姿
を
見
る
機
会

も
多
数
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
語
科
教
育
の
分
野
か
ら
の
研
究
成
果
の
発
信
も
盛
ん
に
な
さ
れ
て

き
て
い
る
（
注
1
）。

な
お
、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
三
月
に
は
さ
ら
に
新
た
な
「
学
習
指
導
要

領
」
が
告
示
さ
れ
た
が
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
事
項
に
は
、
内
容
的
に
は
大
き
な
変
更

は
な
い
（
注
2
）。

翻
っ
て
、
教
員
を
め
ざ
す
学
生
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
稿
者
は
、

鳴
門
教
育
大
学
と
い
う
地
方
の
単
科
教
育
大
学
に
お
い
て
、古
典
文
学
に
関
す
る「
教
科
専
門
」

の
立
場
か
ら
学
生
（
こ
こ
で
は
学
部
学
生
と
ス
ト
レ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
の
院
生
を
総
称
す
る
）
の

教
育
に
あ
た
っ
て
き
た
。
鳴
門
教
育
大
学
の
場
合
、
国
語
科
教
育
コ
ー
ス
に
所
属
す
る
学
部
の

学
生
は
、
一
年
次
の
後
期
よ
り
小
学
校
教
育
専
修
と
中
学
校
教
育
専
修
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
割
合
は
ほ
ぼ
二
対
一
で
あ
る
。
例
外
も
む
ろ
ん
あ
る
が
、
概
し
て
小
学
校
教
育
専
修

の
学
生
は
、
古
典
文
学
の
授
業
に
対
し
て
熱
意
を
抱
き
に
く
く
、
か
つ
ま
た
実
際
の
読
解
力
も

乏
し
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
中
学
校
教
育
専
修
の
学
生
で
あ
っ
て
も
「
古
典
は
苦
手
で

す
」「
嫌
い
で
す
」
と
平
気
で
口
に
す
る
者
も
い
て
、
学
生
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
を
度

外
視
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
当
然
な
が
ら
、
小
学
校
教
員
の
場
合
は
全
教

科
を
担
当
す
る
た
め
、
国
語
科
教
育
コ
ー
ス
に
所
属
す
る
学
生
以
外
も
将
来
、
小
学
校
の
教
壇

で
古
典
を
扱
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
他
コ
ー
ス
の
学
生
で
古
典
文
学
の
授
業
を
受
講
す

る
者
は
か
な
り
少
数
で
あ
る
と
い
う
点
も
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
（
注
3
）。

本
稿
は
、
小
学
校
・
中
学
校
の
教
員
を
め
ざ
す
上
述
の
よ
う
な
状
況
の
学
生
た
ち
に
、
如
何

に
し
て
古
典
の
授
業
を
展
開
す
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
察
す
る
。
古

典
文
学
の
科
目
提
供
に
あ
た
っ
て
き
た
立
場
か
ら
、「
小
・
中
学
校
に
お
け
る
古
典
の
授
業
展

開
力
の
養
成
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
提
言
を
な
す
こ
と
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

和
歌
の
学
習
指
導

小
・
中
学
校
の
国
語
の
教
科
書
に
は
、
古
典
教
材
と
し
て
和
歌
は
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
一
つ
の
顕
著
な
傾
向
が
あ
る
。「
四
季
の
歌
」
あ
る
い
は
「
折
々
の
こ

と
ば
」
と
い
っ
た
項
目
が
立
て
ら
れ
、「
春
」
の
歌
が
何
首
か
挙
げ
ら
れ
、
次
に
は
「
夏
」
の

歌
が
何
首
か
並
び
、
続
い
て
「
秋
」
の
歌
、「
冬
」
の
歌
が
や
は
り
数
首
ず
つ
提
示
さ
れ
る
と

い
う
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
歌
の
中
に
は
、『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』

『
新
古
今
和
歌
集
』
を
出
典
と
す
る
和
歌
が
混
在
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
。
さ

ら
に
言
え
ば
、
高
等
学
校
の
教
科
書
で
も
こ
の
形
式
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
か
な
り
あ

り
、
学
生
た
ち
は
、
古
典
の
和
歌
に
つ
い
て
概
ね
こ
の
よ
う
な
形
式
に
よ
っ
て
の
み
学
ん
で
き

た
者
が
大
多
数
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
（
注
4
）。

そ
の
結
果
、
学
生
た
ち
の
中
に
、
古
典
の
和
歌
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
く
る
の
で

あ
ろ
う
。
以
下
は
、
鳴
門
教
育
大
学
の
学
生
た
ち
が
書
い
た
和
歌
に
つ
い
て
の
学
び
の
印
象
で

あ
る
。○

中
学
・
高
校
で
「
万
葉
集
」
や
「
古
今
和
歌
集
」
を
や
っ
た
が
、
同
時
に
授
業
で
取
り

扱
わ
れ
、
漠
然
と
「
和
歌
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

○
高
校
時
代
は
、
歌
の
授
業
が
「
訳
し
て
終
わ
り
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

○
正
直
、
和
歌
は
た
だ
読
ん
で
品
詞
分
解
し
て
理
解
す
る
と
い
う
の
が
、
高
校
ま
で
だ
っ

た
。
だ
か
ら
、
万
葉
集
も
八
代
集
の
最
も
古
い
も
の
、
と
い
う
だ
け
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ

っ
た
。

一
番
最
後
の
学
生
の
コ
メ
ン
ト
は
、『
万
葉
集
』
を
所
謂
「
八
代
集
」（『
古
今
和
歌
集
』
か
ら

『
新
古
今
和
歌
集
』
に
至
る
八
つ
の
勅
撰
和
歌
集
）
の
最
初
の
も
の
と
混
同
し
て
い
る
と
い
う

問
題
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
除
外
し
て
お
く
こ
と
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
学
生
の
コ

メ
ン
ト
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
共
通
の
現
状
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

○
「
和
歌
」
と
い
う
単
型
詩
の
形
式
で
一
括
り
に
さ
れ
た
授
業
を
小
・
中
・
高
校
で
受
け

て
き
た
た
め
、
古
典
作
品
の
成
立
の
流
れ
や
前
後
関
係
の
有
機
的
な
繫
が
り
が
つ
か
め

て
い
な
い
。

○
「
古
典
文
法
」「
古
文
単
語
」
を
中
心
に
し
て
学
び
、「
品
詞
分
解
」
と
「
口
語
訳
」
が

目
的
化
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
菊
川
恵
三
氏
が
二
〇
〇
九
年
に
以
下
の
よ
う
な
言
を
な
し

て
い
る
の
が
実
に
示
唆
的
で
あ
る
（
注
5
）。

ひ
と
つ
予
想
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
一
部
の
進
学
校
を
除
く
多
く
の
高
校

で
は
、
こ
の
文
法
（
品
詞
分
解
）
と
現
代
語
訳
と
い
う
の
は
、
機
能
し
に
く
く
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
教
育
学
部
学
生
の
文
法
力
は
二
〇
年
前
か
ら
高
い
と

は
言
え
ず
、
し
か
も
漸
減
の
傾
向
に
あ
る
か
ら
だ
。
国
語
の
免
許
を
取
得
し
よ
う
と
す
る

学
生
の
力
が
こ
れ
で
は
、
現
場
は
さ
ぞ
大
変
だ
っ
た
ろ
う
。
…
…
「
文
法
と
現
代
語
訳
」

の
古
い
授
業
を
槍
玉
に
あ
げ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
授
業
が
成
り
立
つ
の
は
少
数
派
に
な
り

つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

和
歌
山
大
学
教
育
学
部
に
二
十
年
に
わ
た
っ
て
勤
務
し
、
教
員
養
成
に
携
わ
っ
て
き
た
菊
川
氏

小 島 明 子
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の
発
言
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
の
鳴
門
教
育
大
学
の
学
生
の
実
態
と
も
ま
さ
し
く
重
な
り
合
う

と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
・
中
学
校
の
古
典
の
授
業
を
実
の
あ
る
か
た
ち
で
展
開
す
る

た
め
に
は
、
ま
ず
は
教
員
を
志
望
す
る
学
生
の
古
典
に
対
す
る
意
識
を
変
化
さ
せ
、
か
つ
古
典

へ
の
理
解
力
を
相
当
に
高
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
当
然
と
も
言
え
る
課

題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
、
鳴
門
教
育
大
学
で
稿
者
が
実
施
し
て
い
る
和
歌
に
関
す
る
授

業
は
、『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
を
学
ぶ
時
間
を
設
け
る
と
い
う
至
極

平
凡
な
、
し
か
し
な
さ
れ
る
こ
と
が
意
外
に
少
な
い
取
り
組
み
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い

て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い

ま
ず
、『
万
葉
集
』
に
つ
い
て
の
授
業
で
は
、
固
有
の
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
古
代
の
日
本

人
が
、
漢
文
を
使
用
す
る
段
階
か
ら
、
万
葉
仮
名
が
成
立
す
る
と
い
う
背
景
を
説
明
す
る
。
ま

た
『
万
葉
集
』
の
成
立
時
期
・
編
者
・
集
め
ら
れ
た
歌
の
範
囲
な
ど
の
基
礎
知
識
に
も
触
れ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
後
、
第
一
に
、『
万
葉
集
』
の
技
巧
と
い
う
テ
ー
マ
を
提
示
す
る
。
主
要
な
も
の
は
、

以
下
の
よ
う
な
「
枕
詞
」（
傍
線
部
）
と
「
序
詞
」（
波
線
部
）
で
あ
る
（
注
6
）。

に
ほ

㋐
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
薫
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り

（
巻
三
・
三
二
八

大
宰
少
弍
小
野
老
朝
臣
）

か
づ
ら

㋑
玉
縵
か
け
ぬ
時
な
く
恋
ふ
れ
ど
も
な
に
し
か
妹
に
逢
ふ
時
も
な
き

（
巻
十
二
・
二
九
九
四

読
み
人
し
ら
ず
）

㋒
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
長
々
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む

（
巻
十
一
・
二
八
〇
二
別
歌

柿
本
人
麻
呂
）

た
だ
し
、
こ
れ
を
中
・
高
校
で
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
枕
詞
・
序
詞
は
そ
れ
自
体

に
意
味
は
な
く
、
下
に
来
る
特
定
の
語
を
導
く
た
め
に
用
い
ら
れ
る
」
と
、
そ
の
機
能
の
み
を

説
明
し
て
し
ま
う
の
は
意
味
が
な
い
。

「
枕
詞
」
に
つ
い
て
は
な
ぜ
「
枕
詞
」
が
成
立
し
た
か
を
説
明
し
た
後
に
、
㋐
歌
の
単
純
か

つ
一
般
的
な
「
枕
詞
」
か
ら
、
㋑
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
回
性
の
比
喩
的
「
枕
詞
」
へ
の
変

化
に
着
目
さ
せ
、
そ
の
上
で
後
者
が
㋒
の
よ
う
な
「
序
詞
」
に
近
づ
い
て
ゆ
く
変
化
を
示
す
。

そ
の
流
れ
か
ら
、「
枕
詞
」「
序
詞
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
決
ま
り
切
っ
た
説
明
で
は
十
分
で

は
な
い
こ
と
を
示
す
。
特
に
後
者
に
関
し
て
は
、
序
詞
【
自
然
・
景
物
】
と
被
序
詞
【
人
間
・

心
情
】
の
働
き
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
故
に
共
感
性
・
感
覚
性
の
高
い
表
現
で
あ
る
こ
と

を
理
解
さ
せ
る
の
が
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
代
表
的
な
「
枕
詞
」「
序
詞
」
を
含
む
和
歌
を
何
首
か
選
び
出
し
て
お
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
語
か
ら
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
学
生
自
身
に

考
え
さ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
学
生
は
語
感
を
磨
く
こ
と

と
な
り
、
そ
れ
が
和
歌
の
鑑
賞
力
を
高
め
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
く
る
。

第
二
に
、『
万
葉
集
』
の
歌
の
種
類
と
い
う
テ
ー
マ
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
つ
目
の
分

類
基
準
が
【
歌
の
形
式
に
よ
る
分
類
】
で
あ
る
。
所
謂
「
短
歌
」（
五
・
七
・
五
・
七
・
七
）

の
他
に
、「
長
歌
」（
五
・
七
・
五
・
七
・
五
・
七
…
…
…
五
・
七
・
七
）
が
あ
る
こ
と
を
知
識

と
し
て
知
る
だ
け
で
な
く
、「
長
歌
」
の
も
つ
情
報
の
多
彩
さ
、
構
成
の
巧
み
さ
に
目
を
向
け

さ
せ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
実
際
に
構
成
を
図
式
化
し
て
み
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、

二
つ
目
の
分
類
基
準
と
し
て【
歌
の
内
容
に
よ
る
分
類
】を
示
す
。
代
表
的
な
も
の
が「
相
聞
」

「
挽
歌
」「
雑
歌
」
で
あ
り
、「
東
歌
」
な
ど
に
も
触
れ
た
い
が
、
特
に
「
相
聞
」「
挽
歌
」
は

以
下
の
よ
う
な
例
歌
を
挙
げ
て
、
そ
の
特
徴
を
学
生
た
ち
自
身
に
考
え
さ
せ
る
時
間
を
設
け

る
。

相
聞

い
も

あ
れ

あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹
待
つ
と
我
立
ち
濡
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に

（
巻
二
・
一
〇
七

大
津
皇
子
）

う
つ
く

恋
ひ
恋
ひ
て
逢
へ
る
時
だ
に
愛
し
き
言
尽
く
し
て
よ
長
く
と
思
は
ば

（
巻
四
・
六
六
一

大
伴
坂
上
郎
女
）

挽
歌

あ
れ

い
ろ
せ

あ

う
つ
そ
み
の
人
な
る
我
や
明
日
よ
り
は
二
上
山
を
弟
と
我
が
見
む

（
巻
二
・
一
六
五

大
伯
皇
女
）

よ
な
ば
り

ゐ
か
ひ

降
る
雪
は
あ
は
に
な
降
り
そ
吉
隠
の
猪
養
の
岡
の
寒
か
ら
ま
く
に

（
巻
二
・
二
〇
三

穂
積
皇
子
）

こ
れ
ら
『
万
葉
集
』
の
歌
は
、
素
朴
で
率
直
で
あ
る
た
め
、
多
少
の
助
言
を
与
え
る
こ
と
で
学

生
が
自
分
自
身
で
鑑
賞
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
自
分
の
力
で
古
典
の
和
歌
を
読
解
し
、

そ
こ
に
共
感
で
あ
れ
、違
和
感
で
あ
れ
、そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
抱
く
と
い
う
主
体
的
な
体
験
は
、

古
典
学
習
の
楽
し
さ
を
実
感
す
る
第
一
歩
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

続
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』
の
授
業
に
移
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
成
立
時
期
・
成
立
の
背
景
・

巻
数
や
歌
数
・
編
者
な
ど
の
知
識
を
提
示
す
る
。
そ
の
上
で
、『
万
葉
集
』
の
際
と
同
様
に
、

ま
ず
技
巧
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
。『
万
葉
集
』
に
顕
著
で
あ
っ
た
「
枕
詞
」「
序
詞
」
の

二
つ
の
技
巧
は
継
続
し
て
あ
る
も
の
の
、
む
し
ろ
新
た
な
特
徴
的
な
技
巧
が
出
現
し
、
多
用
さ

小・中学校における古典の授業展開力の養成
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れ
て
ゆ
く
変
遷
に
目
を
向
け
さ
せ
る
。
そ
の
技
巧
の
一
つ
目
は
「
掛
詞
」（
二
重
傍
線
部
）
で

あ
る
。花

の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に

（
巻
二
・
春
下
・
一
一
三

小
野
小
町
）

ふ
る

降
る

古
る

な
が
め

長
雨

眺
め

こ
の
小
野
小
町
の
歌
で
は
、「
ふ
る
」
が
降
る
【
自
然
・
景
物
】
と
古
る
【
人
間
・
心
情
】
の

「
掛
詞
」
で
あ
り
、「
な
が
め
」
は
長
雨
【
自
然
・
景
物
】
と
眺
め
【
人
間
・
心
情
】
の
「
掛

詞
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、【
自
然
・
景
物
】
と
【
人
間
・
心
情
】
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
わ
ず

か
十
七
文
字
に
凝
縮
せ
ざ
る
を
得
な
い
和
歌
の
表
現
世
界
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
に

目
を
向
け
さ
せ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
、
二
つ
目
の
技
巧
で
あ
る
「
縁
語
」
に
繫
げ
て
い
く
。

唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ

（
巻
九
・
羈
旅
・
四
一
〇

在
原
業
平
）

こ
の
在
原
業
平
歌
の
場
合
、「
掛
詞
」
が
五
箇
所
に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
互
い

に
意
味
的
に
繋
が
り
合
う
「
縁
語
」
と
な
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
掛
詞
」
は
【
自
然
・

景
物
】
と
【
人
間
・
心
情
】
に
分
け
ら
れ
る
が
、「
縁
語
」
は
【
自
然
・
景
物
】
に
主
に
関
わ

っ
て
生
じ
る
こ
と
を
示
し
て
ゆ
く
。
こ
の
段
階
に
至
っ
て
学
生
は
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
持
た
な

い
記
号
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
表
現
技
巧
が
、
人
間
の
心
の
襞
を
表
現
す
る
と
い
う
和
歌
の
本

質
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
三
つ
目
の
技
巧
と
し
て
「
擬
人
法
」、
四
つ
目
の
技
巧
と
し
て
「
見
立
て
」
も

示
し
、
漢
詩
文
の
影
響
も
合
わ
せ
て
学
習
さ
せ
て
ゆ
く
。

擬
人
法

久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
静
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

（
巻
二
・
春
下
・
八
四

紀
友
則
）

見
立
て

あ
さ
ぼ
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉
野
の
里
に
降
れ
る
白
雪

（
巻
六
・
冬
・
三
三
二

坂
上
是
則
）

第
二
に
、『
古
今
和
歌
集
』
の
【
歌
の
内
容
に
よ
る
分
類
】
に
移
り
、
や
は
り
そ
の
特
質
を

推
測
し
や
す
い
以
下
の
よ
う
な
「
相
聞
」「
哀
傷
歌
」
を
取
り
上
げ
て
ゆ
く
。

相
聞

思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
覚
め
ざ
ら
ま
し
を

（
巻
十
二
・
恋
二
・
五
五
二

小
野
小
町
）

哀
傷
歌

み
な
人
は
花
の
衣
に
な
り
ぬ
な
り
苔
の
袂
よ
か
わ
き
だ
に
せ
よ

（
巻
十
六
・
哀
傷
歌
・
八
四
七

僧
正
遍
昭
）

既
に
『
万
葉
集
』
の
歌
で
そ
の
概
要
を
つ
か
ん
で
き
た
学
生
た
ち
は
、
そ
れ
ら
と
比
較
し
な
が

ら
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
の
特
徴
を
読
み
取
る
。
両
者
の
差
異
を
発
見
す
る
こ
と
も
、
き
わ
め

て
容
易
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
稿
者
の
授
業
の
大
ま
か
な
道
筋
で
あ
る
。
実
際
に
授
業
を
行
っ
た
後
に
学
生
た
ち

に
振
り
返
り
を
し
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
一
名
の
学
生
の
文
章
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

歌
集
に
は
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ
や
特
徴
、
個
性
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
時
代
背
景
も
か
ら
ん
で

い
る
と
い
う
理
解
は
自
分
に
と
っ
て
大
き
な
も
の
だ
っ
た
と
感
じ
る
。

教
員
を
志
す
学
生
自
身
が
、
字
面
で
は
な
く
「
腑
に
落
ち
る
」
状
態
で
理
解
で
き
て
い
な
い
こ

と
を
、
小
・
中
学
校
の
教
育
現
場
で
児
童
・
生
徒
に
教
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
小
・

中
学
校
に
お
け
る
古
典
の
授
業
展
開
力
を
考
え
る
場
合
、
教
員
志
望
の
学
生
が
体
感
と
し
て
古

典
の
お
も
し
ろ
さ
を
知
る
、
興
味
を
抱
く
と
い
う
学
習
過
程
を
持
つ
こ
と
こ
そ
が
、
先
決
の
課

題
で
あ
る
こ
と
が
共
有
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二

随
筆
の
学
習
指
導

前
章
で
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
教
員
を
め
ざ
す
学
生
に
提
供
す
る
古
典
の
授
業

で
は
、
次
の
よ
う
な
到
達
目
標
が
求
め
ら
れ
る
と
稿
者
は
考
え
て
い
る
。

①
古
典
文
学
史
の
大
き
な
流
れ
を
理
解
す
る
。

②
一
つ
一
つ
の
古
典
作
品
の
特
質
に
気
づ
き
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
の
一
端
に
触
れ
る
。

③
古
典
文
学
作
品
の
理
解
の
基
盤
と
な
る
社
会
背
景
・
政
治
動
向
・
時
代
思
想
な
ど
に
目

を
向
け
る
。

④
上
述
の
①
〜
③
を
通
じ
て
授
業
実
践
に
必
要
な
基
礎
力
を
身
に
つ
け
る
。

こ
の
中
で
、
①
②
に
つ
い
て
は
前
章
で
も
提
示
し
得
た
が
、
③
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
説
明
を
要

す
る
と
思
わ
れ
、
本
章
で
随
筆
を
例
に
し
て
詳
述
し
た
い
。

小
・
中
学
校
の
教
科
書
で
、
ま
ず
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
随
筆
は
『
枕
草
子
』
で
あ
ろ
う
。
特

小 島 明 子
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に
冒
頭
の
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
定
番
教
材
で
あ
る
。
一
フ
レ
ー
ズ
が
短
く
、
古
典
に
特
有

の
助
動
詞
な
ど
が
少
な
い
読
み
や
す
い
文
体
と
、
四
季
と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
性
が
そ
の
要

因
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
を
音
読
・
暗
誦
し
、
そ
の
魅
力
を
考
え
さ
せ
、
さ
ら
に
は「
自
分
流『
春

は
あ
け
ぼ
の
』」
を
書
か
せ
る
、
と
い
う
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
授
業
案
で
あ
る
（
注
7
）。

た
だ
し
、『
枕
草
子
』
は
こ
う
し
た
段
か
ら
の
み
成
り
立
っ
て
は
い
な
い
こ
と
を
ま
ず
学
生

に
知
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
小
・
中
・
高
校
で
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
が
、『
枕

草
子
』
は
次
の
よ
う
な
三
種
類
の
諸
段
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

○
「
類
聚
章
段
（
も
の
づ
く
し
章
段
）」

「
虫
は
」「
木
の
花
は
」「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」「
う
つ
く
し
き
も
の
」
な
ど

○
「
随
想
章
段
」
…
…
日
常
生
活
や
四
季
の
自
然
を
観
察
し
た
章
段

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
な
ど

○
「
日
記
・
回
想
章
段
」
…
…
中
宮
定
子
周
辺
の
宮
廷
社
会
を
振
り
返
る
章
段

実
は
、「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
よ
う
な
「
随
想
章
段
」
は
『
枕
草
子
』
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

割
合
を
占
め
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、『
枕
草
子
』
の
作
者
で
あ
る
清
少
納
言
の
姿
に
迫
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、「
日
記
・
回
想
章
段
」
で
、
そ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
は
、
本
章
冒
頭
に
挙
げ

た
到
達
目
標
の
③
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
清
少
納
言
が
女
房
と
し
て
仕
え
た
、
一
条
天
皇

の
中
宮
で
あ
る
定
子
（
藤
原
道
隆
女
）
と
そ
の
一
家
・
中
関
白
家
の
さ
ま
を
読
み
取
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
。

清
少
納
言
が
、
定
子
に
初
出
仕
し
た
の
は
正
暦
四
年（
九
九
三
）ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、

こ
の
年
と
す
れ
ば
定
子
は
十
七
歳（
数
え
年
）で
あ
る
。
清
少
納
言
は
、
生
年
に
諸
説
あ
る
が
、

仮
に
夫
と
な
っ
た
橘
則
光
よ
り
一
年
下
と
す
る
な
ら
康
保
三
年
（
九
六
六
）
生
ま
れ
と
な
り
、

初
出
仕
時
に
は
二
十
八
歳
（
数
え
年
）
と
な
る
。
そ
し
て
、
出
仕
後
ほ
ど
な
く
の
記
事
と
さ
れ

る
の
が
、
以
下
に
引
く
、
二
八
〇
段
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
で
あ
る
。

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
、
炭
櫃
に
火
お
こ
し
て
、
物

語
な
ど
し
て
あ
つ
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
に
、「
少
納
言
よ
。
香
炉
峰
の
雪
は
い
か
な
ら
む
」
と

仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、
御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
た
ま
ふ
。

人
々
も
「
さ
る
事
は
知
り
、
歌
に
な
ど
さ
へ
う
た
へ
ど
、
思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
な

ほ
こ
の
宮
の
人
に
は
さ
べ
き
な
め
り
」
と
言
ふ
。

中
宮
定
子
の
問
い
（
傍
線
部
）
に
対
し
て
、
清
少
納
言
は
『
白
氏
文
集
』（
第
十
六
）
の
「
香

炉
峰
ノ

雪
ハ

撥
ゲ
テ

レ

簾
ヲ

看
ル

」
の
一
節
を
口
ず
さ
ん
だ
り
、
和
歌
に
詠
み
込
ん
だ
り
し
て
答
え
る
こ

と
は
せ
ず
、
そ
の
さ
ま
を
行
為
に
よ
っ
て
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
（
波
線
部
）。
人
々

が
賛
美
し
た
の
も
こ
の
一
点
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
機
転
・
機
知
と
解
説
さ
れ
る
が
、
漢
詩
文
を

知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
の
は
当
た
り
前
、
そ
れ
を
い
か
に
血
肉
と
し
、
場
に
ふ
さ
わ
し
く
示

す
こ
と
が
で
き
る
か
が
重
要
で
あ
る
、
と
ま
ず
は
学
生
に
読
ま
せ
る
。

そ
の
上
で
、
同
様
の
主
旨
の
段
が
『
枕
草
子
』
中
に
い
く
つ
も
あ
る
も
の
を
補
足
す
る
と
よ

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
例
が
、
二
一
段
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
で
、
中
宮
定
子
は
女
房

た
ち
に
白
い
色
紙
を
差
し
出
し
、「
こ
れ
に
た
だ
い
ま
お
ぼ
え
む
古
き
こ
と
一
つ
づ
つ
書
け
」

と
、
言
う
な
れ
ば
「
テ
ス
ト
」
を
試
み
る
場
面
を
描
く
。
上
﨟
女
房
が
春
の
歌
や
花
の
歌
を
書

く
中
で
、
清
少
納
言
は
『
古
今
和
歌
集
』（
春
上
）
に
採
歌
さ
れ
た
藤
原
良
房
（
文
徳
天
皇
皇

后
・
明
子
の
父
）
の
歌
「
年
経
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ

も
な
し
」
を
「
君
を
し
見
れ
ば
」
と
改
め
て
書
い
て
、
中
宮
の
お
褒
め
に
与
っ
た
と
い
う
段
で

あ
る
。

高
校
時
代
に
二
八
〇
段
・
二
一
段
な
ど
を
読
ん
で
、『
枕
草
子
』
は
こ
う
し
た
類
い
の
清
少

納
言
の
自
慢
話
ば
か
り
で
、
嫌
に
な
っ
た
と
言
う
学
生
も
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
う
で

は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
。
当
た
り
前
の
対
応
を
超
越
し
た
立
ち
居
振
る
舞
い
、
求
め
ら

れ
る
も
の
を
的
確
に
察
知
し
、
か
つ
動
く
こ
と
の
で
き
る
機
敏
さ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
支
え
る

文
学
的
知
識
、
こ
れ
ら
を
重
要
視
し
た
の
は
中
宮
定
子
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
、
釈
迦
な
ら
ぬ

中
宮
定
子
の
掌
の
上
で
転
が
さ
れ
る
孫
悟
空
的
存
在
と
し
て
『
枕
草
子
』
に
は
描
か
れ
る
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
中
宮
定
子
の
そ
う
し
た
美
質
は
、
お
そ
ら
く
父
・
藤
原
道
隆
の
血
を
色
濃

く
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
二
六
〇
段
「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
の

ほ
ど
に
、
法
興
院
の
」
は
、
道
隆
が
女
房
た
ち
を
相
手
に
次
の
よ
う
な
冗
談
を
言
う
さ
ま
を
書

き
留
め
る
。

「（
中
宮
様
は
…
稿
者
注
）
い
か
に
い
や
し
く
物
を
惜
し
み
せ
さ
せ
給
ふ
宮
と
て
、
わ
れ

ぞ

は
宮
の
生
ま
れ
さ
せ
給
ひ
し
よ
り
い
み
じ
う
つ
か
う
ま
つ
れ
ど
、
ま
だ
お
ろ
し
の
御
衣
一

ご
と

つ
給
は
ら
ず
。
な
に
か
、
し
り
う
言
に
は
聞
え
む
」

中
宮
の
位
に
登
り
つ
め
た
我
が
娘
を
「
お
と
し
め
ネ
タ
」
に
し
て
冗
談
を
言
う
こ
と
の
で
き
る

関
白
道
隆
の
屈
託
の
な
さ
が
そ
こ
に
は
あ
る
が
、
そ
の
実
、
中
宮
に
仕
え
る
女
房
た
ち
の
一
斉

の
笑
い
を
誘
い
、
和
気
藹
々
と
し
た
場
を
作
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
配
慮
も
見
え
隠
れ
す
る
。
定

子
の
、
ひ
い
て
は
定
子
サ
ロ
ン
の
機
知
・
機
転
、
あ
る
い
は
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
重
視
と
い
う
姿

勢
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
の
道
隆
に
由
来
し
て
い
よ
う
。

小・中学校における古典の授業展開力の養成
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そ
し
て
こ
こ
ま
で
の
「
日
記
・
回
想
章
段
」
を
学
生
た
ち
に
理
解
さ
せ
れ
ば
、「
春
は
あ
け

ぼ
の
」
の
段
が
、
所
謂
「
平
安
時
代
の
美
意
識
の
象
徴
」
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
自

ず
と
考
え
が
至
る
は
ず
で
あ
る
。
春
な
ら
桜
、
夏
な
ら
あ
や
め
・
ほ
と
と
ぎ
す
、
秋
な
ら
紅
葉

が
一
切
語
ら
れ
な
い
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
真
価
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
学
生
た
ち
が
教

員
と
な
っ
て
小
・
中
学
校
で
「
自
分
流
『
春
は
あ
け
ぼ
の
』」
を
児
童
・
生
徒
に
書
か
せ
る
際

の
指
導
も
自
ず
か
ら
異
な
っ
て
く
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

ま
た
、「
日
記
・
回
想
章
段
」
を
学
ぶ
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
中
関
白
家
の
衰
退
と

い
う
歴
史
的
事
実
と
、『
枕
草
子
』
の
叙
述
に
不
可
分
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

あ
ま
り
意
識
せ
ず
『
枕
草
子
』
を
読
む
と
、
中
宮
定
子
の
華
や
か
で
繁
栄
し
た
宮
中
生
活
だ

け
が
読
後
感
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
定
子
の
周
辺
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
の

関
白
道
隆
の
病
死
を
も
っ
て
、
急
速
に
暗
転
し
て
い
た
。
翌
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
一
月
、
定

子
の
兄
弟
で
あ
る
伊
周
・
隆
家
の
従
者
が
花
山
院
に
矢
を
射
か
け
、
同
年
四
月
、
二
人
の
配
流

が
決
定
す
る
。
そ
の
翌
月
に
は
定
子
は
落
飾
す
る
の
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
清
少
納

言
の
初
出
仕
を
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
と
見
れ
ば
、
清
少
納
言
が
中
関
白
家
の
光
輝
の
恩
沢
に

浴
し
た
月
日
は
ご
く
短
い
。

た
だ
し
、
清
少
納
言
は
関
白
道
隆
の
死
を
ご
く
あ
っ
さ
り
と
記
す
の
み
で
あ
る
。
一
三
七
段

「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」
の
冒
頭
が
そ
れ
で
、「
殿
（
道
隆
…
稿
者
注
）
な
ど
の
お
は

し
ま
さ
で
後
、
世
の
中
に
事
出
で
来
、
さ
わ
が
し
く
な
り
て
」
と
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
は
風

雅
な
中
宮
定
子
の
住
ま
い
、
里
居
の
清
少
納
言
に
対
す
る
中
宮
の
気
遣
い
に
話
題
が
移
っ
て
ゆ

く
。
ま
た
、
伊
周
・
隆
家
兄
弟
の
一
件
に
も
、
中
宮
定
子
の
落
飾
に
も
『
枕
草
子
』
は
ま
っ
た

く
言
及
し
て
い
な
い
。
代
わ
り
に
、
二
五
九
段
「
御
前
に
て
人
々
と
も
、
ま
た
物
仰
せ
ら
る
る

つ
い
で
な
ど
に
も
」、
一
三
〇
段
「
頭
の
弁
の
、
職
に
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
」、
一
三
一
段
「
五
月

ば
か
り
、
月
も
な
う
い
と
暗
き
に
」、
一
〇
二
段
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き

て
」
な
ど
職
御
曹
司
や
今
内
裏
を
舞
台
と
す
る
中
宮
定
子
の
サ
ロ
ン
の
さ
ま
が
描
か
れ
、
清
少

納
言
が
得
意
の
機
転
を
披
露
す
る
段
が
点
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
は
、
学
生
た
ち
に
『
枕
草
子
』
の
内
部
か
ら
情
報
を
汲
み
取
ら
せ
る
の
み
で
は

不
十
分
で
、
外
部
か
ら
情
報
を
補
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
一
月
に
は
、

十
二
歳
の
道
長
女
・
彰
子
が
、
女
御
と
し
て
一
条
天
皇
に
入
内
し
、
そ
の
傍
ら
で
は
中
宮
定
子

が
敦
康
親
王
を
産
ん
で
い
る
。
翌
長
保
二
年
（
一
○
○
○
）
二
月
に
、
今
や
最
高
権
力
者
と
な

っ
た
道
長
の
強
引
な
策
謀
で
、中
宮
定
子
は
皇
后
に
転
上
、一
方
、女
御
彰
子
は
中
宮
と
な
り
、

一
帝
二
后
並
立
状
態
が
出
現
す
る
。
そ
し
て
同
年
十
二
月
、
皇
后
定
子
は

子
内
親
王
を
出
産

し
、
二
十
四
歳
で
そ
の
生
涯
を
終
え
る
。

『
枕
草
子
』
は
、
如
上
の
一
連
の
動
き
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
何
の
記
載
も
残
さ
な
い
。
鎌

倉
時
代
初
期
に
書
か
れ
た
評
論
の
書
『
無
名
草
子
』
は
、
こ
う
し
た
清
少
納
言
の
姿
勢
に
対
し

秀
逸
な
評
を
残
し
て
い
る
。

宮（
定
子
…
稿
者
注
）の
、
め
で
た
く
、
盛
り
に
、
時
め
か
せ
た
ま
ひ
し
こ
と
ば
か
り
を
、

身
の
毛
も
立
つ
ば
か
り
書
き
出
で
て
、
関
白
殿
（
道
隆
…
稿
者
注
）
失
せ
さ
せ
た
ま
ひ
、

う
ち
の
お
と
ど

内
大
臣
（
伊
周
…
稿
者
注
）
流
さ
れ
た
ま
ひ
し
な
ど
せ
し
ほ
ど
の
衰
へ
を
ば
、
か
け
て
も

言
ひ
出
で
ぬ
ほ
ど
の
い
み
じ
き
心
ば
せ
な
り
け
む
人
の
…
…

つ
ま
り
、
清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』
に
敢
え
て
中
関
白
家
の
繁
栄
や
中
宮
定
子
の
素
晴
ら
し
さ

だ
け
を
記
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
衰
退
の
様
子
は
意
識
的
に
描
か
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ

て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
心
根
を
『
無
名
草
子
』
は
賛
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
を
描
き
、
何
を
描
か
な
い
か
、
こ
れ
は
文
学
作
品
で
は
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

本
章
冒
頭
に
挙
げ
た
③
に
戻
る
が
、「
古
典
文
学
作
品
の
理
解
の
基
盤
と
な
る
社
会
背
景
・
政

治
動
向
・
時
代
思
想
な
ど
に
目
を
向
け
る
」
こ
と
は
、
そ
の
問
題
を
解
明
す
る
キ
ー
を
提
示
し

て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

小
・
中
学
校
で
は
『
枕
草
子
』
は
冒
頭「
春
は
あ
け
ぼ
の
」を
は
じ
め
と
す
る「
随
想
章
段
」、

お
よ
び
「
類
聚
章
段
」（「
も
の
づ
く
し
章
段
」）
の
ご
く
ご
く
一
部
の
み
が
教
材
と
な
る
。
し

か
し
、
そ
れ
の
み
し
か
読
ん
で
い
な
い
教
員
、
す
な
わ
ち
小
・
中
学
生
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
留
ま

る
教
員
で
は
、
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
・
豊
か
さ
を
児
童
・
生
徒
に
伝
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
作
者
は
ど
の
よ
う
な
人
間
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
時
代
に
生
き
た
の
か
、

何
を
重
視
し
、
何
の
た
め
に
作
品
を
書
い
た
の
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
抱
く
機
会
が
、
何
よ
り

教
員
を
め
ざ
す
学
生
自
身
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
疑
問
に
対
し
、
自
ら
頭
を
ひ
ね
り
、

考
え
あ
ぐ
ね
た
体
験
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
て
こ
そ
、
小
・
中
学
校
の
教
育
現
場
に
お
い
て
生
き

た
授
業
が
展
開
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

三

物
語
の
学
習
指
導

高
等
学
校
に
お
い
て
、
古
典
の
物
語
と
し
て
は
、
歌
物
語
の
『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』、

古
典
を
代
表
す
る
長
編
の
作
り
物
語『
源
氏
物
語
』、
歴
史
物
語
の『
大
鏡
』、
軍
記
物
語
の『
平

家
物
語
』
な
ど
が
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
に
定
番
の
箇
所
が
あ
り
、

小 島 明 子
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求
婚
者

課
さ
れ
た
品

結

末

語
源
説
話

注
目
点

石
作
の
皇
子

天
竺
に
あ
る

仏
の
御
石
の
鉢

大
和
国
の
山
寺
の
賓
頭
盧
の

前
の
鉢
で
代
用

は
ち
を
捨
つ

く
ら
も
ち
の

皇
子

蓬
莱
山
の
玉
の

枝

作
物
所
の
工
匠
に
作
ら
せ
る

た
ま
さ
か
に

右
大
臣

安
倍
御
主
人

火
鼠
の
皮
衣

唐
土
の
交
易
船
の
主（
王
慶
）

に
購
入
を
依
頼

あ
へ
な
し

大
納
言

大
伴
御
行

龍
の
頸
の

五
色
の
玉

家
来
を
派
遣

失
敗

←

自
ら
筑
紫
の
方
の
海
に
漕
ぎ

出
す

目
に
李
の
よ
う
な
二
つ

の
腫
れ
物

←
た
へ
か
た

中
納
言

石
上
麻
呂
足

燕
の子

安
貝

家
来
を
遣
わ
す

失
敗

←

自
ら
籠
に
乗
り
、
大
炊
寮
の

屋
根
に
上
が
る

墜
落
、
腰
が
折
れ
る

←
か
ひ
あ
り
・
な
し

そ
の
授
業
案
の
提
案
も
相
当
な
累
積
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
一
章
段
、
あ
る
い
は
抜
粋
さ

れ
た
短
い
一
節
を
読
む
こ
と
が
常
で
あ
り
、
鳴
門
教
育
大
学
に
進
学
し
て
く
る
学
生
た
ち
も
、

物
語
全
体
の
話
の
流
れ
や
構
成
の
中
に
、
自
分
が
現
在
読
ん
で
い
る
短
い
箇
所
が
ど
う
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
か
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
当
初
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。

物
語
を
読
む
こ
と
は
、
古
く
『
更
級
日
記
』
の
作
者
・
菅
原
孝
標
女
が
記
す
よ
う
に
本
来
、

こ
の
先
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
期
待
に
胸
を
と
き
め
か
す
こ
と
が
最
大
の
喜
び
の
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
員
を
め
ざ
す
学
生
た
ち
に
長
編
の
古
典
の
物
語
を
読
む
よ
う
に
求
め

て
も
、時
間
的
な
制
約
・
古
文
の
読
解
力
の
不
足
か
ら
、そ
れ
は
難
し
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
古
典
作
品
で
短
い
も
の
を
選
び
、
で
き
れ
ば
全
文
、
無
理
な
場
合
は
可
能
な
限
り
全

文
に
目
配
り
を
し
た
か
た
ち
で
読
ま
せ
る
こ
と
で
、
古
典
へ
の
認
識
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
も
必

要
と
な
っ
て
く
る
と
稿
者
は
考
え
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、『
竹
取
物
語
』
の
授
業
を
例
に
挙
げ
た
い
（
注
8
）。

そ
の
作
者
・
成
立
年
代
は

明
ら
か
で
は
な
い
の
で
簡
単
に
触
れ
る
の
み
と
し
て
、『
竹
取
物
語
』
の
概
要
を
次
の
よ
う
に

分
解
し
て
見
せ
る
こ
と
が
手
は
じ
め
と
な
る
。

⑴
か
ぐ
や
姫
の
生
い
立
ち
…
…
…
仮
生
説
話
（
譚
）
・
致
福
説
話
（
譚
）

⑵
貴
公
子
た
ち
の
求
婚
…
…
…
…
求
婚
難
題
説
話
（
譚
）
の
序

⑶
石
作
の
皇
子

⑷
く
ら
も
ち
の
皇
子

���������

⑸
右
大
臣
安
倍
御
主
人

求
婚
難
題
説
話
（
譚
）

⑹
大
納
言
大
伴
御
行

⑺
中
納
言
石
上
麻
呂
足

⑻
帝
の
求
婚
…
…
…
…
…
…
…
…
求
婚
説
話
（
譚
）

⑼
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
…
…
…
…
…
昇
天
説
話
（
譚
）

⑽
富
士
の
煙
…
…
…
…
…
…
…
…
地
名
起
源
説
話
（
譚
）

こ
う
し
て
『
竹
取
物
語
』
が
、
部
分
部
分
の
話
型
（
譚
）
の
累
積
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
を
見
て

取
ら
せ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、『
竹
取
物
語
』
全
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
全
体
の
ど

こ
に
今
自
分
が
読
ん
で
い
る
箇
所
が
あ
る
の
か
が
可
視
化
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
話
型
は
、
物

語
を
読
み
解
く
際
に
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
る
一
つ
の
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と

で
、
学
生
た
ち
が
他
の
物
語
に
関
心
を
持
つ
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

次
に
は
、『
竹
取
物
語
』
の
前
半
部
の
大
半
を
占
め
る
求
婚
難
題
説
話
（
譚
）
に
移
り
、
そ

れ
を
分
析
さ
せ
て
み
る
。
以
下
の
よ
う
な
表
に
ま
と
め
さ
せ
る
の
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

求
婚
難
題
説
話
（
譚
）
の
中
に
、
語
源
説
話
（
譚
）
が
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
も
わ
か
る
部

分
で
、
本
来
、
日
本
語
表
記
は
清
濁
を
持
た
な
い
こ
と
が
、
こ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
要
因
で
あ

る
こ
と
に
も
気
づ
か
せ
た
い
。
さ
ら
に
は
、
五
人
の
求
婚
者
た
ち
の
属
性
や
難
題
へ
の
対
応
の

仕
方
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
人
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
こ
と
に
目
を
向

け
さ
せ
る
。
そ
の
上
で
、
か
ぐ
や
姫
が
五
人
の
貴
公
子
に
難
題
を
求
め
る
、
以
下
の
箇
所
を
読

み
た
い
。

（
か
ぐ
や
姫
は
…
稿
者
注
）
石
作
の
皇
子
に
は
、「
仏
の
御
石
の
鉢
と
い
ふ
物
あ
り
。
そ

れ
を
取
り
て
賜
へ
」
と
い
ふ
。
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
は
、「
東
の
海
に
蓬
莱
と
い
ふ
山
あ

し
ろ
が
ね

こ
が
ね

る
な
り
。
そ
れ
に
銀
を
根
と
し
、
金
を
茎
と
し
、
白
き
玉
を
実
と
し
て
立
て
る
木
あ
り
。

そ
れ
一
枝
折
り
て
賜
は
ら
ん
」
と
言
ふ
。
い
ま
一
人
に
は
、「
唐
土
に
あ
る
、
火
鼠
の
皮

衣
を
賜
へ
」
大
伴
の
大
納
言
に
は
、「
龍
の
頸
に
五
色
に
光
る
玉
あ
り
。
そ
れ
を
取
り
て

つ
ば
く
ら
め

賜
へ
」
石
上
の
中
納
言
に
は
、「
燕
の
持
た
る
子
安
の
貝
取
り
て
賜
へ
」
と
い
ふ
。

小・中学校における古典の授業展開力の養成
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こ
こ
で
も
、
難
題
を
求
め
る
場
面
で
の
言
葉
の
使
い
方
が
、
前
の
三
人
と
、
後
の
二
人
で
は
微

細
な
が
ら
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
先
に
見
た
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
重
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
を
読
み
取
ら
せ
る
。
こ
の
箇
所
の
ま
と
め
と
し
て
は
、『
竹
取
物
語
』
に
、
こ
の

求
婚
難
題
説
話
（
譚
）
が
盛
り
込
ま
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
必
要
と
な
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
十
分
に
読
み
取
り
が
で
き
る
と
、
五
人
の
貴
公
子
の
求
婚
難
題
説
話
（
譚
）
と
そ

の
後
に
続
く
帝
の
求
婚
説
話
（
譚
）
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
学
生
た
ち
に
も
そ
う
難
し
い
こ
と

で
は
な
く
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
箇
所
は
、
帝
の
性
質
を
汲
み
取
る
場
合
に
は
格
好

の
箇
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
帝
は
…
稿
者
注
）
つ
ね
に
仕
う
ま
つ
る
人
を
見
た
ま
ふ
に
、
か
ぐ
や
姫
の
か
た
は
ら
に

寄
る
べ
く
だ
に
あ
ら
ざ
り
け
り
。
…
…
か
ぐ
や
姫
の
み
御
心
に
か
か
り
て
、
た
だ
独
り
住

み
し
た
ま
ふ
。
よ
し
な
く
御
方
々
に
も
渡
り
た
ま
は
ず
、
か
ぐ
や
姫
の
御
も
と
に
ぞ
、
御

文
を
書
き
て
か
よ
は
さ
せ
た
ま
ふ
。
御
返
り
、
さ
す
が
に
憎
か
ら
ず
聞
こ
え
か
は
し
た
ま

ひ
て
、
お
も
し
ろ
く
、
木
草
に
つ
け
て
も
御
歌
を
よ
み
て
つ
か
は
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
学
生
に
考
え
て
も
ら
う
課
題
と
し
て
は
、
帝
と
か
ぐ
や
姫
は
ど
の
よ
う
な
関
係

か
、
と
い
う
点
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
同
時
に
、
そ
う
し
た
関
係
は
、
な
ぜ
生
じ
得
た
の
か
と

い
う
点
に
も
目
を
向
け
さ
せ
、
読
み
の
深
化
を
図
る
。

そ
の
後
は
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
部
分
に
移
る
が
、
こ
こ
で
は
以
下
数
箇
所
の
重
要
な
読
み

ど
こ
ろ
に
触
れ
る
の
が
不
可
欠
で
あ
る
。

○
（
天
人
の
王
は
…
稿
者
注
）「
か
ぐ
や
姫
は
罪
を
つ
く
り
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、
か
く
賤

し
き
お
の
れ
が
も
と
に
、
し
ば
し
お
は
し
つ
る
な
り
。
…
…
」
と
い
ふ
。

○
一
人
の
天
人
い
ふ
、「
壺
な
る
御
薬
た
て
ま
つ
れ
。
穢
き
所
の
も
の
、
き
こ
し
め
し
た

れ
ば
、
御
心
地
悪
し
か
ら
む
物
ぞ
」
と
て
、
持
て
寄
り
た
れ
ば
…
…

○
（
天
人
が
か
ぐ
や
姫
に
…
稿
者
注
）
天
の
羽
衣
う
ち
着
せ
た
て
ま
つ
れ
ば
、
翁
を
、
い

き
ぬ

と
ほ
し
く
、
か
な
し
と
思
し
つ
る
こ
と
も
失
せ
ぬ
。
こ
の
衣
着
つ
る
人
は
、
物
思
ひ
な

く
な
り
に
け
れ
ば
、
車
に
乗
り
て
、
百
人
ば
か
り
天
人
具
し
て
、
の
ぼ
り
ぬ
。

こ
れ
ら
か
ら
、
描
か
れ
る
此
界
（
人
間
界
）
と
異
界
（
月
の
世
界
）
の
非
対
称
性
に
気
づ
く
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が
ど
の
よ
う
な
価
値
観
の
も
と
に
成
っ
て
い
る
か
を
考
え
る
こ

と
は
、
物
語
を
読
み
解
く
力
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
学
ん
だ
後
に
、
絵
本
な
ど
に
書
き
換
え
ら
れ
た
「
か
ぐ
や
姫
」
の
お
話
と
、
古
典

の
『
竹
取
物
語
』
の
比
較
を
さ
せ
る
。
双
方
の
相
違
点
は
何
か
、
と
い
う
課
題
が
ま
ず
浮
上
す

る
が
、
既
に
見
て
き
た
箇
所
は
も
と
よ
り
、『
竹
取
物
語
』
掉
尾
に
は
、
帝
が
不
死
の
薬
を
富

士
山
で
焼
か
せ
る
と
い
う
「
か
ぐ
や
姫
」
の
お
話
に
は
一
般
的
に
は
な
い
部
分
が
置
か
れ
る
こ

と
も
大
き
な
相
異
点
で
あ
る
。
比
較
の
対
象
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
学
習
に
お
い
て
大
き
な
意

味
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
の
『
竹
取
物
語
』
の
主
題
、

あ
る
い
は
『
竹
取
物
語
』
が
「
か
ぐ
や
姫
」
の
お
話
を
凌
駕
し
て
い
る
点
を
、
学
生
た
ち
は
自

分
自
身
の
力
で
見
つ
け
出
す
こ
と
が
容
易
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
古
典
文
学
全
般
を
見
回
す
と
、
全
文
を
読
む
こ
と
が
苦
に
な
ら
ず
、
か
つ

古
典
の
物
語
の
お
も
し
ろ
さ
に
開
眼
し
や
す
い
も
の
が
ま
だ
見
出
せ
る
。
例
え
ば
、
教
科
書
に

は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
が
、『
御
伽
草
子
』
に
は
そ
う
し
た
学

び
に
ふ
さ
わ
し
い
話
が
い
く
つ
か
あ
る
。

ち
な
み
に
『
御
伽
草
子
』
は
、
広
義
で
は
室
町
時
代
か
ら
江
戸
初
期
に
作
ら
れ
た
物
語
草
子

の
総
称
で
あ
り
、
狭
義
で
は
享
保
年
間
に
、
大
坂
心
斎
橋
の
書
肆
・
渋
川
清
右
衛
門
が
刊
行
し

た
物
語
草
子
二
十
三
編
を
『
御
伽
文
庫
』
ま
た
は
『
御
伽
草
子
（
草
紙
）』
と
名
づ
け
た
こ
と

に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
御
伽
草
子
（
注
9
）』

に
所
収
さ
れ
た
「
浦
島

太
郎
（
注
10
）」「

一
寸
法
師

（
注
11
）」

は
同
書
で
と
も
に
八
頁
ず
つ
で
短
く
取
り
扱
い
や
す
い
。「
鉢
か
づ
き
」

に
な
る
と
十
八
頁
、「
物
く
さ
太
郎
」
に
な
る
と
二
十
一
頁
と
な
り
、
か
な
り
の
分
量
と
な
っ

て
し
ま
う
難
が
あ
る
。

こ
の
『
御
伽
草
子
』
に
つ
い
て
は
、
演
習
の
時
間
に
、
学
生
た
ち
に
以
下
の
よ
う
な
課
題
を

出
し
、
発
表
し
て
も
ら
う
こ
と
も
大
学
の
授
業
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

㊀
担
当
の
古
典
作
品
が
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
て
い
る
絵
本
を
紹
介

㊁
担
当
の
古
典
作
品
と
絵
本
と
の
比
較
（
享
受
と
変
遷
の
相
の
検
討
・
そ
の
一
）

㊂
上
記
㊁
を
理
解
す
る
た
め
、
時
代
的
な
背
景
を
中
心
と
す
る
調
査

㊃
先
行
の
文
学
作
品
と
の
比
較
（
享
受
と
変
遷
の
相
の
検
討
・
そ
の
二
）

㊄
担
当
の
古
典
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
精
神
的
背
景
を
考
察

こ
の
学
び
は
、
小
学
校
の
「
学
習
指
導
要
領
」
の
第
一
・
二
学
年
の
（
ア
）「
昔
話
や
神
話
・

伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
発
表
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
」、
あ
る

い
は
中
学
校
の
第
二
学
年
の
（
イ
）「
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
、
登
場

人
物
や
作
者
の
思
い
な
ど
を
想
像
す
る
こ
と
」、
第
三
学
年
（
ア
）「
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意

し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
」
に
沿
っ
た
授
業
に
関
わ
る
も
の
と
言
え
る
。

小
・
中
学
校
の
教
育
現
場
で
、
こ
う
し
た
授
業
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
礎
的
な
能
力
の

育
成
は
、
や
は
り
教
員
を
志
望
す
る
学
生
本
人
の
学
び
を
充
実
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
し

か
得
ら
れ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

小 島 明 子
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お
わ
り
に

教
育
学
部
や
教
育
大
学
に
進
学
し
、
小
・
中
学
校
の
教
員
を
め
ざ
す
学
生
た
ち
の
か
な
り
の

割
合
の
者
が
、古
典
へ
の
関
心
・
興
味
が
希
薄
で
、か
つ
実
際
の
読
解
力
に
も
乏
し
い
こ
と
は
、

残
念
な
が
ら
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
大
学
で
の
学
び
は
、
特
に
高
等
学
校
の
古
典
の
授

業
で
の
「
古
典
文
法
」
学
習
・
「
古
文
単
語
」
学
習
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
一
度
捨
て
去
る
こ
と

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
学
校
の
児
童
と
同
じ
新
鮮
な
視
線
で
古
典
教
材
に

向
か
い
合
い
、
音
読
・
暗
唱
な
ど
を
通
じ
て
音
声
的
な
心
地
よ
さ
を
体
感
す
る
こ
と
も
必
要
と

な
ろ
う
。

そ
の
次
の
段
階
が
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
古
典
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
発
見
し
、

共
感
・
違
和
感
、
あ
る
い
は
疑
問
を
抱
き
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
取
り
組
み

で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
過
程
で
な
ぜ
遠
く
離
れ
た
時
代
の
古
典
を
わ
ざ
わ
ざ
学
ぶ
必
要
が
あ
る

の
か
と
い
う
思
い
が
湧
い
て
出
て
く
る
と
す
れ
ば
、
古
典
に
真
剣
に
向
か
い
合
っ
て
い
る
と
い

う
何
よ
り
の
証
拠
と
な
ろ
う
。
で
は
、
古
典
を
学
ぶ
意
味
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。

言
語
的
な
側
面
は
さ
て
お
く
こ
と
と
し
て
、
主
と
し
て
文
化
的
な
側
面
か
ら
考
え
る
と
、
第

一
の
視
点
と
し
て
は
、
古
典
と
現
代
の
「
連
続
性
」
・
古
典
の
「
普
遍
性
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

古
典
に
描
か
れ
た
人
間
や
社
会
の
姿
は
、
ま
さ
し
く
現
代
に
脈
々
と
連
な
る
も
の
で
、
現
代
の

文
化
の
基
盤
を
な
す
も
の
と
言
え
る
。
古
典
を
学
ぶ
こ
と
は
、
私
た
ち
の
祖
先
が
積
み
重
ね
て

き
た
文
化
の
継
承
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
に
立
っ
て
こ
そ
、
現
代
の
人
間
や
社
会
へ
の

理
解
が
一
層
深
ま
る
の
で
あ
る
。

ま
た
第
二
は
、
第
一
と
は
対
照
的
に
、
古
典
の
「
異
質
性
」「
特
殊
性
」
と
い
う
点
へ
の
着

目
で
あ
る
。
古
典
の
学
習
は
、
一
種
の
異
文
化
体
験
あ
る
い
は
異
文
化
享
受
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
異
文
化
の
体
験
・
享
受
は
、
空
間
を
隔
て
た
海
外
の
文

化
に
接
す
る
場
合
の
み
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、
時
間
を
隔
て
た
自
国
の
文
化
に
触
れ
る

場
合
で
も
ま
っ
た
く
同
様
な
の
で
あ
る
。
古
典
に
よ
っ
て
、
現
代
の
文
化
・
社
会
を
相
対
化
し

て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
こ
を
出
発
点
に
新
し
い
思
考
も
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。

学
生
た
ち
が
、
教
員
を
め
ざ
す
か
ら
に
は
、
板
書
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
・
発
問
な
ど
の
教
育
技

術
を
取
得
す
る
こ
と
は
確
か
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
基
盤
に
、
古
典
の
作
品
と
そ

の
背
景
へ
の
広
い
知
識
、
豊
か
な
解
釈
力
、
そ
し
て
そ
れ
を
的
確
に
説
明
で
き
る
能
力
が
あ
っ

て
こ
そ
、
小
学
生
・
中
学
生
の
学
び
の
各
段
階
に
必
要
な
も
の
を
取
捨
選
択
し
て
指
導
を
な
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
如
上
の
力
の
養
成
に
は
、
要
素
を
吟
味
し
、
精
選
し
た
授
業
科
目

の
提
供
・
教
育
方
法
の
確
立
が
、
教
育
学
部
や
教
育
大
学
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
後
、

こ
う
し
た
課
題
に
教
科
教
育
の
研
究
者
と
教
科
専
門
の
研
究
者
、
双
方
の
連
携
が
一
層
求
め
ら

れ
る
こ
と
と
考
え
て
い
る
。

注

（
1
）『
月
刊
国
語
教
育
』（
二
六
巻
八
号
、
二
〇
〇
六
年
十
月
）
に
「
特
集
生
徒
を
と
ら
え
る

古
典
の
授
業
」、『
教
育
科
学
国
語
教
育
』（
七
三
三
号
、
二
〇
一
一
年
二
月
）
に
「
特

集
古
典
で
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
国
語
学
力
」
が
組
ま
れ
、
多
く
の
実
践
報
告
が
な
さ
れ

る
も
の
を
代
表
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
、
竹
村
信
治
「
何
を
読
む
の
か
―
教
科
書

の
中
の
古
典
「
文
学
」
―
」（『
日
本
文
学
』
六
三
巻
一
号
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
二
〜

一
七
頁
）
は
殊
に
示
唆
的
な
論
考
で
あ
る
。

（
2
）
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）
三
月
告
示
の
「
学
習
指
導
要
領
」
の
当
該
箇
所
を
以
下

に
挙
げ
て
お
く
。
傍
線
を
稿
者
が
私
に
付
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
小
・
中
学
校
の
す
べ

て
の
学
年
に
「
親
し
む
」
の
文
言
が
入
っ
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。

小
学
校

【
第
一
・
二
学
年
】

（
ア
）
昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
な
ど
し
て
、
我
が
国
の
伝
統

的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
こ
と
。

【
第
三
・
四
学
年
】

（
ア
）
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
を
音
読
し
た
り
暗
誦
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
、

言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
に
親
し
む
こ
と
。

（
イ
）長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、

使
う
こ
と
。

【
第
五
・
六
学
年
】

（
ア
）
親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
を
音
読
す
る
な
ど

し
て
、
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
に
親
し
む
こ
と
。

（
イ
）
古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読
ん
だ
り
作
品
の
内
容
の
大
体
を
知
っ
た
り

小・中学校における古典の授業展開力の養成
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す
る
こ
と
を
通
し
て
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
。

中
学
校

【
第
一
学
年
】

（
ア
）
音
読
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り
、
古
文
や
漢
文
を
音
読

し
、
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
通
し
て
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。

（
イ
）
古
典
に
は
様
々
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
。

【
第
二
学
年
】

（
ア
）
作
品
の
特
徴
を
生
か
し
て
朗
読
す
る
な
ど
し
て
、古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。

（
イ
）
現
代
語
訳
や
語
注
な
ど
を
手
掛
か
り
に
作
品
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
古
典
に

表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と
。

【
第
三
学
年
】

（
ア
）
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
世
界
に
親

し
む
こ
と
。

（
イ
）
長
く
親
し
ま
れ
て
い
る
言
葉
や
古
典
の
一
節
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
使
う
こ

と
。

（
3
）
国
立
教
育
政
策
研
究
所
に
よ
る
「
平
成
十
七
年
度
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
」
に
お
い

て
、「
古
文
は
好
き
だ
」「
漢
文
は
好
き
だ
」
と
い
う
項
目
に
「
そ
う
は
思
わ
な
い
」
ま

た
は
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
は
思
わ
な
い
」
と
い
う
否
定
的
な
回
答
を
し
た
生
徒

（
高
校
三
年
生
）
の
割
合
が
、
古
文
七
二
・
六
％
、
漢
文
七
一
・
二
％
で
あ
っ
た
と
い

う
結
果
は
、
あ
ま
り
に
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
鳴
門
教
育
大
学

に
入
学
し
て
く
る
学
生
た
ち
の
傾
向
と
大
き
く
は
相
違
し
な
い
状
況
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

（
4
）
近
年
の
『
万
葉
集
』
に
関
す
る
授
業
提
案
と
し
て
は
、
森
顕
子
「
小
中
を
つ
な
ぐ
古
典

学
習
の
提
案
（
1
）
―
和
歌
（『
万
葉
集
』）
・
『
竹
取
物
語
』
を
事
例
と
し
て
―
」（『
研

究
紀
要
』
四
七
号
、
二
〇
〇
九
年
五
月
、
一
三
〜
二
二
頁
）、
上
野
誠
「
模
擬
授
業
の

中
の
万
葉
集
―
〈
授
業
芸
〉
の
誕
生
（
教
育
と
研
究
）
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
九
二

巻
一
一
号
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
、
八
一
〜
九
一
頁
）が
あ
る
。
ま
た『
古
今
和
歌
集
』

に
つ
い
て
は
、
鈴
木
宏
子
「
反
実
仮
想
の
歌
―
教
育
学
部
の
授
業
か
ら
―
」（『
千
葉
大

学
教
育
学
部
研
究
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
系
』
五
三
号
、
二
〇
〇
五
年
二
月
、
四
四
五

〜
四
四
八
頁
）、
鈴
木
宏
子
「
古
今
和
歌
集
の
恋
歌
に
つ
い
て
―
「
構
造
論
」
の
授
業

に
お
け
る
可
能
性
―
」（『
千
葉
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
人
文
・
社
会
科
学
系
』
五
四

号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
、
三
六
六
〜
三
七
〇
頁
）、
両
者
と
も
に
扱
う
も
の
と
し
て
、

東
聖
子
「
詞
華
集
（
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
）
を
作
る
授
業
―
感
性
を
磨
く
教
育
―
」（『
十
文

字
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
』
四
三
号
、
二
〇
一
二
年
、
九
七
〜
一
〇
四

頁
）、
板
東
智
子
「
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
を
活
用
し
た
古
典
授
業
の
開
発
（
1
）
―
三
大
和
歌

集
（
中
3
）
―
」（『
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
発
表
要
旨
集
』
一
二
八
号
、
二
〇
一
五

年
五
月
、
二
八
三
〜
二
八
六
頁
）
な
ど
が
参
考
と
な
る
。

（
5
）
菊
川
恵
三
「
新
学
習
指
導
の
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
と
古
典
教
育
」（『
日
本
語
学
』

二
八
巻
三
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
四
〇
〜
四
八
頁
）。

（
6
）
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』『
枕
草
子
』『
竹
取
物
語
』『
無

名
草
子
』
を
引
用
す
る
が
、
本
文
は
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に

よ
る
。
た
だ
し
、
稿
者
の
判
断
で
ル
ビ
の
ほ
と
ん
ど
は
省
略
し
た
。
ま
た
私
に
傍
線
な

ど
を
付
し
て
い
る
。

（
7
）『
枕
草
子
』
の
授
業
へ
の
提
言
は
か
な
り
の
数
に
な
る
。
最
近
の
も
の
を
挙
げ
る
と
、

金
子
直
樹
「
比
べ
読
み
で
身
に
つ
く
学
力
―
古
典
学
習
指
導
の
実
際：

『
枕
草
子
』
の

授
業
か
ら
（
1
）」（『
中
等
教
育
研
究
紀
要
（
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
）』

五
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
一
四
一
〜
一
四
六
頁
）、
金
子
直
樹
「
比
べ
読
み
で
身

に
つ
く
学
力
―
古
典
学
習
指
導
の
実
際：

『
枕
草
子
』
の
授
業
か
ら
（
2
）」（『
中
等

教
育
研
究
紀
要
（
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
）』
五
一
号
、
二
〇
一
一
年
三

月
、
二
〇
一
〜
二
〇
六
頁
）、
蔭
山
江
梨
子
「
文
学
的
随
筆
（
エ
ッ
セ
イ
）
を
読
む
魅

力
と
言
語
技
術
―
『
枕
草
子
』
を
例
に
―
」（『
言
語
技
術
教
育
』
二
一
号
、
二
〇
一
二

年
三
月
、
一
二
六
〜
一
二
九
頁
）、
加
藤
直
志
「
清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る
―
高
校

二
年
生
・
古
典
（
古
文
・
漢
文
）
の
授
業
実
践
―
」（『
同
志
社
国
文
学
』
八
二
号
、
二

〇
一
五
年
三
月
、
一
二
九
〜
一
四
一
頁
）、
菅
原
利
晃
「
古
典
に
親
し
ま
せ
る
学
習
指

導
―
公
任
へ
の
挑
戦
『
枕
草
子
』「
二
月
つ
ご
も
り
こ
ろ
に
」
の
授
業
―
」（『
国
語
論

集
』
一
二
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
、
一
〇
三
〜
一
〇
六
頁
）
な
ど
。
ま
た
、
教
科
書
に

お
け
る
『
枕
草
子
』
の
扱
わ
れ
方
の
研
究
と
し
て
、
東
望
歩
「
教
科
書
の
中
の
〈
枕
草

子
〉」（『
日
本
文
学
』
六
三
巻
一
号
、
二
〇
一
四
年
一
月
、
一
八
〜
三
〇
頁
）
が
詳
し

い
。

（
8
）『
竹
取
物
語
』
に
も
多
く
の
授
業
提
案
が
あ
り
、
や
は
り
近
年
の
い
く
つ
か
を
示
し
て

お
く
。
西
俊
六「
思
考
型
読
解
力
を
育
む
授
業
の
一
考
察
―
中
学
校
一
年『
竹
取
物
語
』

の
授
業
取
材
を
通
し
て
―
」（『
盛
岡
大
学
紀
要
』
二
四
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
一
二

小 島 明 子
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五
〜
一
四
〇
頁
）、
佐
藤
洋
一
・
有
田
弘
樹
「
伝
統
文
化
（
古
典
）
に
お
け
る
「
習
得
・

活
用
」
の
授
業
開
発
―
「
竹
取
物
語
」
の
テ
キ
ス
ト
形
式
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
愛
知
教

育
大
学
研
究
紀
要
教
育
科
学
編
』六
一
号
、二
〇
一
二
年
三
月
、一
四
七
〜
一
五
五
頁
）、

古
田
雅
憲
「「
竹
取
物
語
」
授
業
化
の
構
想
―
絵
本
「
か
ぐ
や
姫
」
を
援
用
す
る
音
読

学
習
の
試
み
―
」（『
人
間
科
学
論
集
』八
巻
二
号
、
二
〇
一
三
年
二
月
、
一
〜
二
五
頁
）、

福
田
景
道
「
古
典
文
学
教
材
と
し
て
の
『
竹
取
物
語
』
―
教
科
内
容
学
か
ら
の
授
業
デ

ザ
イ
ン
―
」（『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
教
育
科
学
・
人
文
・
社
会
科
学
・
自
然
科

学
）』
四
八
号
、
二
〇
一
五
年
二
月
、
六
三
〜
七
二
頁
）、
武
久
康
高
「「
物
語
の
始
ま

り
」
と
し
て
の
『
竹
取
物
語
』
―
『
竹
取
物
語
』
の
教
材
価
値
と
そ
の
授
業
案
―
」（『
高

知
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
七
七
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
、
三
三
〜
四
四
頁
）。

（
9
）
市
古
貞
次
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
。

（
10
）「
浦
島
太
郎
」
の
国
語
科
教
育
サ
イ
ド
か
ら
の
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
多
数
で
は
な
く
、
松

原
一
義
「
浦
島
太
郎
の
物
語
と
教
科
書
」（『
鳴
門
教
育
大
学
研
究
紀
要
人
文
・
社
会
科

学
編
』
一
七
号
、
二
〇
〇
二
年
三
月
、
一
〜
一
一
頁
）、
中
嶋
真
弓
「
小
学
校
国
語
教

科
書
教
材
「
浦
島
太
郎
」
採
録
の
変
遷
」（『
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
文
学
部
・
文
学
研
究

科
篇
』
三
五
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
五
七
〜
七
八
頁
）、
吉
光
寺
勝
己
「
生
徒
に
学

習
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
古
典
教
材
の
扱
い
方
―
生
徒
の
「
想
像
力
」
を
生
か
し
た
授
業

展
開
を
通
し
て
―
」（『
国
語
教
育
史
研
究
究
紀
要
』
一
三
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
一

九
〜
二
七
頁
）
が
あ
る
。

（
11
）「
一
寸
法
師
」
に
つ
い
て
も
、
あ
ま
り
国
語
科
教
育
で
の
論
は
見
ら
れ
な
い
が
、
次
の

も
の
が
参
考
と
な
る
。
神
谷
爲
義
「
狡
猾
型
「
一
寸
法
師
」
の
教
材
価
値
の
研
究
―
幼

児
・
児
童
に
よ
る
誠
実
型
と
狡
猾
型
の
「
一
寸
法
師
」
の
比
較
を
と
お
し
て
―
」（『
研

究
紀
要
』
一
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
五
〜
二
〇
頁
）。
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Fostering the Ability to Develop Lessons in Japanese Classical
Literature for Elementary and Junior High Schools in Japan

KOJIMA Akiko

Several years have passed since classical literary education was extended to elementary schools as part

of the Japanese language subject under the New Course of Study announced in March 2008．At present,
however, college students in Japan aiming to become either elementary or junior high school teachers do

not necessarily have a strong interest in classical literature or a strong ability to read and understand it.

This study addresses the question of how best to equip these students with the ability to develop lessons

for use in schools. Specific examples are presented of lessons covering three areas of classical literature−

waka（tanka poetry and others），essay literature, and tales−implemented by the author at Naruto University
of Education. Moreover, the need for（a）wide−ranging knowledge of classical literary works and their back-
grounds，（b）sound interpretation ability, and（c）the ability to explain texts accurately is indicated along
with the methods for developing these.
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