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は
じ
め
に

　

稿
者
は
、
柳
田
国
男
監
修
検
定
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
（
以
下
「
柳

田
高
校
国
語
科
教
科
書
」
と
略
す
）
の
各
単
元
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成
を

提
示
し
、
そ
の
特
徴
、
学
習
の
ね
ら
い
を
明
ら
か
に
し
、
他
単
元
と
の
関

連
、
所
収
教
材
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
こ
れ
ま
で
論
考
を
発
表
し
て
き
た⑴
。

　

加
え
て
、
単
元
「
随
筆
・
随
想
」
所
収
各
教
材
に
つ
い
て
も
、
稿
者
は

詳
細
に
検
討
を
加
え
て
き
た⑵
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
教
材
単
体
で
の
研
究

で
あ
り
、
単
元
全
体
、
教
科
書
全
体
か
ら
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
拙
稿
を
受
け
、
柳
田
高
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る

単
元
「
随
筆
・
随
想
」
の
構
成
を
提
示
し
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、

学
習
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

１　

単
元
「
随
筆
・
随
想
」
に
つ
い
て

　

単
元
「
随
筆
・
随
想
」
は
第
一
学
年
第
一
単
元
に
あ
た
る
。

　

単
元
「
随
筆
・
随
想
」
は
、
こ
の
教
科
書
の
最
初
に
置
か
れ
た
単
元
で

あ
る
。
要
す
る
に
柳
田
が
携
わ
っ
た
高
等
学
校
用
国
語
科
教
科
書
の
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
を
飾
る
単
元
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
ッ
プ
に
あ
る
の

だ
か
ら
、
他
の
単
元
と
比
し
て
も
こ
の
単
元
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
こ
と
に
は
相
違
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
教
科
書
づ
く
り
に
際
し
、

柳
田
は
「
読
書
の
つ
ど
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
候
補
作
品
と
し
て
編
集

委
員
の
方
へ
回
付
」
し
、
柳
田
の
「
手
か
ら
わ
た
っ
て
く
る
教
材
が
い
ち

ば
ん
多
い
く
ら
い
に
熱
心
に
選
択
」
し
て
い
た
と
い
う⑶の
だ
か
ら
、
こ
の

単
元
の
教
材
が
柳
田
の
選
定
に
よ
る
も
の
だ
と
推
測
す
る
に
難
く
は
な

い
。こ
の
単
元
に
対
す
る
柳
田
の
思
い
は
強
い
も
の
が
あ
る
と
推
測
す
る
。

　

単
元
「
随
筆
・
随
想
」
の
ね
ら
い
、
位
置
づ
け
、
特
徴
等
を
教
師
用
指

導⑷書
の
記
述
を
も
と
に
確
認
し
て
い
く
。

　

単
元
「
随
筆
・
随
想
」
の
「
単
元
設
定
の
理
由
」
の
項
に
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。

柳
田
国
男
監
修
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る

　
単
元
「
随
筆
・
随
想
」
を
め
ぐ
っ
て

佐　
　

野　
　

比 

呂 

己

佐　
　

野　
　

理　
　

美
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随
筆
と
か
随
想
と
か
い
わ
れ
る
文
章
は
、
読
書
生
活
に
お
い
て
触

れ
る
機
会
が
か
な
り
多
く
、
高
等
学
校
の
生
徒
に
も
親
し
ま
れ
て
い

る
。
表
現
が
一
般
に
難
解
で
な
く
、
肩
も
凝
ら
ず
に
読
み
こ
な
せ
る

か
ら
で
も
あ
り
、
む
ず
か
し
い
理
屈
も
多
く
な
い
か
ら
で
も
あ
る
。

し
か
も
す
ぐ
れ
た
随
筆
は
、
漫
然
と
書
き
流
さ
れ
た
文
章
の
底
に
、

筆
者
の
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
叡
知
が
き
ら
り
と
ひ
ら
め
い
て
い
た
り
、

人
生
に
処
す
る
上
に
か
げ
が
え
の
な
い
教
訓
が
ひ
ょ
い
と
首
を
の
ぞ

か
せ
た
り
し
て
い
る
。
気
楽
に
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、哲
学
や
宗
教
、

科
学
や
歴
史
な
ど
の
書
物
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
知
恵
を
与
え
ら
れ
る

の
は
随
筆
で
あ
る
。

　
　
　

よ
う
や
く
文
学
に
関
心
を
持
ち
、
ま
た
人
生
に
つ
い
て
も
考
え
を

ひ
そ
め
る
よ
う
に
な
り
、
内
省
的
思
索
的
に
な
っ
て
き
た
こ
の
期
の

生
徒
に
、
精
神
的
な
か
で
を
与
え
る
意
味
で
随
筆
を
読
ま
せ
る
こ
と

は
意
義
の
深
い
こ
と
で
あ
る
。
高
等
学
校
に
入
学
し
た
ば
か
り
で
、

身（
マ
マ
）心

と
も
に
ま
だ
高
等
学
校
の
生
活
に
慣
れ
て
い
な
い
生
徒
に
と
っ

て
、
理
屈
ば
っ
た
文
章
や
抵
抗
の
多
い
文
章
で
は
、
学
習
の
効
果
を

あ
げ
に
く
い
の
で
、
第
一
単
元
と
し
て
は
、
興
味
を
持
ち
な
が
ら
楽

に
読
め
る
随
筆
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る⑸

。

　

第
一
学
年
第
一
単
元
と
し
て
「
随
筆
・
随
想
」
を
設
定
し
た
理
由
と
し

て
、「
学
習
の
効
果
」
を
あ
げ
て
い
る
。
高
等
学
校
に
入
学
し
た
ば
か
り

で
あ
り
、
義
務
教
育
段
階
と
大
き
く
異
な
る
環
境
で
あ
る
高
等
学
校
の
生

活
に
慣
れ
る
ま
で
時
間
を
要
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
授

業
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
授
業
で
扱
う
教
材
の
難
易
度
も

種
類
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
、
そ
う
い
う

意
味
で
「
随
筆
・
随
想
」
教
材
は
ま
だ
高
等
学
校
の
生
活
に
慣
れ
て
い
な

い
入
門
期
の
学
習
者
に
と
っ
て
、
興
味
を
持
ち
な
が
ら
気
楽
に
読
め
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
高
校
生
の
読
書
生
活
に
お
い
て
も

随
筆
・
随
想
と
接
す
る
機
会
も
多
く
親
し
ま
れ
て
お
り
、
適
当
で
あ
る
と

し
て
い
る
。

　

単
元
名
は
「
随
筆
・
随
想
」
で
あ
る
が
、
随
筆
と
は
何
か
、
随
想
と
は

何
か
、
ま
た
、
タ
イ
ト
ル
「
随
筆
・
随
想
」
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
ど

こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

「
単
元
設
定
の
理
由
」
の
項
に
は
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

　
　
　

随
筆
は
、
大
別
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

一　

知
識
的
方
面
を
主
と
し
た
記
録
的
、
考
証
的
な
も
の
。

　
　
　

二　

情
趣
的
方
面
を
主
と
し
た
文
芸
的
な
も
の
。

　
　
　

三　

批
判
的
、
内
省
的
傾
向
の
濃
い
哲
学
的
な
も
の
。

　
　
　

そ
う
し
た
随
筆
の
い
ろ
い
ろ
な
形
態
や
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
を

深
め
、
随
筆
の
読
み
方
を
会
得
し
て
、
生
活
に
役
立
た
せ
よ
う
と
す

る
の
が
本
単
元
の
お
も
な
ね
ら
い
で
あ
る⑹

。

　
　
　

　

随
筆
を
三
つ
に
大
別
し
、
い
ろ
い
ろ
な
随
筆
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
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そ
の
内
容
や
形
態
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、

理
解
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
読
み
方
」
の
習
得
、「
生
活
」
に
役
立
た
せ

よ
う
と
い
う
ね
ら
い
に
も
注
目
し
た
い
。
多
様
な
随
筆
に
触
れ
、そ
の「
読

み
方
」
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
書
の
対
象
を
広
げ
、
読
書
生
活
を

豊
か
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

「
単
元
設
定
の
理
由
」の
項
に
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
生
徒
は
、
日
常
生
活
の
中
に
生
起
す
る
身
辺
的
な
も
の
を

自
ら
の
手
で
書
き
表
わ
す
こ
と
に
興
味
を
覚
え
、
欲
求
を
持
っ
て
い

る
。
本
単
元
の
学
習
の
発
展
と
し
て
は
、
生
徒
の
そ
う
し
た
興
味
や

欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
高
校
生
ら
し
い
随
筆
を
書
く
技
能
を

身
に
つ
け
さ
せ
、
ま
た
経
験
を
持
た
せ
る
こ
と
も
計
画
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
で
あ
ろ
う⑺

。

　

加
え
て
、「
学
習
の
発
展
」
と
し
て
、
学
習
者
の
身
の
ま
わ
り
に
あ
る

興
味
、
関
心
を
持
っ
た
こ
と
を
書
き
表
す
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

随
筆
を
書
く
技
能
、経
験
に
つ
い
て
も
計
画
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。

理
解
は
も
ち
ろ
ん
、読
み
方
や
、生
活
に
役
立
た
せ
る
こ
と
を
重
要
視
し
、

理
解
（
読
み
）
と
表
現
（
書
き
）
を
総
合
的
に
み
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う

か
が
え
る
。

　

こ
こ
で
、
単
元
「
随
筆
・
随
想
」
で
の
単
元
目
標
を
確
認
す
る
。

　
　

１　

随
筆
と
は
、
ど
ん
な
も
の
か
、
ど
う
い
う
種
類
や
特
色
が
あ
る

か
を
理
解
す
る
。

　
　

２　

随
筆
的
特
色
に
留
意
し
、
表
現
の
う
ま
み
を
味
わ
う
。

　
　

３　

筆
者
が
文
章
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に
ど
ん
な
配
慮
を
し
て
い

る
か
を
調
べ
る
。

　
　

４　

文
章
の
組
立
に
留
意
し
て
読
む⑻

。

　

単
元
全
体
を
通
し
て
、
こ
の
四
つ
の
目
標
を
提
示
し
て
い
る
。

　

１
、
２
で
は
、
随
筆
と
は
何
か
、
そ
の
種
類
、
特
色
を
理
解
し
、
表
現

を
味
わ
う
と
し
て
い
る
。
学
習
者
は
こ
れ
ま
で
も
随
筆
を
読
む
機
会
は
少

な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
を
通
し
て
随
筆
に
対
し
て

自
覚
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
表
現
の
う
ま
み
」
を
味
わ
う
こ
と

で
筆
者
の
思
い
と
こ
と
ば
の
豊
か
さ
を
認
識
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

３
、
４
で
は
、
随
筆
の
形
態
や
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
と

も
に
、
随
筆
の
読
み
方
を
習
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
学
習
が
随
筆
を
書
く
技
能
に
も
応
用
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

教
材
と
日
常
生
活
の
対
象
化
を
求
め
て
い
る
。
学
習
を
通
し
て
、
自
分

自
身
の
日
常
生
活
を
か
え
り
み
る
こ
と
で
、
無
自
覚
で
あ
っ
た
も
の
が
自

覚
的
に
見
え
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

２　

教
材
に
つ
い
て

　

単
元
「
随
筆
・
随
想
」
は
次
の
五
編
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一　

浅
春
随
筆
（
栃
内
吉
彦
）
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二　

大
蛇
・
小
蛇
（
片
山
広
子
）

　
　

三　

地
図
を
い
ろ
ど
る
（
鏑
木
清
方
）

　
　

四　

か
み
な
り
さ
ま
談
義
（
東
条
操
）

　
　

五　

ろ
く
を
さ
ば
く
（
三
淵
忠
彦
）

　

教
材
に
は
、
個
性
あ
ふ
れ
る
随
筆
・
随
想
が
並
ぶ
。
い
ず
れ
の
教
材
も

他
社
に
は
採
択
さ
れ
て
い
な
い
。

　

「
浅
春
随
筆
」（
栃
内
吉
彦
）
は
、
北
海
道
に
住
む
植
物
学
者
で
あ
る

筆
者
が
北
海
道
の
自
然
と
接
し
、
春
の
訪
れ
を
感
じ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
日
本
の
標
準
的
な
桜
の
咲
く
春
で
は
な
く
、
北
海
道
と
い
う
一
地
方

の
春
が
描
か
れ
た
随
筆
・
随
想
で
あ
る
。
ま
た
、
自
然
の
実
際
の
姿
を
表

す
描
写
も
見
事
で
あ
る
。
教
育
の
地
方
分
権
化
、教
育
の
民
主
化
と
い
う
、

柳
田
の
思
い
が
表
れ
て
い
る
。
心
情
に
偏
ら
ず
、
事
実
に
即
し
て
記
述
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
も
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

　

「
大
蛇
・
小
蛇
」（
片
山
広
子
）
は
、
古
今
東
西
の
蛇
に
関
す
る
話
題

を
集
め
、
最
後
は
自
分
自
身
の
蛇
に
ま
つ
わ
る
話
題
で
し
め
く
く
る
と
い

う
文
章
構
成
の
随
筆
・
随
想
で
あ
る
。
日
本
の
古
典
、
海
外
の
話
題
を
取

り
上
げ
、
文
章
に
は
筆
者
の
博
覧
強
記
が
う
か
が
え
る
。
学
習
者
に
は
表

現
の
す
ば
ら
し
さ
、
文
章
の
巧
み
な
構
成
に
着
目
さ
せ
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
第
三
単
元
「
古
文
入
門
」
と
の
連
関
も
意
識
し
て
い
る
。
教

材
文
に
は
、「
古
事
記
」「
日
本
書
紀
」「
古
今
著
聞
集
」「
太
平
記
」
な
ど

の
蛇
に
関
す
る
話
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
学
習
者
が
事
前
に
古
典
と
触

れ
る
機
会
を
設
け
て
い
る
。

　

「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」（
鏑
木
清
方
）
は
、
日
本
画
家
で
あ
る
筆
者
が

色
鉛
筆
で
武
蔵
・
下
総
・
常
陸
の
地
図
に
湖
沼
、
川
を
青
色
で
、
自
分
自

身
が
歩
い
た
道
を
赤
色
で
い
ろ
ど
り
、
思
い
を
馳
せ
る
と
い
う
随
筆
・
随

想
で
あ
る
。
物
事
を
深
く
観
察
す
る
画
家
の
文
章
か
ら
そ
の
見
方
、
感
じ

方
に
魅
力
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
少
年
時
代
、
柳
田
は
利
根
川
沿

い
の
辻
川
で
過
ご
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
も
利
根
川
の
話
題
が
多
く
を
占

め
て
い
る
。
ま
た
、
赤
松
宗
旦
の
『
利
根
川
図
志
』
を
岩
波
文
庫
か
ら
発

行
す
る
際
に
は
、柳
田
が
校
訂
を
施
し
「
解
題
」
も
そ
こ
に
記
し
て
い
る
。

加
え
て
第
二
学
年
第
二
単
元
「
読
書
」
に
は
こ
の
「
解
題
」
を
教
材
と
し

て
所
収
し
て
い
る
。
こ
の
教
材
選
択
に
柳
田
の
強
い
思
い
が
推
測
で
き
る⑼
。

　

「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」（
東
条
操
）は
、方
言
学
者
で
あ
る
筆
者
の「
か

み
な
り
」
と
い
う
身
近
な
こ
と
ば
に
関
し
て
、
歴
史
的
な
視
座
と
地
理
的

な
視
座
か
ら
専
門
外
の
人
間
に
も
わ
か
り
や
す
く
書
い
た
随
筆
・
随
想
で

あ
る
。
学
習
者
は
地
域
に
よ
る
語
の
相
違
や
、
歴
史
的
な
語
の
変
遷
に
興

味
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
文
に
は「
万
葉
集
」「
和
名
類
聚
抄
」「
常

陸
国
誌
」「
伊
勢
物
語
」
な
ど
の
引
用
も
見
ら
れ
る
。
特
に
、「
和
名
類
聚

抄
」
の
図
版
が
そ
の
ま
ま
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。「
大
蛇
・
小
蛇
」
と
同
様
に
第
四
単
元
「
古
文
入
門
」
と

の
連
関
が
確
認
で
き
る
。「
蝸
牛
考
」
を
は
じ
め
柳
田
自
身
も
地
方
の
こ

と
ば
に
は
強
い
興
味
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
教
材
選
択
に
つ
い
て
強

い
思
い
が
推
測
で
き
る
。

　

「
ろ
く
を
さ
ば
く
」（
三
淵
忠
彦
）
は
初
代
最
高
裁
判
所
長
官
に
よ
る

筆
者
の
法
律
観
、
法
律
の
限
界
が
述
べ
ら
れ
た
随
筆
・
随
想
で
あ
る
。
戦
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後
、
三
権
分
立
と
な
り
政
治
と
裁
判
が
分
化
し
た
こ
と
に
よ
り
窮
屈
と

な
っ
た
現
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
、
生
活
を
安
全

に
す
る
精
神
を
尊
重
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
い
と
結
ん
で
い
る
。
本
文
に

は
「
折
た
く
柴
の
記
」
の
内
容
の
話
題
も
あ
り
、「
大
蛇
・
小
蛇
」「
か
み

な
り
さ
ま
談
義
」
と
同
様
に
第
四
単
元
「
古
文
入
門
」
と
の
連
関
が
確
認

で
き
る
。

　

前
述
の
通
り
、
柳
田
高
校
国
語
科
教
科
書
は
、
随
筆
を
三
つ
に
大
別
し

て
い
る
。「
記
録
的
・
考
証
的
な
も
の
」と
し
て
は「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」

「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
が
、「
文
芸
的
な
も
の
」
と
し
て
は
「
浅
春
随
筆
」「
大

蛇
・
小
蛇
」「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
が
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
い
ず
れ
の
随
筆
・
随
想
も
高
校
生
に
と
っ
て
は
興
味
深
い
も
の
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
哲
学
的
な
も
の
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の

が
見
当
た
ら
な
い
。「
随
筆
の
い
ろ
い
ろ
な
形
態
や
内
容
に
つ
い
て
の
理

解
を
深
め
」
る
と
い
う
単
元
の
ね
ら
い
か
ら
い
け
ば
、
片
手
落
ち
は
否
め

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

３　

「
問
題
」
に
つ
い
て

　

各
教
材
本
文
の
直
後
に
「
問
題
」
が
附
さ
れ
て
い
て
い
る
。
こ
の
「
問

題
」
か
ら
、
単
元
「
随
筆
・
随
想
」
で
の
学
び
を
確
認
す
る
。

　

教
材
ご
と
に
確
認
し
て
い
く
。

　
　

【
浅
春
随
筆
（
栃
内
吉
彦⑽
）】

　
　

一　

春
の
気
配
の
近
づ
い
て
く
る
の
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
わ
か

る
か
。

　
　

二　

感
覚
的
描
写
の
特
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
。

　
　

三　

こ
の
文
章
に
現
れ
た
自
然
に
対
す
る
人
間
的
解
釈
に
つ
い
て
ど

う
感
じ
た
か
。

　
　

四　

春
の
訪
れ
を
知
ら
せ
る
各
自
の
地
方
の
動
植
物
を
考
え
、
文
章

に
書
い
て
み
よ
。

　
　

【
大
蛇
・
小
蛇
（
片
山
広
子⑾
）】

　
　

一　

す
ぐ
れ
た
表
現
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
ど
こ
か
。

　
　

二　

こ
の
文
章
の
組
立
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

　
　

三　

各
自
の
知
っ
て
い
る
動
物
説
話
を
あ
げ
て
み
よ
。

　
　

【
地
図
を
い
ろ
ど
る
（
鏑
木
清
方⑿
）】

　
　

一　

筆
者
の
画
家
と
し
て
の
見
方
、
感
じ
方
、
書
き
表
し
方
も
出
て

い
る
と
こ
ろ
は
ど
こ
か
。

　
　

二　

地
図
を
い
ろ
ど
る
こ
と
は
筆
者
に
ど
ん
な
意
義
が
あ
っ
た
か
。

　
　

三　

筆
者
が
地
図
を
い
ろ
ど
る
こ
と
に
興
味
を
覚
え
た
条
件
と
し

て
、
ど
ん
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
。

　
　

【
か
み
な
り
さ
ま
談
義
（
東
条
操⒀
）】

　
　

一　

と
か
く
文
章
を
堅
く
し
が
ち
な
素
材
を
表
現
す
る
に
あ
た
っ

て
、
筆
者
は
ど
ん
な
工
夫
を
し
て
い
る
か
。

　
　

二　

各
地
方
で
特
徴
的
な
俚
言
と
い
わ
れ
る
も
の
を
あ
げ
て
み
よ
。

　
　

三　

方
言
調
査
に
は
ど
ん
な
方
法
が
あ
る
か
。

　
　

【
ろ
く
を
さ
ば
く
（
三
淵
忠
彦⒁
）】

　
　

一　

こ
の
文
章
を
読
ん
で
法
律
の
限
界
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
。
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二　

こ
の
文
章
を
効
果
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
筆
者
は
ど
ん
な
用

意
を
し
た
と
思
う
か
。

　
　

三　

こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
五
編
の
、
文
章
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を

述
べ
、
比
較
し
て
み
よ
。

　
　

　

こ
れ
ら
の
「
問
題
」
か
ら
、
単
元
「
随
筆
・
随
想
」
で
は
ど
の
よ
う
な

授
業
が
展
開
さ
れ
る
の
か
推
測
す
る
。

　
　

①　

詳
細
な
読
解
は
行
わ
ず
、
い
く
つ
か
の
教
材
に
つ
い
て
読
解
の

ポ
イ
ン
ト
の
み
を
示
し
学
習
す
る
。

　
　

②　

文
章
表
現
に
着
目
し
、
す
ぐ
れ
た
表
現
を
見
出
す
。

　
　

③　

文
章
構
成
に
留
意
す
る
。

　
　

④　

筆
者
の
工
夫
、
思
い
に
つ
い
て
着
目
す
る
。

　
　

⑤　

教
材
本
文
の
学
び
に
関
連
し
、
発
展
し
た
学
習
を
展
開
す
る
。

　
　

⑥　

五
編
の
文
章
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
述
べ
合
う
。

　
　

①　

詳
細
な
読
解
は
行
わ
ず
、
い
く
つ
か
の
教
材
に
つ
い
て
読
解
の

ポ
イ
ン
ト
の
み
を
示
し
学
習
す
る
。

　

「
浅
春
随
筆
」
一
、三
、「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
二
、「
ろ
く
を
さ
ば
く
」

一
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
本
文
の
一
部
分
を
示
し
、
そ
こ
に
着
目
し
て
、
説

明
し
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
設
問
が
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。し
か
し
、

単
元
「
随
筆
・
随
想
」
に
は
そ
う
い
っ
た
設
問
は
な
い
。
読
解
の
ポ
イ
ン

ト
を
示
す
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
読
解
で
と
ど
ま
ら
な
い
と

こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。「
浅
春
随
筆
」
一
は
二
の
「
感
覚
的
描
写
」
に
つ

な
が
り
、「
浅
春
随
筆
」
三
は
「
人
間
的
解
釈
」
を
ど
う
感
じ
た
か
ま
で

の
学
習
を
求
め
て
い
る
。「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
二
は
三
の
「
興
味
を
覚

え
た
条
件
」
の
推
測
に
つ
な
が
り
、「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
一
は
「
法
律
の

限
界
」
を
ど
う
考
え
る
か
ま
で
学
習
を
求
め
て
い
る
。
加
え
て
、「
大
蛇
・

小
蛇
」「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
に
は
読
解
に
関
す
る
設
問
自
体
が
な
い
。

詳
細
に
読
解
す
る
こ
と
よ
り
も
、
文
章
か
ら
感
じ
た
り
、
想
像
し
た
り
、

考
え
た
り
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　

②　

文
章
表
現
に
着
目
し
、
す
ぐ
れ
た
表
現
を
見
出
す
。

　

「
浅
春
随
筆
」
二
、「
大
蛇
・
小
蛇
」
一
が
こ
れ
に
あ
た
る
。「
地
図
を

い
ろ
ど
る
」「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
に
は
該
当
す
る

設
問
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
単
元
目
標
に
は
「
随
筆
的
特
色
に
留
意

し
、
表
現
の
う
ま
み
を
味
わ
う
。」
と
あ
り
、
第
一
教
材
、
第
二
教
材
で

学
習
す
る
こ
と
に
よ
り
、第
三
教
材
以
降
に
お
い
て
も「
す
ぐ
れ
た
表
現
」

を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、「
す
ぐ
れ
た
表
現
」
に

触
れ
る
こ
と
で
学
習
の
発
展
と
し
て
随
筆
を
書
く
際
に
も
応
用
で
き
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
　

③　

文
章
構
成
に
留
意
す
る
。

　

「
大
蛇
・
小
蛇
」
二
が
直
接
的
に
、「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
一
、「
ろ

く
を
さ
ば
く
」
二
が
副
次
的
に
こ
れ
に
あ
た
る
。「
大
蛇
・
小
蛇
」
二
で

は
「
文
章
の
組
立
」
そ
の
も
の
を
把
握
し
、「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
一
、
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「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
二
で
は
、
筆
者
の
執
筆
の
際
の
取
り
組
み
、
工
夫
か

ら
自
ず
と
文
章
表
現
に
学
習
者
の
考
え
が
至
る
こ
と
が
推
測
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
も
、
学
習
の
発
展
と
し
て
随
筆
を
書
く
際
に
も
応
用
で
き

る
も
の
で
あ
る
。

　
　

④　

筆
者
の
工
夫
、
思
い
に
つ
い
て
着
目
す
る
。

　

「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
二
、
三
、「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
一
、「
ろ
く

を
さ
ば
く
」
二
が
こ
れ
に
あ
た
る
。「
筆
者
が
文
章
の
効
果
を
あ
げ
る
た

め
に
ど
ん
な
配
慮
を
し
て
い
る
か
を
調
べ
る
」
と
い
う
単
元
目
標
に
も
適

う
設
問
で
あ
る
。
筆
者
の
文
章
を
書
く
前
の
準
備
、
相
手
意
識
、
執
筆
動

機
に
着
目
し
、工
夫
し
て
い
る
こ
と
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

学
習
の
発
展
と
し
て
随
筆
を
書
く
際
に
も
応
用
で
き
る
も
の
と
な
る
。

　
　

⑤　

教
材
本
文
の
学
び
に
関
連
し
、
発
展
し
た
学
習
を
展
開
す
る
。

「
浅
春
随
筆
」
四
、「
大
蛇
・
小
蛇
」
三
、「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
二
、

三
が
こ
れ
に
あ
た
る
。「
浅
春
随
筆
」
四
、「
大
蛇
・
小
蛇
」
三
、「
か
み

な
り
さ
ま
談
義
」
二
は
教
材
本
文
の
内
容
と
学
習
者
の
身
の
ま
わ
り
に
あ

る
事
象
に
目
を
向
け
さ
せ
る
設
問
と
な
っ
て
い
る
。「
か
み
な
り
さ
ま
談

義
」
三
は
研
究
そ
の
も
の
に
注
目
さ
せ
、
興
味
を
持
た
せ
る
設
問
と
な
っ

て
い
る
。
随
筆
を
書
く
際
の
素
材
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
柳
田

の
興
味
と
も
重
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
注
目
し
た
い
。

　
　

⑥　

五
編
の
文
章
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
述
べ
合
う
。

　

「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
三
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
単
元
全
体
を
振
り
返
る
意

味
で
も
意
味
の
あ
る
設
問
と
な
っ
て
い
る
。「
文
章
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特

徴
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
内
容
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
章
そ
の
も
の
を
検
討
す

る
も
の
と
な
る
。
複
数
の
随
筆
を
比
較
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
教
材
を
絶
対

化
せ
ず
、
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
者
が
よ
り
主
体
的
に
文
章

を
受
け
止
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
単
元
全
体
の
学
び
を
振

り
返
る
こ
と
で
随
筆
を
実
際
に
書
く
と
い
う
経
験
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
い

う
意
図
が
う
か
が
え
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、「
柳
田
高
校
国
語
教
科
書
」第
一
学
年
第
一
単
元「
随
筆
・
随
想
」

の
特
徴
、
学
習
の
ね
ら
い
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
学
年
に
お
い
て
配
置

さ
れ
た
単
元
と
の
関
連
性
も
踏
ま
え
つ
つ
、「
柳
田
高
校
国
語
教
科
書
」

に
お
け
る
単
元
「
随
筆
・
随
想
」
を
と
ら
え
る
こ
と
を
試
み
た
。
概
ね
論

じ
ら
れ
た
と
確
信
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
他
単
元
と
の
連
続
性
、
関
係
に
つ
い
て
は
踏
ま
え
る
程
度
で

あ
り
、
詳
述
に
至
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
次
単
元
「
生
活
と
記
録
」
所

収
教
材
の
「
わ
が
家
の
商
売
」（
吉
野
作
造
）、「
私
の
受
け
て
き
た
教
育
」

（
山
川
菊
栄
）
も
「
随
筆
・
随
想
」
に
あ
た
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
そ
う
い
っ
た
教
材
が
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
単
元
、
教
材
に
も
言
及
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
単
元
「
随
筆
・
随
想
」
が
、
高
等
学
校
国
語
教
室
で
ど
の
よ

う
に
扱
わ
れ
た
の
か
も
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
現
代
の
国
語
教
室
に
お
い
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て
は
こ
れ
ら
の
教
材
を
活
用
し
実
践
を
行
い
、
時
代
を
超
え
て
こ
れ
ら
の

教
材
に
は
価
値
が
あ
る
こ
と
も
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
当
時

の
国
語
教
室
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
は

い
な
い⒂
。
増
淵
恒
吉
は
、
こ
の
教
科
書
を
活
用
し
授
業
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
当
時
の
授
業
の
様
子
は
、『
増
淵
恒
吉
国
語
教
室
の
実
際　

都
立
日

比
谷
高
等
学
校
時
代
の
国
語
学
習
記
録
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
）』（
山
本
義

美
、
世
羅
博
昭
編
著　

渓
水
社　

平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
七
月
）

に
残
る
。
増
淵
は
「
柳
田
高
校
国
語
科
教
科
書
」
の
編
集
者
の
一
人
で
あ

り
、「
柳
田
高
校
国
語
教
科
書
」
を
実
際
に
活
用
し
て
い
た
。『
増
淵
恒
吉

国
語
教
室
の
実
際
』
に
は
、
都
立
日
比
谷
高
等
学
校
で
の
「
国
語
学
習
記

録
」
が
学
習
者
の
手
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
参
照
す
る
こ
と

で
単
元
「
随
筆
・
随
想
」
が
当
時
の
増
淵
の
国
語
教
室
、
国
語
科
授
業
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
学
習
者
が
ど
ん
な
反
応
で
あ
っ
た
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
別
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

（
注
）

⑴　

稿
者
は
こ
れ
ま
で
以
下
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。

　
　

「
柳
田
国
男
監
修
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
「
記
録
」
⑴

―
単
元
「
生
活
と
記
録
」
を
中
心
に
」（『
国
語
論
集
18
』
北
海
道
教
育

大
学
釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室　

令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
三
月　

一
～
一
三
頁
）

　
　

「
柳
田
国
男
監
修
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
「
記
録
」
⑵

―
単
元
「
事
実
と
記
録
」
を
中
心
に
」（『
国
語
論
集
19
』
北
海
道
教
育

大
学
釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室　

令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
三
月　

七
～
一
三
頁
）

　
　

「
柳
田
国
男
監
修
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
単
元「
読
書
」

を
め
ぐ
っ
て
」（『
語
学
文
学
』
第
六
十
一
号　

語
学
文
学
会　

令
和
四

年
（
二
〇
二
二
）
十
二
月　

五
～
十
六
頁
）（
以
下
「
単
元
「
読
書
」

論
文
」
と
略
す
）

　
　

「
柳
田
国
男
監
修
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
単
元「
小
説
」

を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
探
究
』
第
二
号　

国
語
探
究
研
究
会　

令
和
五

年
（
二
〇
二
三
）
三
月　

一
～
一
一
頁
）

　
　

「
柳
田
国
男
監
修
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
単
元
「
古
文

入
門
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
論
集
20
』
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
国

語
科
教
育
研
究
室　

令
和
五
年（
二
〇
二
三
）三
月　

一
六
～
三
〇
頁
）

　
　

「
柳
田
国
男
監
修
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
単
元「
紀
行
」

を
検
討
す
る
」（『
解
釈
』
第
六
十
九
巻
第
五
・
六
号　

解
釈
学
会　

令

和
五
年
（
二
〇
二
三
）
六
月　

五
二
～
六
一
頁
）

　
　

「
柳
田
国
男
監
修
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
単
元
「
学
問

へ
の
道
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
探
究
』
第
三
号　

国
語
探
究
研
究
会　

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
九
月　

八
～
三
三
頁
）

⑵　

稿
者
は
こ
れ
ま
で
以
下
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。

　
　

「
教
材
「
浅
春
随
筆
」
考
」（『
釧
路
論
集
』
第
三
十
九
号　

北
海
道

教
育
大
学
釧
路
校　

平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
十
一
月
）　

一
～
一

三
頁
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「
教
材
「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
考
⑴
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教

育
科
学
編
）
第
五
十
九
巻
第
一
号　

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
八
月　

一
～
一
六
頁

　
　

「
教
材
「
大
蛇
・
小
蛇
」
考
⑴
」『
釧
路
論
集
』
第
四
十
号　

北
海

道
教
育
大
学
釧
路
校　

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
十
一
月　

一
～
一

一
頁

　
　

「
教
材
「
大
蛇
・
小
蛇
」
考
⑵
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教
育

科
学
編
）
第
五
十
九
巻
第
二
号　

平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
二
月　

一
～
一
六
頁

　
　

「
教
材
「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
考
⑵
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教

育
科
学
編
）
第
六
十
巻
第
一
号　

平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
八
月　

一
～
―
一
六
頁

　
　

「
教
材
「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
考
⑶
」『
釧
路
論
集
』
第
四
十
一
号　

北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校　

平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
十
二
月　

一
～
一
一
頁

　
　

「
教
材
「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
考
⑷
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教

育
科
学
編
）
第
六
十
巻
第
二
号　

平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
二
月　

一
～
一
四
頁

　
　

「
教
材
「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
論
集
７
』
北
海

道
教
育
大
学
釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室　

平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一

〇
）
三
月　

六
～
三
五
頁

　
　

「
教
材
「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
考
⑸
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教

育
科
学
編
）
第
六
十
一
巻
第
一
号　

平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
八

月　

一
～
一
五
頁

　
　

「
教
材
「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
考
⑴
」『
釧
路
論
集
』
第
四
十
二
号　

北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校　

平
成
二
十
二
年
（
二
〇
一
〇
）
十
二
月　

一
～
一
四
頁

　
　

「
教
材
「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
考
⑹
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教

育
科
学
編
）
第
六
十
一
巻
第
二
号　

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
二

月　

一
～
一
六
頁

　
　

「「
浅
春
随
筆
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
論
集
８
』
北
海
道
教
育
大
学

釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室　

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
三
月　

一
九
七
～
二
二
七
頁

　
　

「
教
材
「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
考
⑺
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教

育
科
学
編
）
第
六
十
二
巻
第
一
号　

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
）
八

月　

一
～
一
四
頁

　
　

「
教
材
「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
考
⑴
」『
釧
路
論
集
』
第
四
十
三

号　

北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校　

平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
二
）
十
二

月　

一
～
一
四
頁

　
　

「
教
材
「
ろ
く
を
さ
ば
く
」
考
⑻
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教

育
科
学
編
）
第
六
十
二
巻
第
二
号　

平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
二

月　

一
～
一
三
頁

　
　

「
教
材
「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
考
⑵
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教

育
科
学
編
）
第
六
十
三
巻
第
一
号　

平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）
八

月　

九
～
二
一
頁

　
　

「
教
材
「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
考
⑶
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』（
教



－　 －16

育
科
学
編
）
第
六
十
三
巻
第
二
号　

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
二

月　

一
～
一
六
頁

　
　

「
教
材
「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
考
⑷
」『
国
語
論
集
10
』
北
海
道
教

育
大
学
釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室　

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）

三
月　

七
九
～
九
七
頁

　
　

「
教
材
「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
考
⑸
」『
釧
路
論
集
』
第
四
十
五
号　

北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校　

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
十
二
月　

一
～
九
頁

　
　

「
教
材
「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
考
⑵
」『
北
海
道
教
育
大
学
紀
要
』

（
教
育
科
学
編
）第
六
十
四
巻
第
二
号　

平
成
二
十
六
年（
二
〇
一
四
）

二
月　

一
～
一
五
頁

　
　

「
教
材
「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
考
⑶
」『
国
語
論
集
11
』
北
海
道

教
育
大
学
釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室　

平
成
二
十
六
年（
二
〇
一
四
）

三
月　

六
七
～
七
六
頁

　
　

「
教
材
「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
考
⑷
」『
釧
路
論
集
』
第
四
十
六

号　

北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校　

平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
十
二

月　

一
～
一
〇
頁

　
　

「
教
材
「
か
み
な
り
さ
ま
談
義
」
考
⑸
」『
国
語
論
集
13
』
北
海
道

教
育
大
学
釧
路
校
国
語
科
教
育
研
究
室　

平
成
二
十
八
年（
二
〇
一
六
）

三
月　

一
四
～
三
〇
頁

⑶　

大
藤
時
彦
「
柳
田
先
生
と
国
語
教
育
」『
教
室
の
窓
』
東
京
教
育
研

究
所　

昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
十
月　

七
頁

⑷　

「
国
語
」研
究
会『「
国
語
」学
習
指
導
の
研
究　

高
等
学
校
一
年
全
』

昭
和
三
十
二
年
（
一
九
五
七
）
一
月　

東
京
書
籍

⑸　

注
⑷　

五
頁

⑹　

注
⑷　

五
頁

⑺　

注
⑷　

五
頁

⑻　

注
⑷　

六
頁

⑼　

注
⑴　

単
元
「
読
書
」
論
文

⑽　

柳
田
国
男
監
修
『
国
語　

高
等
学
校
一
年
上
』（
昭
和
三
十
二
年
（
一

九
五
七
）　

東
京
書
籍　

八
頁

⑾　

注
⑽　

一
六
頁

⑿　

注
⑽　

二
一
頁

⒀　

注
⑽　

二
八
頁

⒁　

注
⑽　

三
三
頁

⒂　

「「
地
図
を
い
ろ
ど
る
」
授
業
考　

増
淵
恒
吉
「
国
語
学
習
記
録
」

か
ら
」『
語
学
文
学
』第
五
十
四
号　

語
学
文
学
会　

平
成
二
十
七
年（
二

〇
一
五
）
十
二
月　

一
三
～
二
七
頁

附
記�　

本
稿
は
、科
研
費（
２
１
Ｋ
０
２
４
２
８　

１
９
Ｋ
０
２
７
３
５
）

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　

�　

本
稿
は
、
佐
野
比
呂
己
が
全
体
を
構
想
し
、
佐
野
理
美
が
補
助
し

た
も
の
で
あ
る
。


