
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
「情
景
の
描
写
」の
検
討

　　

ー
中
学
校
詩
教
材
「雪
」
（三
好
達
治
）の
情
景
を
読
む
１

奥

　　

村

　　　　

勉

は
じ
め
に

　

三
好
達
治
の
詩
「雪
」は
今
日
で
も
数
社
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
、
児
童
生

徒
の
学
習
に
供
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
小
学
校
を
始
め
と
し
て
中
学
校
、
高

等
学
校
と
学
校
教
育
の
幅
広
い
で
校
種
に
わ
た
っ
て
採
用
さ
れ
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

例
え
ば
平
成
二
九
年
度
版
「ひ
ろ
が
る
言
葉

小
学
国
語
５
下
」教
育
出

版
、
同
じ
く
平
成
二
九
年
度
版
「伝
え
合
う
言
葉

中
学
国
語
１
」教
育
出

版
が
あ
る
。
高
等
学
校
で
は
、
過
去
に
は
平
成
一

　

一
年
度
版
「探
求
国
語
１
」

桐
原
書
店
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
永
瀬
恵
子
の
研
究
に
よ
る
と
（注
１
）

平
成
二
五
年
度
版
「国
語
総
合
」桐
原
書
店
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
三
好
達
治
の
詩
「雪
」は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
小
学
校
か
ら
高
等
学
校

ま
で
の
幅
広
い
校
種
そ
し
て
学
年
で
指
導
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
ど
の
様
に

指
導
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
論
考
の
中
で
触
れ
て
い
き
た
い

と
考
え
る
。
ま
ず
は
、
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
を
「イ
メ
ー
ジ
」に

求
め
て
み
た
い
。

教
育
出
版
の
教
科
書
「小
学
国
語
５
下
」で
は
「学
習
の
ヒ
ン
ト
」と
し
て
「く

り
返
し
黙
読
し
、
情
景
を
想
像
し
ま
し
ょ
う
。
」と
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同

じ
く
教
育
出
版
「中
学
国
語
１
」で
は
単
元
『四
季
の
詩
』が
設
定
さ
れ
単
元
の

目
標
と
し
て
「そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
題
材
を
捉
え
、
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
想
像

す
る
。
」と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
詩
「雪
」・に
つ
い
て
は
「み
ち
し
る
べ
」と
し
て

弓
雪
』は
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
を
想
像
し
、
理
由
を
説
明
し
よ
う
。
」と
学

習
を
促
し
て
い
る
。
そ
し
て
桐
原
書
店
の
高
等
学
校
「探
求
１
」で
は
、
詩
「雪
」

を
夢
枕
漠
の
絵
と
併
せ
て
掲
載
し
「こ
の
絵
の
作
者
は
『雪
』と
い
う
詩
か
ら
ど

の
よ
う
な
印
象
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
か
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。
」
と
い
う
課

題
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
の
設
定
は
二
行
の
詩
の
中
の
情
景

か
ら
、
そ
の
詩
が
も
っ
て
い
る
情
緒
あ
る
い
は
世
界
観
を
教
科
書
が
対
象
と
す

る
学
齢
に
応
じ
て
捉
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

で
は
国
語
科
の
文
学
的
な
文
章
の
指
導
に
お
い
て
「情
景
」を
ど
の
よ
う
に

捉
え
、
実
際
の
指
導
に
当
た
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
学
習
指
導
要
領
の

中
に
示
さ
れ
る
『情
景
』、
ま
た
一
般
社
会
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
る
『情
景
』

そ
し
て
国
語
科
用
語
と
し
て
の
『情
景
』な
ど
を
概
観
し
た
上
で
、
中
学
校
詩

教
材
と
し
て
の
三
好
達
治
の
詩
『雪
』に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
指
導
が
可
能
か

を
検
討
し
た
い
。

一

　

文
学
的
文
章
に
お
け
る
「情
景
」の
考
え
方
に
つ
い
て

　

（
一
）
学
習
指
導
要
領
の
中
の
「情
景
」

①

　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
の
中
で
の
「情
景
」

平
成
二
四
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
学
習
指
導
要
領
国
語
科
に
示
さ

れ
て
い
る
「情
景
」は
小
学
校
中
学
年
か
ら
で
あ
る
。
小
学
校
学
習
指
導
要
領

解
説
国
語
編
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年
「Ｃ

読
む
こ
と

　

ウ
場
面
の
移
り

変
わ
り
に
注
意
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
性
格
や
気
持
ち
の
変
化
、
情
景
な

ど
に
つ
い
て
、
叙
述
を
基
に
想
像
し
て
読
む
こ
と
。
」で
は
次
の
よ
う
に
指
導
事

項
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
「情
景
」に
関
す
る
部
分
を
抜
き
出
す
と
次
の
と
お

　
　

１１



り
で
あ
る
。
（注
２
）

　

ウ

　

文
学
的
な
文
章
の
解
釈
に
関
す
る
指
導
事
項

　

ー
略
ー
「登
場
人
物
の
性
格
や
気
持
ち
の
変
化
、
情
景
な
ど
」に
つ
い
て

　

読
む
と
は
、
各
場
面
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
登
場
人
物
の
行
動
や
会

　

話
に
即
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
性
格
を
さ
え
、
登
場
人

　

物
同
士
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
物
語
の
上
で
ど
の
よ
う
な
役

　

割
を
担
っ
て
い
る
か
な
ど
を
考
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
人
物
像
を
中
核
に

　

読
む
こ
と
で
あ
る
。
ー
略
ー

　

「叙
述
を
基
に
想
像
し
て
読
む
こ
と
」と
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（虚
構
）に
よ

　

る
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
物
語
や
詩
の
描
写
を
、
想
像
力
を
働
か
せ
な

　

が
ら
読
む
こ
と
で
あ
る
。
叙
述
を
基
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
性
格

　

や
境
遇
、
状
況
を
把
握
し
、
場
面
や
情
景
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
変

　

化
す
る
気
持
ち
に
つ
い
て
、
地
の
文
や
行
動
、
会
話
な
ど
か
ら
関
連
的
に

　

と
ら
え
て
い
く
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
「情
景
」そ
の
も
の
を
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
等
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
三
、
四
学
年
に
つ
い
は
「情
景
」学
習
の
中
で
取
り
扱
う
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
が
五
、
六
学
年
に
は
指
導
事
項
と
し
て
の
「情
景
」に
つ
い
て
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
三

　

文
学
的
文
章
の
解
釈
に
関
す
る
指
導
事
項
」の
解
説

部
分
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

登
場
人
物
の
心
情
は
、
直
接
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、

　

登
場
人
物
相
互
の
関
係
に
基
づ
い
た
行
動
や
会
話
、
情
景
な
ど
を
通
し

　

て
暗
示
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
の
記
述
で
は
、
登

場
人
物
の
心
情
描
写
と
の
関
連
で
「情
景
描
写
」を
取
り
扱
う
よ
う
な
考
え

方
が
見
え
て
く
る
。

②

　

中
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
の
中
で
の
「情
景
」

　

中
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編
で
は
「指
導
事
項
」と
し
て
の
直
接
的

な
記
述
は
な
い
。
だ
が
第
一
学
年
ま
た
第
二
学
年
の
指
導
事
項
の
項
目
解
説

の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
（注
３
）

　

第
一
学
年
「Ｃ
読
む
こ
と
」

　

ウ
文
章
の
解
釈
に
関
す
る
指
導
事
項

　

ウ

　

場
面
の
展
開
や
登
場
人
物
な
ど
の
描
写
に
注
意
し
て
読
み
、
内
容

　　

の
理
解
に
役
立
て
る
こ
と
。

　　

ウ
は
主
と
し
て
文
学
的
な
文
章
の
解
釈
に
関
す
る
指
導
事
項
で
あ
る
。

　

文
学
的
な
文
章
を
読
む
た
め
に
は
、
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
文

　

脈
を
た
ど
り
、
視
点
を
定
め
て
読
む
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に

　

よ
って
深
い
理
解
や
感
動
が
得
ら
れ
る
。
文
章
の
中
の
時
間
的
、
空
間
的

　

な
場
面
の
展
開
、
登
場
人
物
の
心
情
や
行
動
、
情
景
描
写
な
ど
に
注
意

　

し
て
読
み
進
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

第
二
学
年
「Ｃ
読
む
こ
と
」

イ
文
章
の
解
釈
に
関
す
る
指
導
事
項

　　

ー
略
ー
ま
た
、
例
え
ば
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
「描
写
」
の
効
果
に

　

つ
い
て
は
、
情
景
や
人
物
の
描
写
が
文
章
全
体
の
雰
囲
気
を
作
り
上
げ

　

る
効
果
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ー
略
ー

し
か
し
、
情
景
描
写
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
か
な
ど
に
つ
い
て
の
具
体

的
な
記
述
は
な
く
、
教
師
の
指
導
の
中
で
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え

る
。こ

の
こ
と
か
ら
小
・中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
国
語
科
で
は
、
小
学
校
に
お

い
て
は
「登
場
人
物
の
気
持
ち
・心
情
を
把
握
す
る
た
め
に
『情
景
描
写
』に
留

意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
『情
景
描
写
』に
着
目
す
る
こ
と
」が
必
要
で
あ

る
と
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
中
学
校
に
お
い
て
は
「文
学
的
文

章
を
読
む
た
め
に
は
、
言
葉
を
手
が
か
り
と
し
て
文
脈
を
た
ど
り
、
場
面
の
展

開
、
登
場
人
物
の
心
情
や
行
動
、
情
景
描
写
な
ど
全
般
に
注
し
て
読
む
こ
と
」

が
大
切
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「情
景
描
写
」
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
は
実
際
の
授
業
の
中
で
さ
ら
に
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。

　

（二
）

「津
軽
海
峡
・冬
景
色
」で
の
情
景

２０



で
は
、
次
に
一
般
の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
情
景
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
歌

謡
曲
「津
軽
海
峡
・冬
景
色
」と
い
う
楽
曲
が
あ
る
。
こ
の
楽
曲
は
一
九
七
八

年
の
歌
謡
曲
で
作
詞
は
阿
久

　

悠
で
あ
る
。
そ
の
阿
久

　

悠
が
戦
後
の
心
に

の
こ
る
歌
謡
曲
に
つ
い
て
ま
と
め
た
エ
ッ
セ
イ
集
「愛
す
べ
き
名
曲
た
ち
ー
私
的

歌
謡
曲
史
ー
」が
あ
る
。
（注
４
）

　

そ
の
中
に
自
ら
作
曲
し
た
「津
軽
海
峡
・冬
景
色
」の
歌
詞
に
込
め
た
世
界

に
つ
い
て
の
件
が
あ
る
。

　

阿
久

　

悠
は
「津
軽
海
峡
・冬
景
色
」の
歌
詞
二
番
の
冒
頭
を
取
り
上
げ

「こ
の
情
景
は
、
こ
の
歌
の
中
で
も
好
き
な
部
分
で
あ
る
。
」と
し
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

　　

［ご
ら
ん
あ
れ
が
竜
飛
岬

　

北
の
は
ず
れ
と

　

見
知
ら
ぬ
人
が
指
を
さ
す
ー

・］

　　

「津
軽
海
峡
・冬
景
色
」
の
二
番
の
歌
詞
の
ア
タ
マ
の
部
分
で
あ
る
。
人

　

の
息
で
乳
白
色
に
く
も
っ
た
船
の
窓
を
、
お
そ
ら
く
は
毛
糸
の
手
袋
を
骸

　

め
た
ま
ま
で
丸
く
丸
く
拭
って
視
界
を
つ
く
り
、
波
し
ぶ
き
の
彼
方
を
見

　

や
る
と
、
そ
の
岬
も
ま
た
か
す
ん
で
見
え
る
。
竜
飛
岬
で
あ
る
。

　　

こ
の
情
景
は
、
こ
の
歌
詞
の
中
で
も
好
き
な
部
分
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

　

［北
へ帰
る
人
の
群
れ
は
、
誰
も
無
口
で
ー

・］と
い
う
待
合
室
の
場
面
も

　　

一
行
で
よ
く
表
せ
た
と
自
賛
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
く
も
っ
た
ガ
ラ
ス
、

　

手
で
拭
い
た
丸
い
視
界
、
彼
方
の
風
景
、
こ
れ
に
心
情
を
重
ね
合
わ
せ
た

　

動
き
の
あ
る
一
景
と
し
て
気
に
入
っ
て
い
る
。
（注
５
）

こ
の
歌
詞
に
つ
い
て
、
「上
野
駅
か
ら
夜
行
列
車
に
乗
り
、
青
森
駅
か
ら
連

絡
船
に
乗
り
換
え
て
、
一
人
、
ふ
る
さ
と
へ向
か
う
旅
情
を
歌
っ
た
も
の
」な
ど

と
説
明
を
加
え
る
と
大
変
つ
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
れ
は
阿

久

　

悠
の
言
う
と
お
り
「風
景
、
こ
れ
に
心
情
を
重
ね
合
わ
せ
た
動
き
の
あ
る

一
景
」が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
歌
詞
は
、
聞
く
側
あ
る

い
は
読
む
側
が
、
自
分
自
身
の
経
験
な
ど
も
付
加
し
な
が
ら
一
行
一
行
の
情

景
を
思
い
描
く
こ
と
で
、
新
た
な
あ
る
い
は
自
分
だ
け
の
情
景
と
し
て
再
生
さ

れ
て
く
る
。
そ
れ
が
歌
詞
の
人
物
と
と
も
に
聴
く
側
あ
る
い
は
読
む
側
の
心
情

に
訴
え
か
け
る
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「風
景
、
こ
れ
に
心
情
を
重
ね
合
わ
せ
た
動
き
の
あ
る
一
景
」と
い

う
阿
久

　

悠
の
指
摘
は
、
単
に
歌
謡
曲
の
世
界
ば
か
り
で
は
な
く
様
々
な
文

章
に
表
現
さ
れ
た
「情
景
」を
読
む
場
合
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
阿
久

　

悠
が
『情
景
は
風
景
な
ど
に

心
情
を
重
ね
合
わ
せ
た
』も
の
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
部
分
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
表
現
さ
れ
た
風
景
あ
る
い
は
景
色
、
そ
れ
自
体
が
表
現
者
の
表
現

意
図
の
中
に
あ
り
表
現
者
あ
る
い
は
作
中
人
物
な
ど
の
心
情
が
重
ね
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
般
す
べ
て
に
敷
桁
で

き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「登
場
人
物
の
心
情
を
把
握
す
る
た
め
に
は
『情
景
描

写
』に
着
目
す
る
こ
と
」と
い
う
学
習
指
導
要
領
国
語
科
の
指
摘
と
と
も
に
十

分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

（三
）

国
語
科
用
語
と
し
て
の
「情
景
」

実
際
の
授
業
に
際
し
、
国
語
科
の
用
語
と
し
て
の
「情
景
」に
つ
い
て
今
一
度

検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
国
語
科
の
用
語
辞
典
で
説
明
さ
れ
る
「情
景
」

に
つ
い
て
輿
水

　

実
、
田
近
海
一
・井
上
尚
美
そ
し
て
荻
原
雄
一
の
三
者
の
と

ら
え
方
を
見
て
お
き
た
い
。

①

　

輿
水

　

実
の
「情
景
」

輿
水

　

実
は
そ
の
国
語
科
基
本
用
語
辞
典
に
お
い
て
、
国
語
科
の
項
目
を

七
項
に
大
別
し
、
そ
の
中
の
「文
学
」の
項
で
「情
景
」の
項
を
設
定
し
、
次
の
と

お
り
説
明
し
て
い
る
。
（注
６
）

　

情

　

景

　

のＯ当
の

　　

様
子
。
有
様
。
詩
の
鑑
賞
の
場
合
、
ま
た
物
語
や
小
説
の
鑑
賞
の

　

場
合
、
情
景
を
つ
か
む
と
言
う
こ
と
が
大
事
な
仕
事
に
な
る
。

輿
水
は
「情
景
」を
様
子
、
有
様
と
し
て
、
文
学
的
文
章
で
は
『情
景
を
つ
か

む
』こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
な
ぜ
大
事
な
の

か
に
つ
い
て
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
同
書
に
お
い
て
は
「場
面
」に
つ
い
て

１１リム



も
項
目
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
「情
景
」と
同
様
に
ｓ
ｃ
ｅ
ｎ
ｅ
，
ｓ
ｉ
ｔ
ｕ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ

　　　　

に
終
始
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
表
現
に
即
し
て
、
き
ち
ん
と
情
景
や
心

ｎ
と
英
訳
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

情
を
把
握
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

場

　

面

　

ｓ
ｃ
ｅ
ｎ
ｅ
，
ｓ
ｉ
ｔ
ｕ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

田
近
・井
上
は
さ
ら
に
「指
導
の
留
意
点
」と
し
て
「大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん
」

（１
）そ
の
場
の
情
景
、
劇
や
映
画
の
一
カ
ッ
ト
。

（２
）場
と
同
じ
。
言
語
の
意
味
す
る
状
況
・感
興
を
い
う
。

こ
れ
を
み
る
と
、
輿
水
は
「情
景
」と
「場
面
」に
つ
い
て
ｓ
ｃ
ｅ
ｎ
ｅ
と
い
う
語
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
両
者
を
ほ
ぼ
同
じ
語
と
し
て
説
明
し
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
両
者
の
関
係
は
「場
面
」
の
中
に
「情
景
」を
含
め
て
い
る
と
み
る

こ
と
も
で
き
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

②

　

田
近
淘
一
・井
上
尚
美
の
「情
景
」

次
に
田
近
淘

一
・井
上
尚
美
の
「情
景
」に
対
す
る
考
え
方
を
見
る
。
田
近
・

井
上
の
編
に
よ
る
国
語
教
育
指
導
用
語
辞
典
で
は
「３
２

情
景
と
心
情
」の

項
で
「情
景
」に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
（注
７
）

　

３
２

　

情
景
と
心
情

　　

情
景
と
は
、
心
情
と
は

　　

情
景
は
①
よ
う
す
、
あ
り
さ
ま
、
②
人
の
心
の
動
き
と
自
然
現
象
、

　

な
ど
の
意
味
を
持
つ
。
①
は
「場
面
」と
並
べ
ら
れ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

　

多
く
、
特
に
人
の
心
の
外
に
あ
る
物
の
「よ
う
す
、
あ
り
さ
ま
」を
指
す
。

　

こ
こ
で
は
、
情
景
を
①
と
②
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
考
え
、
ま
た
心
情

　

を
「人
の
心
そ
の
も
の
の
よ
う
す
、
あ
り
さ
ま
」と
定
め
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
田
近
ら
の
「情
景
」
の
考
え
方
は
輿
水
の
考
え
方
と
近
い
も
の
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
。
「様
子
」
「有
様
」に
つ
い
て
は
同
様
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
と
い

え
る
。
し
か
し
田
近
ら
の
異
な
る
点
は
例
中
②
の
指
摘
の
と
お
り
「情
景
」を

「人
の
心
の
動
き
と
自
然
現
象
」と
い
う
よ
う
に
「心
情
」と
対
置
さ
せ
て
い
る

点
に
あ
る
。
輿
水
の
説
明
で
は
情
景
と
心
情
の
関
係
性
ま
で
は
み
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
な
お
、
田
近
ら
の
説
明
に
は
「情
景
と
心
情
」
の
「指
導
の
ね
ら

い
」と
し
て
同
じ
項
目
内
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
（注
８
）

　　

文
学
的
文
章
の
読
み
で
重
要
な
こ
と
は
、
漠
然
と
し
た
読
み
味
わ
い

　

情
を
把
握
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

田
近
・井
上
は
さ
ら
に
「指
導
の
留
意
点
」と
し
て
「大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん
」

の
一
場
面
か
ら
情
景
描
写
取
り
上
げ
て
例
示
し
て
い
る
。
大
造
じ
い
さ
ん
が
小

屋
を
建
て
て
、
そ
こ
に
も
ぐ
り
込
み
、
あ
か
つ
き
の
空
を
見
上
げ
な
が
ら
、
残

雪
た
ち
を
待
ち
構
え
、
銃
身
を
握
り
し
め
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
続

け
て
お
こ
る
「は
や
ぶ
さ
と
残
雪
」の
戦
い
に
つ
な
が
る
前
哨
と
な
る
場
面
で
も

あ
る
。
こ
の
場
面
の
情
景
の
描
写
及
び
人
物
の
行
動
の
描
写
を
取
り
上
げ
て
、

田
近
ら
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
（注
９
）

　　

場
面
と
い
う
意
味
で
の
「情
景
」を
問
題
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
大
造
じ

　

い
さ
ん
と
残
雪
が
闘
う
直
前
の
様
子
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「い

　

よ
い
よ
戦
と
う
開
始
」と
い
う
語
句
で
明
ら
か
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に

　

と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
ら
場
面
の
概
念
的
理
解
に
終
わ
る
。
「戦
と
う
」直

　

前
の
様
子
が
表
象
的
に
把
握
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
高
次
な
鑑
賞
に
は
至

　

り
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
場
面
と
し
て
の
「情
景
」は
、
さ
ら
に
心
情
の
描
写
や
行
為
の

描
写
と
結
び
つ
い
て
い
く
と
説
明
す
る
。
（注
ｍ
）

　　

「真
っ
赤
に
」燃
え
る
空
、
そ
こ
を
「真

一
文
字
に
」横
切
っ
て
く
る
残
雪
、

　

こ
れ
ら
の
情
景
（人
の
心
の
外
に
あ
る
景
色
）は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
じ

　

い
さ
ん
の
「わ
く
わ
く
」す
る
心
情
描
写
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か

　

る
。
そ
し
て
、
そ
の
「わ
く
わ
く
」
す
る
心
情
描
写
に
対
置
さ
れ
る
の
が

　　

「冷
え
冷
え
す
る
」銃
身
と
い
う
物
質
描
写
と
、
「目
を
つ
ぶ
る
」と
い
う

　　

「行
為
描
写
」で
あ
る
。

　　

こ
の
よ
う
な
「表
現
に
即
し
た
二
情
景
・心
情
の
読
み
深
め
」こ
そ
、
文

　

学
的
な
文
章
の
読
解
指
導
の
根
幹
に
す
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る

　　

二′′。

　

こ
こ
で
示
さ
れ
た
「情
景
」
と
「わ
く
わ
く
」と
い
う
心
情
描
写
の
対
置
は
、

相
互
に
補
い
合
い
な
が
ら
読
み
手
の
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
阿
久
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悠
が
「津
軽
海
峡
・冬
景
色
」の
表
現
の
中
で
『く
も
った
ガ
ラ
ス
、
手
で
拭
い
た

丸
い
視
界
、
彼
方
の
風
景
、
こ
れ
に
心
情
を
重
ね
合
わ
せ
た
動
き
の
あ
る
一
景

と
し
て
気
に
入
っ
て
い
る
。
』と
述
べ
て
い
る
点
と
考
え
合
わ
せ
て
み
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
情
景
の
描
写
は
人
物
の
描
写
と

関
わ
り
合
っ
て
く
る
。
あ
る
い
は
情
景
の
描
写
に
よ
っ
て
、
人
物
の
心
情
が
一
層

鮮
明
に
見
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
田
近
ら
の
い
う
弓
表
現
に
即
し
た
』『情
景
・心
情
の
読
み
深
め
』こ
そ
、
文

学
的
な
文
章
の
読
解
指
導
の
根
幹
に
す
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」

と
い
う
指
摘
は
重
要
な
指
摘
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

③

　

文
学
教
育
基
本
用
語
辞
典
の
「情
景
」

　

文
学
教
育
基
本
用
語
辞
典
で
は
「情
景
」の
項
の
中
で
、
荻
原
雄
一
が
「情

景
」に
つ
い
て
万
葉
調
的
写
実
主
義
に
も
触
れ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を

し
て
い
る
。
（注
ｎ
）

　

情

　

景

　

お
も
む
き
と
景
色
。
感
興
と
景
色
。
あ
り
さ
ま
。
こ
れ
ら
は
辞
書
的

解
釈
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
情
景
は
単
な
る
風
景
と
は
一
線
を
画
す
。
つ
ま

り
、
お
も
む
き
と
か
感
興
と
か
い
っ
た
情
感
、
心
の
問
題
が
加
わ
っ
た
言

葉
で
あ
る
。
ま
た
、
文
学
で
風
景
描
写
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
が
、
こ

れ
は
単
純
に
景
色
の
み
を
写
す
の
で
は
な
い
。
た
と
え
万
葉
調
的
写
実

主
義
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
作
者
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
、
つ
ま
り
作
者
の

個
性
が
介
入
し
て
い
る
。
い
わ
ば
心
が
加
わ
る
わ
け
で
、
情
景
描
写
が
正

し
い
言
い
方
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
情
景
と
は
、
自
然
の
風
景
の
み

を
指
す
の
で
は
な
い
。
眼
の
前
に
広
が
る
あ
ら
ゆ
る
光
景
で
、
作
者
が
関

心
を
抱
く
も
の
だ
け
が
、
情
景
で
あ
る
。
つ
ま
り
登
場
人
物
の
動
き
も
一

つ
の
情
景
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
行
動
描

写
も
情
景
描
写
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
規
定
し
て
く
る
と
、
情
景

の
傘
下
に
風
景
・心
理
・行
動
な
ど
の
小
説
の
重
要
な
要
素
が
す
べ
て
含

ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

こ
こ
で
の
荻
原
の
説
明
は
「情
景
は
単
な
る
風
景
と
は
一
線
を
画
す
」と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
「お
も
む
き
と
か
感
興
と
か
い
っ
た
情
感
、
心
の
問
題
が
加
わ

っ
た
言
葉
」で
あ
っ
て
、
「作
者
が
関
心
を
抱
く
も
の
だ
け
が
情
景
」で
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
は
、
田
近
・井
上
が
指
摘
す
る
「情
景
描
写
と
心
理
描
写
の
対
置
」に

も
通
じ
る
部
分
が
あ
る
。
ま
た
「情
景
の
傘
下
に
風
景
・心
理
・行
動
な
ど
の
小

説
の
重
要
な
要
素
が
す
べ
て
含
ま
れ
る
」と
い
う
考
え
方
は
、
表
現
さ
れ
た
情

景
の
中
で
物
語
の
筋
や
状
況
が
展
開
し
て
い
く
と
い
う
点
で
は
肯
首
で
き
る
面

も
あ
る
。

　

（四
）

「情
景
」の
考
え
方
に
つ
い
て

　

田
近
・井
上
が
指
摘
す
る
と
お
り
「情
景
」は
作
中
人
物
の
「心
理
描
写
」と

結
び
つ
く
こ
と
が
あ
り
、
作
中
人
物
の
心
理
を

一
層
際
立
た
せ
る
、
あ
る
い
は

一
層
明
ら
か
に
す
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
は
荻

原
が
い
う
よ
う
に
、
単
に
「情
景
」は
「自
然
の
風
景
を
指
す
の
で
は
な
い
」こ
と

か
ら
「作
者
の
関
心
」に
よ
っ
て
作
中
人
物
の
「心
理
・行
動
」に
ま
で
も
影
響
を

与
え
る
こ
と
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
ち
、
国
語
科
教
材
の
文
学
的
な
文
章
を

題
材
に
、
「情
景
の
描
写
」と
「心
情
の
描
写
」を
関
連
づ
け
な
が
ら
読
む
こ
と

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
さ
ら
に
は
「情
景
」が
作
品
の
中
で
作
中
人
物
の
「心

情
」を
ど
の
よ
う
に
鮮
明
に
す
る
場
合
が
あ
る
か
を
具
体
的
に
考
え
た
い
。

二

　

中
学
校
詩
教
材
「雪
」
（三
好
達
治
）の
「情
景
」を
読
む

　

こ
れ
ま
で
「情
景
描
写
」あ
る
い
は
「情
景
」に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の

中
で
情
景
の
描
写
は
、
単
に
風
景
そ
の
も
の
描
写
あ
る
い
は
写
し
出
し
た
も
の

で
は
な
く
、
あ
る
種
の
「情
意
」
「心
情
」を
読
む
側
に
訴
え
か
け
て
き
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

先
述
し
た
荻
原
雄
一
の
「作
者
が
関
心
を
抱
く
も
の
だ
け
が
、
情
景
」と
い

う
言
を
借
り
る
な
ら
ば
、
読
む
側
も
、
作
者
が
関
心
を
抱
く
世
界
を
探
り
な

が
ら
表
現
を
周
到
に
読
み
解
く
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
「情
景
描
写
」を

捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
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て
三
好
達
治
の
詩
「雪
」
の
情
景
を
読
ん
で
い
き
た
い
。

　　　　　　　　　　　

中
学
校
教
科
書
「伝
え
合
う
言
葉

　

中
学
国
語
１
」で
あ
る
。
本
文
は
次
の
と

　

（
一
）
教
材
と
し
て
の
「雪
」
（三
好
達
治
）に
つ
い
て

　　　　　　　　　　　

お
り
で
あ
る
。

　

「は
じ
め
に
」で
触
れ
た
と
お
り
三
好
達
治
の
「雪
」は
こ
れ
ま
で
長
い
間
多
く

の
教
科
書
で
採
用
さ
れ
て
き
た
。
現
在
は
高
校
教
科
書
で
採
用
さ
れ
、
教
育

出
版
の
中
学
校
一
年
生
用
教
科
書
「中
学
国
語
１
」に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
じ
教
育
出
版
小
学
校
五
年
生
用
教
科
書
の
「小
学
国
語
五
年
下
」で

も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
な
こ
と
か
ら
見
て
も
、
学
習
目
標
の
設
定
を
始

め
と
し
て
、
多
様
な
読
み
方
や
学
習
方
法
な
ど
が
可
能
な
教
材
と
考
え
ら
れ

る
。

　

当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
小
学
校
か
ら
高
等
学
校
ま
で
の
児
童
生
徒
の
発

達
段
階
を
考
え
る
な
ら
ば
、
学
年
段
階
に
よ
って
授
業
の
ね
ら
い
及
び
学
習
方

法
等
は
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
こ
の
た
っ
た
二
行
と
い
う
短
詩
形
の
詩
で

は
、
学
習
者
を
ど
の
よ
う
に
詩
の
表
現
に
向
き
合
わ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
学

習
活
動
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
平
成
一

　

一
年
度
の
桐
原
書
店
版
高
等
学
校
用
教
科
書
「探
求
国

語
１
」に
お
い
て
は
「雪
」の
詩
に
対
し
て
学
習
者
に
弓
太
郎
』『次
郎
』と
い
う

名
前
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ど
ん
な
意
味
合
い
を
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
る
か
。
」と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
学
習
を
促
し
て
い
る
。

　

ま
た
教
育
出
版
の
小
学
校
用
教
科
書
で
は
「情
景
を
想
像
し
よ
う
」中
学

校
用
教
科
書
で
は
「イ
メ
ー
ジ
を
想
像
す
る
」こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
学
習
の
ね
ら

い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
形
で
作
品
中
の
情
景
に
触
れ
る

こ
と
が
学
年
段
階
を
越
え
て
学
習
活
動
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え

　
　
　
　

こ
の
『雪
』と
い
う
作
品
は
、
数
多
く
の
先
行
実
践
事
例
も
あ
り
、
ま
た
多
く

の
先
行
研
究
も
あ
る
。
こ
の
作
品
を
読
み
解
く
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
一

部
に
助
け
を
借
り
た
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
詩
教
材
『雪
』を
ど
の
よ
う
に
読
む

か
に
つ
い
て
は
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
学
生
に
治
験
者
と
な
って
も
ら
い
協

力
を
得
た
。
な
お
検
討
に
使
用
し
た
の
は
、
教
育
出
版
の
平
成
二
八
年
度
版

　

（二
）

小
学
校
の
授
業
例
を
手
が
か
り
に
ー
教
師
の
発
問
と
情
景
ー

は
じ
め
に
、
小
学
校
に
お
け
る
先
行
授
業
例
を
参
照
し
た
い
。
次
に
掲
げ
る

の
は
深
川
明
子
論
文
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
授
業
例
で
あ
る
。
（注
１２
）

こ
の
授
業
は
小
学
校
四
年
生
を
対
象
に
行
った
事
例
で
あ
る
。
教
師
の
発

問
か
ら
は
、
例
え
ば
最
初
の
発
問
二
分
間
、
目
を
つ
ぶ
って
頭
に
絵
を
浮
か
べ

て
く
だ
さ
い
。
」や
「雪
ふ
っ
て
ま
す
か
？
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
と
お
り
可
能
な

限
り
児
童
に
対
し
「情
景
」を
具
体
的
に
想
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
把

握
で
き
る
。
な
お
授
業
例
は
長
文
の
た
め
授
業
意
図
に
反
さ
な
い
程
度
に
一

部
省
略
し
て
参
照
す
る
。

　

田
島
弘
子
氏
に
よ
る
授
業
（発
問
）

　

ー
詩
を
黙
読
後
ー

Ｔ
６
一
分
間
静
か
に
目
を
つ
む
って
ど
ん
な
様
子
か
頭
に
絵
を
浮
か
べ
て
下
さ
い
。
（し
ば

ら
く
す
る
と
、
目
を
つ
む
っ
た
ま
ま
ぽ
つ
ぽ
つ
手
が
あ
が
る
）

Ｔ
７
も
う
い
い
で
す
か

Ｔ
８
雪
ふ
っ
て
い
ま
す
か
？

Ｃ

　

た
く
さ
ん
ふ
っ
て
い
る
。

Ｃ

　

し
と
し
と
ふ
っ
て
い
る
。

Ｃ

　

ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
ふ
っ
て
い
る
。

Ｃ

　

静
か
に
ふ
っ
て
い
て
、
屋
根
な
ど
に
ま
あ
る
く
っ
も
っ
て
い
ま
す
。

Ｃ

　

大
き
な
、
か
る
い
雪
が
静
か
に
ふ
っ
て
い
ま
す
。

Ｃ

　

私
は
山
の
中
に
し
ん
し
ん
と
ふ
っ
て
い
る
と
思
う

雪

　　　　　　　　　　　　　　　　

三
好

太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

三
好
達
治

　２４



Ｔ
９
し
ん
し
ん
と
ふ
る
っ
て
、
ど
ん
な
様
子
を
長
井
さ
ん
思
い
う
か
べ
て
い
る
？

　　　　　　　　　

ー
略
Ｉ

Ｃ

　

静
か
に
音
も
な
く
ふ
り
つ
づ
い
て
い
る
と
思
う
。

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

Ｔ
１６
そ
れ
や

Ｔ
１０
今
、
山
の
中
っ
て
長
井
さ
ん
言
っ
た
け
ど
、
皆
さ
ん
は
？

Ｃ

　

小
さ
な
村
だ
と
思
う
。

Ｃ

　

町
は
ず
れ
の
小
さ
な
村
。

Ｃ

　

け
っ
こ
う
山
の
中
で
、
昔
だ
。

Ｃ

　

わ
ら
屋
根
。

Ｃ

　

か
や
ぶ
き
の
屋
根

ー
略
ー

　　　　　　　　　

・

Ｔ
１１
み
ん
な
外
の
様
子
を
言
っ
て
く
れ
た
け
ど
、
今
度
は
そ
う
っ
と
、
家
の
中
に
入
て
み
よ

　　

二′′。

Ｃ

　

こ
ん
ば
ん
わ
。

Ｃ

　

静
か
に
入
る
よ
。

Ｔ
１２
太
郎
ど
ん
な
顔
し
て
ね
て
い
ま
す
か
。

Ｃ

　

に
こ
に
こ
と
笑
っ
て
ね
て
い
る
。

　

ー
略
ー

Ｔ
１３
皆
、
い
く
つ
ぐ
ら
い
の
子
と
思
っ
て
い
る
。

Ｃ

　

三
、
四
年
生
。

Ｃ

　

ち
が
う
。
も
っ
と
小
さ
い
。

　

ー
略
ー

Ｔ
１４
そ
ば
に
だ
れ
も
い
な
い
の
？

Ｃ

　

お
母
さ
ん
が
い
す
に
す
わ
っ
て
編
み
物
し
て
い
る
。

　

ー
略
ー

Ｔ
１５
そ
れ
じ
ゃ
、
太
郎
た
ち
を
眠
ら
せ
た
も
の
は
な
に
？

Ｃ

　

お
母
さ
ん
。

Ｃ

　

雪
。

Ｃ

　

母
の
子
守
歌
で
ね
た
と
思
う
。

Ｃ

　

雪
が
子
守
歌
に
な
っ
て
ね
た
と
思
う
。

　

Ｔ
１６
そ
れ
じ
ゃ
、
こ
の
雪
は
ど
ん
な
雪
に
思
え
ま
す
か
。

　

Ｃ

　

ふ
わ
ふ
わ
し
た
や
さ
し
い
雪
。

　

Ｃ

あ
た
た
か
い
雪
。

　

ー
後
略
ー

　

授
業
の
途
中
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
た
。
後
半
に
お
け
る
「側
に
だ
れ
も
い
な

い
の
？
」の
発
問
に
対
し
て
は
「お
母
さ
ん
」な
ど
の
反
応
が
あ
る
。
ま
た
「太
郎

た
ち
を
眠
ら
せ
た
も
の
は
」
の
発
問
に
対
し
て
は
「お
母
さ
ん
」
「雪
」な
ど
の
反

応
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
「ど
ん
な
雪
に
思
え
る
か
」と
い
う
発
問
に
対
し
て

は
児
童
な
り
の
優
し
さ
の
あ
る
応
答
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
授
業
事
例
で
は
、
教
師
の
発
問
は
常
に
ま
わ
り
の
様
子
や
状
況
を
問

う
も
の
に
絞
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
一
方
児
童
は
発
問
に
対
し
て
素
直

に
反
応
し
、
自
分
の
感
じ
た
情
景
あ
る
い
は
心
情
を
各
児
童
の
言
葉
で
表
現
し

て
い
る
。

　

深
川
明
子
は
、
論
文
の
中
で
こ
の
授
業
に
つ
い
て

　　

視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
お
い
て
、
既
に
情
趣
を
も
含
め
た
形
で

　

映
像
化
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
Ｔ
１５
の
発
問
で
雪
と
母
親
の
イ
メ
ー

　

ジ
を
結
合
さ
せ
、
Ｔ
１６
で
は
「あ
た
た
か
い
雪
」と
答
え
て
い
る
。
雪
の
中

　

で
雪
と
と
も
に
あ
る
暮
ら
し
、
そ
こ
に
母
親
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
、
あ
た

　

た
か
さ
、
や
さ
し
さ
、
や
す
ら
ぎ
を
感
じ
と
っ
て
い
る
子
供
た
ち
の
発
言

　

は
、
イ
ー
ザ
ー
の
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
か
な
り
近
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
評
価
し
て
い
る
。

　

こ
の
授
業
は
、
深
川
の
指
摘
ど
お
り
、
屋
外
に
積
も
る
雪
の
情
景
を
想
起
で

き
る
よ
う
な
発
問
の
構
成
に
よ
っ
て
、
児
童
に
対
し
太
郎
や
次
郎
の
寝
顔

、

そ
ば
に
寄
り
添
う
母
親
の
姿
、
最
終
的
に
は
天
か
ら
降
る
「雪
の
や
さ
し
さ
」

に
ま
で
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
小
学
校
四
年
生
と

し
て
は
、
一
人
一
人
の
児
童
の
脳
裏
に
絵
画
の
よ
う
な
「情
景
」が
映
し
出
さ

れ
る
こ
と
で
、
授
業
の
ね
ら
い
は
十
分
達
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
太
郎
や
次
郎
を
眠
ら
せ
た
も
の
は
「母
」か
「雪
」か
と
い
う
問
い
は

２５



残
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
中
学
校
で
は
個
々
の
イ
メ
ー
ジ
に
任
せ
て
授
業
を

終
え
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
部
分
で
は
あ
る
。

　

（三
）

中
学
校
国
語
科
教
育
法
の
授
業
で

　

中
学
校
で
は
、
先
に
示
し
た
学
習
指
導
要
領
の
と
お
り
、
一
年
生
で
は
「言

葉
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
文
脈
を
た
ど
り
、
視
点
を
定
め
て
読
む
こ
と
が
必

要
」で
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
学
校
の
実
践
事
例
と
同
様
の
授
業
展
開
と
な
ら
な

い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

二
行
詩
で
あ
る
「雪
」の
授
業
に
つ
い
て
、
情
景
を
で
き
る
だ
け
豊
か
に
想
像

さ
せ
る
と
い
う
小
学
校
の
授
業
は
大
変
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。

が
、
中
学
校
に
お
い
て
は
「情
景
」を
読
み
取
る
場
合
で
あ
っ
て
も
『言
葉
を
手

が
か
り
』
と
し
て
『
文
脈
を
た
ど
り
』
つ
つ
、
詩
「雪
」
の
構
成
ま
で
を
明
ら
か
に

す
る
よ
う
な
授
業
展
開
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
中
学
校

一
年
の
授
業
で
は
ど
の
よ
う
な
授
業
過
程
が
考
え
ら
れ
る
か
を
検
討
し
た
。
そ

の
た
め
、
教
育
出
版
「伝
え
合
う
言
葉

　

中
学
国
語
１
」平
成
二
八
年
版
の
あ

る
詩
教
材
「雪
」を
素
材
と
し
て
検
討
し
た
。
検
討
に
当
た
って
は
北
海
道
教

育
大
学
釧
路
校
学
生
の
協
力
を
得
て
行
った
。

①

　

中
学
校
一
年
に
お
け
る
詩
「雪
」の
実
践
を
指
向
し
て

使
用
す
る
教
科
書
に
準
拠
し
て
、
次
の
よ
う
に
単
元
を
構
成
し
た
。

１

　

単
元
の
構
成

　

八

　

考
え
を
共
有
す
る
作
品
に
描
か
れ
た
情
景
や
心
情
を
豊
か

　

に
読
み
、
自
分
の
考
え
を
周
り
の
人
と
交
流
す
る
。

　

詩

　

四
季
の
詩
（安
西
冬
衛
／
ジ
ャ
ン
＝
コ
ク
ト
ー

　

堀
口
大
挙

訳
／
八
木
重
吉
／
三
好
達
治
）

　

小
説

　

少
年
の
日
の
思
い
出

　

ヘル
マ
ン
＝
ヘッ
セ

　

高
橋
健
二
訳

２

　

詩
教
材
ギ
ヨニ
三
好
達
治
）の
授
業
展
開
を
構
想
す
る
た
め
に

　

○
二
行
詩
「雪
」の
構
造
を
探
り
、
情
景
を
読
み
深
め
る
手
立
て

　

と
す
る
。

〈第
一
次
〉

①

　

個
別
に
鑑
賞
す
る
た
め
黙
読
す
る
。

②

　

個
々
に
読
み
手
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。

③

　

イ
メ
ー
ジ
を
簡
単
な
絵
に
表
す
。

④

　

何
故
そ
の
様
な
絵
を
描
い
た
の
か
、
説
明
を
加
え
る
。

⑤

　

グ
ル
ー
プ
内
で
「絵
と
説
明
」に
つ
い
て
交
流
す
る
。

　

〈第
二
次
〉

①

　

全
員
の
「絵
と
説
明
」を
確
認
す
る
。
教
師
が
併
せ
て
類
型
を

　

紹
介
す
る
。

②

　

文
の
描
い
た
絵
と
他
の
読
み
手
が
描
い
た
絵
の
違
い
を
確
認
す

　

る
ｏ

③

　

「雪
」の
詩
を
検
討
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
絵
に
描
い
た
情
景
を
出

　

発
点
と
し
て
検
討
を
加
え
る
。

　

・検
討
す
る
際
の
留
意
点
＝詩
の
表
現
を
操
作
す
る
が
二
行
詩
の

　

構
成
は
変
え
な
い
。

　

・検
討
課
題
を
設
定
（注
１３
）

　

検
討
課
題

　

①
太
郎
、
次
郎
を
眠
ら
せ
た
の
は
誰
か
。

②
雪
は
ど
の
よ
う
に
降
っ
て
い
る
か
。

③
太
郎
、
次
郎
の
関
係
は
。

④
周
り
の
様
子
は
ど
う
か
。

④

　

そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
冒
頭
で
、
省
略
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「主

　

部
又
は
主
語
」を
補
っ
て
詩
の
内
容
を
具
体
化
し
て
み
る
。

・文
中
の
述
部
の
役
割
を
検
討
し
、
文
脈
を
確
認
す
る
。

⑥

　

詩
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
再
度
作
品
を
読
み
味
わ
う
。

３

　

授
業
の
展
開

〈第
一
次
の
実
践
過
程
〉

（１
）詩
を
読
む
。

　　　　　　　　　　

（黙
読

　　

３
分
）

（２
）情
景
を
簡
単
な
絵
に
描
く
。

　　　　

（描
画

　

１
５
分
）

（３
）自
分
の
描
い
た
絵
に
理
由
を
添
え
る
。

　

（記
述

　

１
０
分
）



（４
）グ
ル
ー
プ
内
で
絵
と
理
由
を
交
流
す
る
。

（交
流

　

１
５
分
）

（５
）交
流
の
結
果
に
つ
い
て
感
想
を
ま
と
め
る
。
（感
想

　　

７
分
）

〈第
一
次
の
実
践
経
過
〉

○
実
践
過
程
（１
）
（２
）の
段
階

（詩
を
読
み
絵
に
描
く
段
階
）

①

　

各
自
、
詩
を
黙
読
し
、
思
い
描
い
た
情
景
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に

描
画
し
た
。

②
実
際
の
黙
読
及
び
描
画
に
は
２
０
分
の
時
間
を
要
し
た
。

③
描
画
の
結
果
は
次
の
と
お
り
。

　

※
実
際
の
描
画
は
資
料
１
参
照

Ａ
屋
外
か
ら
見
て
家
を
描
い
た
も
の

　　

一
軒
の
家

　　　　　　

１
９
名
（太
郎
、
次
郎
は
兄
弟
）

　

二
軒
以
上
の
家

　　　　　

３
名
（太
郎
、
次
郎
は
他
人
）

Ｂ
屋
内
を
描
い
た
も
の

　　　　

９
名
（太
郎
、
次
郎
は
兄
弟
）

Ｃ
屋
外
を
描
い
た
も
の

　　　　

４
名
（太
郎
、
次
郎
は
兄
弟
）

Ｄ
縁
側
を
描
い
た
も
の

　　　　

１
名
（太
郎
、
次
郎
は
兄
弟
）

Ｅ
犬
小
屋
を
描
い
た
も
の

　　

４
名
（太
郎
、
次
郎
は
兄
弟
犬
）

Ｆ
熊
の
冬
ご
も
り
を
描
い
た
も
の

　　　

１
名
（親
子
兄
弟
熊
）

④
太
郎
、
次
郎
に
加
え
て
他
の
人
物
を
描
き
加
え
た
も
の

　

・母
親
を
描
き
加
え
た
も
の

　　　

１
８
名

　

・父
親
を
描
き
加
え
た
も
の

　　　　

１
名

　

・大
の
飼
い
主
を
描
き
加
え
た
も
の

　

１
名

　

・母
熊
を
描
き
加
え
た
も
の

　　　　

１
名

⑤
描
か
れ
た
太
郎
、
次
郎
の
状
況
に
つ
い
て

　

・ふ
と
ん
の
中
で
寝
て
い
る
も
の

　　　

２
８
名

　

・ベ
ッ
ド
で
寝
て
い
る
も
の

　　　　　　　

３
名

⑥
降
って
い
る
雪
の
状
況
に
つ
い
て

　

・雪
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
大
粒
の
雪
を
描
い
て
い
た

〈描
画
に
つ
い
て
の
考
察
〉

　

・４
１
名
の
中
で
、
太
郎
と
次
郎
が
他
人
で
あ
る
と
考
え
た
学
生
は
３

名
で
あ
った
。
他
人
と
考
え
た
者
の
理
由
は
「太
郎
の
屋
根
、
次
郎
の
屋
根
」

と
分
け
て
表
記
し
て
あ
る
こ
と
を
上
げ
て
い
る
。
一
方
太
郎
、
次
郎
が
兄
弟
と

考
え
た
者
は
、
名
前
の
太
郎
、
次
郎
が
順
序
性
を
も
ち
、
そ
れ
を
表
現
し
て
い

る
と
捉
え
て
い
る
。

　

・犬
を
描
い
た
者
は
太
郎
、
次
郎
を
現
代
的
な
大
の
名
前
と
し
て
名

　　

づ
け
ら
れ
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

　

・母
親
を
描
い
た
者
の
多
く
は
「眠
ら
せ
」の
行
動
主
体
を
母
親
と
捉

　　

え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
母
親
を
描
い
た
者
は
、
そ
の
母
親
を
共
感
的

　　

に
描
い
て
い
る
。

　　

・父
親
を
描
い
た
者
は
母
親
と
の
協
働
で
太
郎
、
次
郎
を
寝
か
し
つ
け

　　

て
い
る
。

　

・屋
外
を
描
い
た
者
は
太
郎
、
次
郎
の
語
か
ら
、
犬
や
熊
な
ど
、
さ
ら

　　

に
場
面
を
飛
躍
さ
せ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　

・太
郎
、
次
郎
を
他
人
と
し
て
捉
え
た
者
は
、
太
郎
、
次
郎
の
屋
根
が

　　

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
家
と
考
え
て
お
り
、
二
人
を
眠
ら
せ
た
も
の
は

　　

「雪
」と
捉
え
て
い
る
。

　

○
実
践
過
程
（３
）の
段
階

（描
い
た
絵
に
説
明
を
加
え
る
）

　　

学
生
が
絵
に
加
え
説
明
で
は
次
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
特

に
母
親
の
愛
情
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
が
多
く
見
ら
れ
た
。

　

・す
べ
て
の
絵
は
夜
の
情
景
と
な
っ
て
い
る
。

　

・過
去
の
田
舎
の
情
景
と
し
て
描
い
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は

　　

囲
炉
裏
な
ど
も
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　

・現
代
の
日
常
の
中
の
情
景
と
し
て
描
い
た
も
の
が
あ
る
。
ベ
ッ
ド
な
ど

　　

も
描
か
れ
て
い
る
。

　

・場
面
の
静
け
さ
に
触
れ
た
も
の
も
あ
る
。

　

・母
の
優
し
さ
に
ふ
れ
た
も
の
も
多
い
。

○
実
践
過
程
（４
）
（５
）の
段
階

（交
流
及
び
感
想
）

　

以
下
に
学
生
の
主
な
感
想
を
略
記
す
る
。
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・中
学
生
の
時
に
学
習
し
た
の
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
中
学
校
の
時
と
考

　　　

〈第
二
次
の
実
践
過
程
〉

え
が
変
わ
っ
て
い
る
の
か
と
て
も
気
に
な
り
ま
す
。
実
家
に
ノ
ー
ト
が

　　

（１
）学
生
に
全
員
の
「

あ
る
の
で
見
返
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

・言
葉
に
は
強
い
力
が
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
あ
い
ま
い
な
存
在
だ
。
高
校

時
代
新
聞
を
書
い
て
い
た
の
だ
が
言
葉
の
暖
昧
さ
に
は
よ
く
苦
し
め
ら

れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
日
本
語
と
い
う
も
の
は
面
白
く
て
、
奥
深
い
の
か

も
知
れ
な
い
。

・言
葉
が
同
じ
で
も
人
に
よ
っ
て
感
じ
方
や
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る
の
は
面

白
い
と
思
い
ま
し
た
。
同
じ
雪
が
降
っ
て
い
る
の
で
も
絵
に
す
る
こ
と
で
、

ど
う
降
っ
て
い
る
の
か
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
の
で
面
白
か
っ
た
。

・言
葉
一
つ
で
も
一
人
一
人
想
像
す
る
も
の
が
全
く
変
わ
って
い
る
と
い

う
こ
と
や
、
表
現
に
よ
っ
て
も
変
わ
っ
て
い
る
く
る
と
い
う
こ
と
を
実
感

し
、
言
葉
の
力
の
す
ご
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
他
の
人
の
「雪
」の
詩
の
イ

メ
ー
ジ
が
と
て
も
気
に
な
り
ま
し
た
。

・絵
を
描
く
際
に
、
イ
メ
ー
ジ
は
で
き
て
い
て
も
、
自
分
の
言
葉
で
表
現
す

る
の
が
と
て
も
難
し
い
と
感
じ
た
。
じ
ょ
う
ず
に
伝
え
る
に
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
説
明
を
書
き
ま
し
た
。

・こ
の
詩
に
つ
い
て
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
る
と
い
う
課
題
で
あ
っ
た
が
、

太
郎
と
次
郎
は
人
間
で
あ
っ
た
り
、
犬
で
あ
っ
た
り
、
登
場
す
る
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
も
全
く
違
って
面
白
か
った
。
考
え
方
、
視
点
も
そ
れ
ぞ
れ

で
驚
い
た
。

・人
に
よ
っ
て
受
け
取
り
方
は
違
い
ま
す
。
そ
れ
を
改
め
て
確
認
で
き
ま

し
た
。
今
回
の
「雪
」
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
か
ら
入
る
学
習
は
個
人
的

に
好
き
で
す
。
国
語
の
導
入
と
し
て
も
っ
て
こ
い
で
す
し
、
色
ん
な
言

葉
で
魅
了
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
う
。

・読
み
手
に
よ
っ
て
多
様
な
読
み
が
成
立
す
る
の
で
、
授
業
す
る
の
が
難

し
い
と
感
じ
た
。
ま
た
文
語
表
現
も
あ
る
の
で
、
ど
の
程
度
教
師
が
生

徒
を
補
助
す
る
の
か
も
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（１
）学
生
に
全
員
の
「絵
と
説
明
」の
コ
ピ
ー
を
配
付

（２
）自
他
の
「絵
と
説
明
」
の
違
い
を
確
認
す
る
。

（３
）検
討
課
題
に
基
づ
き
「雪
」の
詩
を
検
討
す
る
。

①
主
部
を
補
い
太
郎
、
次
郎
を
眠
ら
せ
た
の
は
誰
か
を
検
討
す
る
。

　

②
雪
は
ど
の
よ
う
に
降
っ
て
い
る
か
検
討
す
る
。

　

③
太
郎
、
次
郎
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

④
周
り
の
様
子
は
ど
う
か
検
討
す
る
。

（４
）再
度
「雪
」の
詩
を
読
み
味
わ
う
。

〈第
二
次
の
実
践
経
過
〉

○
実
践
過
程
（１
）
（２
）の
段
階

（自
他
の
絵
と
説
明
の
違
い
）

　

全
員
の
描
い
た
「絵
と
説
明
」を
プ
リ
ン
ト
し
配
付
し
た
。
そ
の
中
で
「眠

　

ら
せ
た
も
の
は
」と
い
う
点
に
つ
い
て
、
個
々
の
感
じ
方
に
つ
い
て
確
認
し

　

た
。

　

ま
た
、
太
郎
と
次
郎
を
兄
弟
と
考
え
た
も
の
、
他
人
と
考
え
た
も
の

　

が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
人
間
か
動
物
か
に
つ
い
て
は
留
保
し
た
。
兄

　

弟
と
考
え
た
場
合
に
は
一
軒
の
屋
根
の
下
に
立
と
う
、
次
郎
が
い
る
こ
と

　

を
確
認
し
た
。
他
人
で
あ
る
場
合
に
は
二
人
の
寝
て
い
る
家
が
別
に
描
か

　

れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。

○
実
践
過
程
（３
）の
段
階

（「雪
」の
詩
の
検
討
）

①
二
文
の
冒
頭
で
省
略
さ
れ
て
い
る
「主
語
」を
補
い
、
詩
の
内
容
を
具

体
化
す
る
。

　

，
こ
の
活
動
は
、
詩
の
全
体
像
に
か
か
わ
こ
と
と
な
る
。
「誰
が
太
郎
、
次

　

郎
を
眠
ら
せ
た
の
か
」を
読
み
手
が
自
分
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
定
す
る

こ
と
に
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
に
お
い
て
は
「眠
ら
せ
た

　

も
の
」が
詩
全
体
を
リ
ー
ド
す
る
主
体
者
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
詩
は
二
行
の
短
詩
形
で
あ
り
、
そ
の
形
式
を
変
え
て
は

　

な
ら
な
い
。
主
語
又
は
主
部
を
補
う
活
動
は
、
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
二
行
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詩
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　　　

眠
ら
せ
１１
る
と

　

眠
ら
せ
＝
た
後
に

眠
ら
せ
＝
な
が
ら

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
自
由
に
詩
を
改
変
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

　　　

眠
ら
せ
＝
て
い
る
と

　

眠
ら
せ
＝
た
ら

眠
ら
せ
＝
て
い

か
ら
で
あ
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

口
口

　

を

　

つ
こ
場

ロ

　　　

学
生
は
、
自
分
の
描
い
た
絵
に
基
づ
き
、
主
語
を
置
く
。
そ
の
際
「助
詞
」

を
補
う
こ
と
は
可
と
し
た
。

〈学
生
の
補
った
主
語
又
は
主
部
〉

・母
親
が

　

・太
郎
と
次
郎
の
母
親
が

　

・雪
は

　

・雪
が

　

・空
は

・母
が

　

・君
は

　

・僕
は

　

・両
親
は

　

・飼
い
主
が

・太
郎
の
母
が
、
次
郎
の
母
が

　

・母
は

　

・夜
は

白
母
』を
補
った
一
文
の
場
合
〉

Ａ

　

母
は
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

Ｂ

　

母
親
が
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

　

Ｃ

　

太
郎
の
母
が
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

白
雪
』を
主
語
と
し
て
補
っ
た
一
文
の
場
合
ｖ

Ａ

　

雪
は
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

Ｂ

　

雪
が
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

白
夜
』を
主
語
と
し
て
補
った
一
文
の
場
合
〉

Ａ

　

夜
は
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

　

こ
の
よ
う
に
主
語
又
は
主
部
を
補
う
こ
と
で
、
文
脈
は
明
ら
か
に
な

　

る

か
を
考
え
て
み
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
主
部
な
ど
を
補
う
こ
と
で

　

各
行

の
文
意
は
明
ら
か
に
な
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
学
生
か
ら
は
文
は

　

一
応
流
れ

て
い
る
が
『読
点
』の
部
分
に
違
和
感
を
感
じ
る
と
い
う
発
言

　

が
多
か
っ
た
。

②
文
が
流
れ
る
よ
う
、
さ
ら
に
言
葉
を
補
う
。

　

違
和
感
を
解
消
す
る
た
め
に
、
ま
た
一
文
の
流
れ
を
壊
さ
な
い
よ
う
、

最
小
限
の
語
句
を
補
う
こ
と
と
し
た
。
こ
の
場
合
も
二
行
詩
の
ス
タ
イ
ル

を
壊
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
『
読
点
』
の
前
、
「太
郎

　

を

眠
ら
せ
」の
後
に
語
句
を
補
っ
て
違
和
感
を
解
消
す
る
こ
と
と
し
た
。

〈学

生
が
補
った
語
句
の
例
〉

　

眠
ら
せ
＝
て
い
る
と

　

眠
ら
せ
＝
た
ら

　

眠
ら
せ
＝
て
い
る
間
に

　

〈語
句
等
を
補
っ
た
場
合
の
文
の
流
れ
〉

Ａ

　

雪
は
太
郎
を
眠
ら
せ
な
が
ら
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

　

Ｂ

　

母
が
太
郎
を
眠
ら
せ
な
が
ら
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

Ｃ

　

飼
い
主
は
太
郎
を
眠
ら
せ
な
が
ら
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

Ｄ

　

空
は
太
郎
を
眠
ら
せ
た
ら
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

Ｅ

　

雪
が
太
郎
を
眠
ら
せ
て
い
る
間
に
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

Ｆ

　

母
は
太
郎
を
眠
ら
せ
た
ら
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

Ｇ

　

両
親
が
太
郎
を
眠
ら
せ
て
い
る
と
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。

　　

こ
の
よ
う
に
、
語
や
語
句
を
補
っ
て
み
た
。
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
と
違

　

和
感
の
理
由
が
見
え
て
く
る
。

　　

第
一
に
『主
語
』を
補
っ
た
場
合
、
主
語
を
受
け
る
の
は
「眠
ら
せ
」か

　

「ふ
り
つ
む
」
か
、
ど
ち
ら
な
の
か
の
問
題
。

　　

第
二
に
『述
部
』が
二
か
所
あ
り
、
文
頭
の
主
語
は
『読
点
』を
越
え
て
、

　

文
末
に
結
び
つ
か
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　　

第
三
に
『主
語
』を
「雪
」以
外
と
し
た
場
合
に
は
、
文
に
ね
じ
れ
が
生

　

じ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
「眠
ら
せ
な
が
ら
」に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
別
な
何
か
の

　

行
動
が
予
想
さ
れ
る
文
脈
と
な
る
の
だ
。

　　

第
四
に
『主
語
』を
「雪
」と
し
て
置
い
た
場
合
は
一
文
の
中
で
『読
点
』

　

を
挟
み
「雪
」
の
語
が
重
複
し
て
し
ま
う
。

　　

し
た
が
っ
て
、
文
脈
の
流
れ
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
と
、
逆
に
詩
の

　

世
界
が
壊
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

③
述
部
「眠
ら
せ
」及
び
弓
む
」の
性
質
を
検
討
す
る
。

述
部
に
置
か
れ
た
二
つ
の
動
詞
「眠
ら
せ
る
」及
び
「つ
む
」に
つ
い
て
検
討
し

て
み
た
い
。
周
知
の
通
り
「眠
ら
せ
る
」は
他
動
詞
「つ
む
」は
自
動
詞
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
一
概
に
は
い
え
な
い
面
も
あ
る
が
、
一
文
の
中
に
「読
点
」を
挟
ん

で
他
動
詞
と
自
動
詞
と
い
う
は
た
ら
き
の
異
な
る
動
詞
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ

－２９－



れ
が
読
み
手
に
違
和
感
を
与
え
る
原
因
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ

で
第
一
の
違
和
感
の
理
由
を
考
え
れ
ば
「主
語
」を
補
う
こ
と
で
、
自
動
詞
と

他
動
詞
が
反
発
し
合
う
文
脈
と
な
っ
て
し
ま
う
。
文
脈
を
明
確
に
し
よ
う
と

し
て
省
略
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「主
部
」を
補
う
な
ど
に
よ
っ
て
一
層
違

和
感
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。

ま
た
第
二
の
違
和
感
は
、
文
頭
に
「主
語
」を
補
った
場
合
の
「主
語
」は
「読

点
」を
越
え
て
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
違
和
感
で
あ
る
。

　

文
頭

に
置
か
れ
た
主
語
は
「眠
ら
せ
」
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
謡
前

点
」以
下
の
「太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つ
む
。
」と
は
直
接
的
な
関
係
が
見
え
な

く
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
「主
語
」を
「雪
」以
外
に
し
た
場
合
の
違
和
感
は
文
末
の
述
部
「ふ

り
つ
む
」が
主
部
と
し
て
の
「雪
」
以
外
を
受
け
入
れ
ず
、
単
に
必
然
性
の
な
い

二
つ
の
事
柄
を
そ
れ
ぞ
れ
「読
点
」に
よ
っ
て
接
続
し
た
だ
け
に
な
る
か
ら
で
あ

る
ｏ第

四
の
違
和
感
は
一
文
に
「主
語
」が
重
複
す
る
違
和
感
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
「雪
」と
い
う
語
が
違
和
感
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
「雪
」が
重
複

す
る
こ
と
で
読
み
手
に
必
要
の
な
い
説
明
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
な
感
覚
を

与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
好
達
治
は
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
文
の

冒
頭
で
は
な
く
「題
名
」に
弔
ョ
」を
置
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

ーつ
′′。

　

以
上
四
点
の
違
和
感
は
、
中
学
校
第
一
学
年
の
第
三
学
期
、
学
年
末
に
近

い
段
階
で
は
語
感
の
指
導
あ
る
い
は
学
校
文
法
の
指
導
と
併
せ
て
取
り
上
げ

る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

④
意
味
の
通
る
詩
文
を
作
る
。

　

先
に
示
し
た
四
つ
の
違
和
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
こ
の
二
行
詩
に
お

い
て
の
文
章
表
現
と
は
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
学
生
た
ち
が
考
え

た
表
現
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

表
現
Ａ

　

雪
は
太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
ふ
り
つ
む
。

　

雪
は
次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
ふ
り
つ
む
。

　

表
現
Ｂ

　

太
郎
を
眠
ら
せ
な
が
ら
、
雪
は
屋
根
に
ふ
り
つ
む
。

　

次
郎
を
眠
ら
せ
な
が
ら
、
雪
は
屋
根
に
ふ
り
つ
む
。

　

こ
の
よ
う
な
二
行
詩
が
あ
っ
た
と
し
て
、
共
感
を
覚
え
る
人
は
少
な
い
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
情
景
は
、
作
者
・詩
人
が
言
葉
を
厳
選
し
、
あ
る
い
は
リ
ズ
ム
な
ど

を
吟
味
し
て
作
品
と
し
て
創
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
多
く
の
共
感

が
寄
せ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　

中
学
校
に
お
い
て
は
、
小
学
校
の
よ
う
に
作
品
の
中
に
没
入
し
て
作
品
を
味

わ
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
同
様
に
作
品
の
構
造
や
表
現
の
仕
方
そ
の
も
の

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
よ
う
な
学
習
も
ま
た
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

○
実
践
過
程
（４
）の
段
階

（「雪
」の
詩
を
再
度
読
み
味
わ
う
）

　

授
業
後
の
学
生
の
感
想
を
略
記
す
る
。

　

・
一
見
単
純
そ
う
に
見
え
る
文
章
も
、
文
章
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、
何

故
そ
う
い
っ
た
題
名
な
の
か
。
主
語
は
何
に
な
る
か
な
ど
、
発
見
が
た
く

　

さ

ん
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
。

　

・二
つ
の
文
だ
け
で
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
「主
語
」の
補
い
方
も

　

変

わ
っ
て
く
る
の
だ
と
感
じ
た
。
最
初
は
詩
に
対
し
て
、
良
い
詩
だ
と
し

　

か
思
わ

な
か
っ
た
け
れ
ど
、
主
語
や
助
詞
な
ど
を
補
う
こ
と
で
、
と
て
も

　

深
い
詩
な

の
だ
と
感
じ
ら
れ
た
。
イ
メ
ー
ジ
か
ら
考
え
を
広
げ
る
こ
と

も
大
切
だ
と
感

じ
ら
れ
た
。

　

・
「雪
が
太
郎
を
眠
ら
せ
る
」と
い
う
表
現
が
す
ご
く
面
白
い
と
感
じ
た
。

私
自
身
は
余
り
雪
に
な
じ
み
が
な
く
て
、
イ
メ
ー
ジ
が
難
し
い
部
分
も

　

あ
っ

た
け
ど
、
こ
れ
は
自
分
が
沖
縄
で
子
供
に
授
業
す
る
と
き
に
、
子

　

供
も
感
じ

る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
教
材
研
究
が
で

　

き
た
ら
い
い
な

と
思
い
ま
し
た
。

　

・今
回
は
前
回
読
ん
だ
詩
を
細
か
く
見
て
い
き
ま
し
た
。
細
か
く
見
る
こ

ー　



と
で
、
動
詞
が
自
動
詞
か
他
動
詞
か
で
違
い
を
見
て
い
った
り
、
間
に
入

　

る

言
葉
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
で
、
し
っ
か
り
読
む
こ
と
は
大
切
だ
と
思

　

い
ま

し
た
。

　

・詩
を
読
ん
で
最
初
に
「な
ん
だ
こ
れ
？
」と
疑
問
に
思
った
原
因
が
動

　

詞

だ
った
こ
と
に
驚
い
た
。
動
詞
を
見
る
と
主
人
公
が
分
か
る
気
が
し
た
。

　

・主
語
を
補
う
こ
と
で
文
を
大
ま
か
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

　

に

な
り
、
語
を
補
う
こ
と
で
、
よ
り
は
っ
き
り
と
文
が
見
え
て
き
て
面
白

　

い
と

感
じ
た
。

　

・助
詞
や
主
語
を
工
夫
す
る
だ
け
で
、
こ
の
よ
う
に
印
象
が
変
わ
る
こ
と

は
驚
き
で
し
た
。
い
か
に
こ
の
詩
に
は
様
々
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
か
が

　

分

か
り
ま
し
た
。
普
段
の
会
話
を
す
る
中
で
も
少
し
違
和
感
を
感
じ
る

　

こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
主
語
の
ね
じ
れ
や
助
詞
が
関
係
し
て
い
る
の
か
な

　

と
思
い
ま

し
た
。

お
わ
り
に

　

小
学
校
段
階
で
は
可
能
な
限
り
「情
景
」を
想
起
さ
せ
物
語
世
界
や
作
中

の
世
界
に
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る

児
童
の
思
い
込
み
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
作
品
中
に
置
か
れ
て
い

る
語
や
語
句
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
の
イ
メ
ー
ジ
世
界
の
想
像
で
あ
る
。

　

し
か
し
中
学
校
に
お
い
て
は
、
作
品
の
構
造
や
表
現
の
仕
方
に
留
意
し
な
が

ら
使
用
さ
れ
て
い
る
語
や
語
句
の
は
た
ら
き
か
ら
作
品
世
界
を
理
解
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
作
品
世
界
に
表
現
さ
れ
た
情
景
は
作
品
の
中
で
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
例
え
ば
、
た
っ
た
二
行
の
中
で
「太
郎
、
次
郎
」
の
リ

フ
レ
ー
ン
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。

　

山
本
健
吉
は
こ
の
詩
を
「こ
と
ば
の
歳
時
記
ス
注
１４
）
で
次
の
よ
う
に
評
し

て
い
る
。

　　

「太
郎
を
眠
ら
せ
」
「次
郎
を
眠
ら
せ
」と
い
う
の
は
母
親
の
思
い
で
あ

る
。
眠
っ
て
い
る
太
郎
と
次
郎
は
、
夜
の
間
に
休
み
な
く
雪
が
降
り
積

　

も
っ
て

い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
子
供
た
ち
を
眠
ら
せ
た
枕
も
と
で
、
針

　

仕
事
か
な

に
か
に
精
出
し
て
い
る
の
は
、
日
本
の
母
親
の
姿
で
あ
る
。

読
む
者
に
こ
の
よ
う
な
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
詩
が
、
実
は
非
常
に
選
び

抜
か
れ
た
語
や
語
句
を
使
って
創
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
生

徒
た
ち
に
気
づ
か
せ
て
い
く
こ
と
も
、
中
学
校
国
語
科
の
役
割
の
一
つ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

注
注
１

　

永
瀬
恵
子

　

教
科
書
別
採
録
作
品
の
相
違
に
見
る
詩
教
材
の
傾
向
２
０
１
５

　

早
稲
田
大
学
教
育
学
研
究
紀
要

　

別
冊
２
２
号

注
２

　

小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編

平
成
２
０
年

　

文
部
科
学
省

注
３

　

中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編

平
成
２
０
年

　

文
部
科
学
省

注
４

　

阿
久

　

悠

　

愛
す
べ
き
名
曲
た
ち
ー
私
的
歌
謡
曲
史
ー
Ｐ
２
１
４
～
２
１
６

　　

岩
波
新
書

　

１
９
９
７

注
５

　

同
右

注
６

　

輿
水

　

実

　

国
語
科
基
本
用
語
辞
典
Ｐ
１
３
８

明
治
図
書

　

１
９
７
９

注
７

　

田
近
淘
一
・井
上
尚
美

　

国
語
教
育
指
導
用
語
辞
典

教
育
出
版
２
０
１
６

注
８

　

同
右

注
９

　

同
右

注
１０

　

同
右

注
１１

　

荻
原
雄
一

　

文
学
教
育
基
本
用
語
辞
典

　

教
育
科
学
国
語
教
育
（臨
時
増

　

刊
）
明
治
図
書

　

１
９
８
６

注
１２

　

深
川
明
子

　

読
み
の
授
業
再
考
ー
読
者
論
の
視
点
か
ら
ー

金
沢
大
学
語
学
・文
学
研
究
第
１
３
号

　

１
９
８
４

注
１３

　

望
月
善
次

「雪
二
三
好
達
治
）解
釈
の
鳥
歌
図
作
成
の
た
め
の
ノ
ー
ト

　　　　　

岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
第
４
２
巻

　

１
９
８
３

　　

望
月
は
右
論
文
で
詩
「雪
」に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
課
題
と
し

て
次
の
よ
う
な
２
０
の
問
題
点
を
列
挙
し
て
い
る
。

１１　　



　　

・題
名
と
し
て
の
「雪
」

・太
郎
次
郎
と
い
う
名
称

　　

・^
眠
ら
せ
〉の
主
体

　

・句
読
点

　

・〈太
郎
〉の
再
出

　　

・〈太
郎
の
屋
根
ｖの
非
日
常
性

　

・〈ふ
り
つ
む
ｖの
平
仮
名
表
記

・文
語
的
か
口
語
的
か

・８
う
・６
の
音
数
律

　　

・短
歌
的
か
俳
句
的
か

・^
母
ｖ音
構
造

　　

・叙
述
順
序
〈太
郎
〉
〈太
郎
の
屋
根
〉
〈雪
ｖ

　　

・リ
フ
レ
イ
ン

　

・太
郎
と
次
郎
の
間
柄

・場
所
ー
都
会
か
田
舎
か

　

・話
者

　

・本
作
品
への
影
響

・「雪
」と
他
の
達
治
作
品
と
の
関
連

　

・そ
の
他
の
問
題

・「雪
」の
評
価

こ
の
中
か
ら
４
つ
の
問
題
点
を
検
討
課
題
と
し
て
抽
出
し
た
。

注
１４

山
本
健
吉

　

こ
と
ば
の
歳
時
記

　

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫

　

平
成
２
８
年

な
お
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
本
で
は
、
一
部
判
読
不
能
の
表
記

が
あ
った
た
め
、
西
郷
竹
彦
全
集
に
採
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
補
った
。

（お
く
む
ら
つ
と
む
／
北
海
道
教
育
大
学
釧
路
校
非
常
勤
講
師
）

資
料
１

○
母
親
が
寝
か
し
つ
け
て
い
る

小
坪
・次
期
“
兄
弟
今
”
で“

有
一
ぃ
℃
－＊
犯
し
，あ
り
害
”

凸
馴
Ｋ

す
も
も
寝
か
せ
－

件
に
布
団
も
か
け
１
お
け
ぅ

母
親
り
樟
キ
も
履
樽
ド

雪
拭
そ
う
鼻
予
て
来
して

”
ラ
リ
ボ
ｄ
な
り
か
も
考
え

」た
．

　　　

・

ｆ兄
弟
翌
テ
犯
した
連装
”

蒸
留
・次
“
もゐ
前
ｍ枚
守
る
．して．ヱ

人
１
鯵
￥で１“う
・しｔ・

・掌
ず
り
根
な“小
，

眠
り｛う
人
豆
親
ボｇ
胃
，ｑ
執
りゞ

ド
キ
でｔ
り珪
鈎ｔ
す
る
グ
≠
・”′，

　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　
．

　

・　　

○
兄
弟
で
寝
て
い
る

　　　　

自
分
の想
いを韻

　　

てより、

リ
ン
ス
々
，
り
ね
た
侍
僻
圭

　　　
　　　
　
　
　
　
　
　
　

　　

　

　

　

　　
　　

　　

　　
　
　

　　

　

　
　
　　　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
し
ヮ
嘆
都
え
ド
デ
も
１｝ト

　
　

　

　
　　
　
　　

　　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　

′嚇
草
履
夕
．き
りふ
ぅ
な

　
　
　

３２ー

ｎ
分
の卿
いを
悦
列
し
１１１２



０
両
親
が
寝
か
し
つ
け
て
い
る

就
｛′＃
為
背
い
Ｚ
あ
８
の

か
、を
ヴ孝
枝
「で
も
ｆｇ
乙

　

ま
ｇ
・
そ
し
て
、仏
｝歌

じ
ず
燐
”積
も
ぎ
と
ｈう

ょ
ぅ
な
馨
￥
ち
紳
ィ
も

ｚ
ｑ
ｇ
の
で
、天
候

は

挿
り
で
Ｌ巧
言
。
ま
た
、大

十坪
と
支
部
は
め
な
り

Ｌ双
，に
住
ん
で
隻
′畿
な
か

な
う
拷
の
キ
で
，錆歯
り

屋
根
ぶ
へ友
好
の
塗
脳で
し

と
分
け
～
れ
て
ゑ凄
か
れ
４

ｈ
ｇ
小
「

十方
ｇ
、

○
太
郎
と
次
郎
は
別
の
家
の
子
供

大
坪
”老
少
盈
泳
が
ゅさ
麦
凡

虐
脅
す
え
墓
”
な
じ希
薄
モ

カ
。
て
り
筆
の
ダ
リオ
＆
り
＃
十代

有
ム
雲
ぎ
キ
ガ
ム
ち
卜
さ
’
ｉ

粥
鵜
務
溺

韮矛
を
承
３
，

鴇
′旗
ｔ
ｉ
ｕて
一堰
塞
▼も
増
毛

齢
婚
鐘
賜
針
写

豹
１
′多
＃
ガ
キ
リ
ー
い１
ｑ〆
ｏ

考
ん
‘
ｒ
ｔ
ｊ
≠
壱
零
し謡
う

も
え
が
、大
輔
も
京
叫
”
坪
い

渉
墓
”み
りん
三
角
均
、ＹＡ
蔭
【は

斧
雛
…ぬ
γｄ
ザ
デ
舎
；
ｔ
変
化
‘ムｔ

　　

・′
日
分
の狙
いを
露
男
し
ょ
え

○
大
郎
次
郎
は
別
の
家
の
子
供

　

　　
　

　

　　

　

　　
　　　

　

　　
　
　　
　

自分
の趨
いを
愛
列
し
よ
う
・

　　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　
　
　　
　

′ー零
咋
旨
川
丹

　

に
勝
”，
１

　
　　
　　
　
　
　　

　
　
　
　

　

　

　

　

ｏ
勃
を，
じ
也
く
．
工
も

　

　
　　　
　　
　　
　

二
度α
１
ぃ
ｌ
ａ
ｄ
，
ベ
ヴに
て

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

上
ハ
今
岡

ｏ
だ
人
ｔム
”
、裂
伊
ｔ
交番
γ
三
月”

上
人
公
の
密
か
ｒ
プ
ロ

ず
ｏ
Ｌ
７
ぃ
た
ズ
セ
蝋
・り

せ
．
大
好
き
死
に
六

か
星
に
逸
れ
７
ぃ
を
・

次
に
沈
ん鐸
十字
犬
小
屋
′

ド
ル
れ
マ
リ
に

　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

〉

盈
けりＬ大
小孝
，署
馬
れ
て

粁
，た
噂
．
人
鄭
州
て
じ
そ

ぅ
だ
乙
兎
ゞ
筏
舷
”
″
も

た
増
毛
ーテ
て
仏
？に
武
す
ぐ

に
雪
辱
も
７Ｔ
し
１
２
妥

坪
８
大
か
後
′に
連
れ
．
牧

上旅
特
化
参
堂
片
払拭
一掃
物

　
　　　　
　　
　　
　
　　
　

１
・実
作達星
孝
〆
－’；

を
ぃｔ．▼す
ん
１１【ぢ
ム
に孝

　　　
　　　
　
　　　
　　　
　

○
太
郎
次
郎
は
飼
い
犬

自
分
の紅
い
セ
隣
朝
し
よ
う
・



ワ
ー
ク
シ
１
ト
Ｉ

資
料
２

　

授
業
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

こ^
の
許
を
麟
み
、榊
兼
を
思
い浮
か
べ
て陰
に蟻
こ
う．
ｖ

　　　

米
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
富
いた
か
、

出
員

　

八

　

考
え
を
共
有
十
る

　

四
窄
の粋

中学
国
新
１

　

春
宵
出
版

自
分
の想
い
雪
配
列
し
よ
う
．

太
郎
を
戚
ら
せ
、
太
郎
の
狸
縁
に
菅
ふ
り
つ
む
。

次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に
暫
ふ
り
っむ
。

　　　　　　　　　

出
＾

　

＾

　

考
え
を
共
有
ず
る

　

り
享
の辞
冬
の”
中学
国
扇
１

　

電
■
街
慶

　　

　
　　　

　

　
　　
　　

作益
に
つい
て

「噛
も
せ」
の主

　　

麓
か

木
目
の愛
書
に
つ
い
て
の曝
‐平復ど
…

本
日
の鋳篭
内
辱
に
つい
て考
えた
こと
や・豊
郷

三ご
はど
のよう
に岬
って
いる
が

員一一
は
ど
の

　　

な＊
子
が

②
文
のＩ
Ｂ室
Ｚ々
Ｏよう
に、．
ｉ
ｌ

　

医
し１
つ・

大
草
を
眠
ら
せ
、大
嶋
の
覆
構
に
，
ふ
り
ウガ
．

次
岬
を
【
ら
せ
、次
峰
の
魔
斌
に
雪
ふ
り
ウガ
．

？
十クシ
ー
ト
２

太
郎
を
式
ら
せ
、
太
郎
の
厘
報
に
菅
ふ
り
つむ
．

次
郎
を
載
ら
せ
、
次
郎
の
星
孤
に
雪
ふ
り
つ
か
。

太
郎
を
蹴
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
言
ふ
”る
む
。

次
郎
を
眺
ら
せ
、
次
坪
の
屋
根
に
雪
ふ
り
つむ
。

　

め
に

　

蘭－扉レゴム
ー

　　

ロー，一

　

ｉ
重
標す
，

「主
ーＰＬ一毛
一
・ま
しよう
．




