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と
・
考
え
（
さ
せ
ら
れ
）
た
こ
と
・
心
ひ
ら
か
れ
た
こ
と
な
ど
を
学
習
記

録
に
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
学
び
を
見
つ
め
さ
せ
、
自
己
評
価
力

を
育
て
、自
己
学
習
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
て
き
た
。

一　

自
己
の
内
な
る
問
題
と
向
き
合
う
こ
と
の
重
要
性

　

橋
本
暢
夫
氏
は
、『
月
刊
国
語
教
育
研
究　

五
一
五
』
の
巻
頭
言
で
、

豊
か
な
言
語
生
活
を
育
む
た
め
に
必
要
な
四
項
目
を
示
し
て
い
る
（
注
1
）。

①
目
標
に
即
し
た
「
生
活
的
な
実
の
場
」
の
設
定

②
絶
え
ず
「
問
題
を
発
見
」
さ
せ
る
豊
か
な
媒
材
と
手
引
き

③
一
人
ひ
と
り
の
課
題
を
克
服
さ
せ
て
い
く
「
自
己
評
価
力
」
へ
の
配
意

④
「
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
が
そ
の
ま
ま
学
習
力
と
な
る
」
営
み

　

橋
本
暢
夫
氏
は
、
豊
か
な
言
語
生
活
を
育
む
た
め
に
、
問
題
を
発
見
さ

せ
、
一
人
ひ
と
り
の
課
題
を
克
服
さ
せ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し

は
じ
め
に

　

学
習
者
一
人
ひ
と
り
が
い
き
い
き
と
学
ぶ
国
語
教
室
を
創
造
し
た
い
。

主
体
的
に
学
習
に
打
ち
込
む
こ
と
を
通
し
て
、
豊
か
な
言
語
生
活
を
育
む

力
を
体
得
さ
せ
た
い
。そ
の
た
め
に
大
村
は
ま
先
生
の
国
語
教
室
に
学
び
、

学
習
者
一
人
ひ
と
り
を
優
劣
の
か
な
た
に
導
き
、
学
習
の
プ
ロ
セ
ス
が
そ

の
ま
ま
学
習
力
と
な
る
単
元
を
構
想
し
実
践
を
試
み
て
き
た
。
学
習
者
の

実
態
を
ふ
ま
え
て
指
導
目
標
を
明
確
化
し
、
学
校
図
書
館
を
活
用
し
て
多

様
な
学
習
材
を
準
備
し
、
目
標
達
成
に
ふ
さ
わ
し
い
言
語
活
動
を
設
定
す

る
よ
う
心
が
け
て
き
た
。
そ
の
う
え
で
、
学
習
を
真
に
学
習
者
一
人
ひ
と

り
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
学
習
の
て
び
き
を
用
意
し

て
、
こ
と
ば
の
学
び
を
通
し
て
自
己
の
内
な
る
問
題
を
発
見
さ
せ
、
課
題

を
解
決
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
学
び
得
た
こ

自
己
の
内
な
る
問
題
と
向
き
合
う
国
語
教
室
の
実
際

　
　

―
―�

単
元　

一
句
と
の
出
会
い　

心
ひ
か
れ
る
季
節
の
こ
と
ば（
中
学
校
三
年
）の
場
合�

―
―

伊　

木　
　
　

洋
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導
で
あ
っ
た
。

　

平
成
一
〇
年
六
月
、
米
子
市
立
湊
山
中
学
校
に
お
い
て
、「『
う
た
』
に

託
し
て
思
い
を
伝
え
る
学
習
指
導
の
試
み　

―
単
元　

俳
句
を
楽
し
む　

こ
の
一
句
を
あ
の
人
に（
三
年
生
）―
」を
実
践
し
た（
注
３
）。
俳
句
を
集
め
、

贈
り
た
い
相
手
を
決
め
て
、
一
句
を
贈
る
。
そ
の
際
、
贈
り
た
い
理
由
を

添
え
る
と
い
う
学
習
指
導
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
学
習
で
は
学
校
図
書

館
で
は
十
分
な
資
料
を
準
備
で
き
な
い
た
め
、
近
隣
の
米
子
市
立
図
書
館

と
の
連
携
を
図
り
、
学
校
図
書
職
員
の
加
藤
道
子
先
生
の
お
力
添
え
を
得

て
、
必
要
な
資
料
を
米
子
市
立
図
書
館
か
ら
運
ん
で
い
た
だ
い
て
実
践
し

た
。

　

こ
の
二
つ
の
学
習
指
導
を
通
し
て
気
づ
い
た
の
は
、
お
も
し
ろ
い
こ
と

に
、
学
習
者
の
多
く
が
、
だ
れ
か
へ
向
け
て
贈
る
と
い
う
設
定
を
利
用
し

て
、
実
際
は
自
ら
に
贈
る
一
句
を
選
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
学
習
者
は
自
ら
へ
贈
る
一
句
と
の
出
会
い
を
求
め
て
お
り
、

自
ら
心
ひ
か
れ
る
一
句
を
選
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
単
元
で
は
、
こ

う
し
た
成
果
を
あ
げ
つ
つ
、
俳
句
と
い
う
言
語
文
化
の
特
色
で
あ
る
季
語

へ
の
着
目
が
十
分
で
な
い
と
い
う
点
が
気
に
か
か
っ
て
い
た
。

　

平
成
一
四
年
六
月
、
米
子
市
立
後
藤
ヶ
丘
中
学
校
に
お
い
て
、
季
語
を

起
点
と
す
る
「
単
元　

一
句
と
の
出
会
い　

―
私
の
出
会
っ
た
こ
の
一
句

―
（
三
年
生
）」
を
行
っ
た
（
注
４
）。
米
子
市
は
学
校
図
書
館
資
源
共
有
型

て
い
る
。

　

現
在
、
学
習
者
一
人
ひ
と
り
を
主
体
的
・
能
動
的
な
学
び
に
導
く
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
豊
か
な
言
語
生
活
を
育
む

こ
と
を
目
標
と
す
る
国
語
科
に
お
い
て
は
、
学
習
を
主
体
的
・
能
動
的
な

も
の
と
し
、
真
に
学
習
者
一
人
ひ
と
り
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
学
習
方

法
の
工
夫
と
と
も
に
自
己
の
内
な
る
問
題
を
発
見
さ
せ
、
課
題
を
解
決
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
豊
か
な
言
語
生
活
を
育
む
こ
と
を
目
指
し
て
実
践
し
て
き

た
単
元
の
中
か
ら
、「
単
元　

一
句
と
の
出
会
い
―
心
ひ
か
れ
る
季
節
の

こ
と
ば
（
中
学
校
三
年
）
―
」
を
と
り
あ
げ
、
単
元
の
実
際
に
即
し
て
、

学
習
者
が
内
な
る
問
題
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
考
察
を
試
み
る
。

二　

自
己
の
内
な
る
問
題
と
向
き
合
う
学
習
指
導
の
実
際

　

単
元　

一
句
と
の
出
会
い
―
心
ひ
か
れ
る
季
節
の
こ
と
ば
―

（
一
）
単
元
を
は
じ
め
る
ま
で

　

平
成
九
年
六
月
、
米
子
市
立
湊
山
中
学
校
に
お
い
て
、「
単
元　

こ
の

一
首
を
あ
の
人
に
（
二
年
生
）」
を
試
み
た
（
注
２
）。
図
書
館
の
資
料
を
活

用
し
て
短
歌
を
選
び
、
そ
の
中
の
一
首
を
だ
れ
か
に
贈
る
と
い
う
学
習
指
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の
季
語
の
中
か
ら
心
ひ
か
れ
る
季
語
を
拾
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、

そ
の
季
語
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
、
そ
の
季
語
の
詠
み
こ
ま
れ
た
句
の
中
か

ら
、
こ
れ
は
と
思
う
句
を
集
め
て
い
っ
た
。

　

つ
い
で
、
集
め
た
句
の
中
か
ら
と
り
わ
け
心
ひ
か
れ
た
一
句
を
選
び
、

そ
の
理
由
を
記
さ
せ
た
。
心
ひ
か
れ
た
一
句
と
の
出
会
い
を
通
し
て
自
己

の
内
な
る
問
題
を
発
見
さ
せ
、
課
題
の
解
決
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指

し
て
、
ど
の
こ
と
ば
に
ど
の
よ
う
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た

か
を
記
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
て
び
き
を
く
ふ
う
し
た
。
自
分
が
そ
の

句
の
ど
の
こ
と
ば
と
ど
の
よ
う
に
出
会
っ
た
の
か
を
記
す
こ
と
を
契
機
と

し
て
、
自
己
の
内
な
る
問
題
を
自
覚
的
に
と
ら
え
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

　

さ
ら
に
、
一
句
を
清
書
し
、
清
書
し
た
も
の
を
実
際
に
示
し
な
が
ら
、

春
夏
秋
冬
の
季
節
ご
と
に
全
体
の
場
で
発
表
し
合
い
、
コ
メ
ン
ト
を
書
き

合
う
交
流
の
場
を
設
定
し
た
。

　

さ
い
ご
に
、
自
己
評
価
の
場
と
し
て
、
学
び
得
た
こ
と
を
学
習
記
録
に

記
し
、
学
習
の
ま
と
め
と
し
た
。

　

創
作
は
発
展
的
な
学
習
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
、
取
り
組
ん
で
み
た

い
学
習
者
に
は
、
創
作
し
た
作
品
を
出
品
す
る
場
が
あ
る
こ
と
を
具
体
的

に
知
ら
せ
て
、
意
欲
を
喚
起
す
る
こ
と
と
し
た
。

モ
デ
ル
地
域
事
業
の
指
定
を
受
け
、
米
子
市
の
公
用
車
に
よ
る
団
体
貸
し

出
し
が
可
能
と
な
っ
た
。
学
校
図
書
職
員
の
福
永
孝
子
先
生
の
お
力
添
え

を
得
て
、
米
子
市
立
図
書
館
や
米
子
市
児
童
文
化
セ
ン
タ
ー
か
ら
歳
時
記

な
ど
の
資
料
を
集
め
て
実
践
し
た
。

　

平
成
一
六
年
一
〇
月
、
米
子
市
立
後
藤
ヶ
丘
中
学
校
に
お
い
て
、
学
校

図
書
職
員
、
田
中
静
子
先
生
の
お
力
添
え
の
も
と
「
伝
統
的
な
言
語
文
化

へ
の
関
心
を
深
め
る
学
習
指
導
の
試
み　

―
単
元　

和
歌
を
受
け
継
ぐ
―

（
三
年
生
）」
を
実
践
し
た
（
注
５
）。
短
歌
、
俳
句
と
い
っ
た
短
詩
形
の
言
語

文
化
の
源
流
と
な
る
和
歌
へ
の
関
心
を
深
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
、
心

ひ
か
れ
る
和
歌
と
出
会
わ
せ
、
朗
読
か
ら
暗
唱
へ
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

本
稿
で
と
り
あ
げ
る
「
単
元　

一
句
と
の
出
会
い　

―
心
ひ
か
れ
る
季

節
の
こ
と
ば
―
」（
三
年
生
）
は
、
こ
う
し
た
先
行
実
践
の
積
み
重
ね
を

ふ
ま
え
て
、
平
成
二
一
年
七
月
、
米
子
市
立
東
山
中
学
校
に
お
い
て
実
践

し
た
も
の
で
あ
る
。
学
校
図
書
職
員
の
鹿
島
郁
子
先
生
の
お
力
添
え
を
得

て
、
学
校
図
書
館
は
も
と
よ
り
、
米
子
市
立
図
書
館
を
は
じ
め
、
他
の
中

学
校
、
小
学
校
の
図
書
館
か
ら
、
携
帯
俳
句
や
ブ
ロ
グ
俳
句
な
ど
の
新
し

い
文
献
を
含
め
、
豊
富
な
資
料
を
集
め
て
い
た
だ
い
た
。

　

学
校
図
書
館
に
歳
時
記
な
ど
の
資
料
が
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
学
習
の

て
び
き
に
そ
っ
て
、
ま
ず
、
自
ら
の
好
き
な
季
節
を
選
ん
だ
。
次
に
、
選

ん
だ
季
節
の
歳
時
記
を
実
際
に
手
に
と
り
、
目
次
を
読
ん
で
、
そ
の
季
節
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た
一
句
を
選
ぶ
。

③
心
ひ
か
れ
た
理
由
（
ど
の
こ
と
ば
に
ど
の
よ
う
な
思
い
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
か
）
を
書
く
。

④
清
書
す
る
。

第
三
次　

発
表
会
、
コ
メ
ン
ト
の
交
流
、
学
習
を
整
理
す
る
（
一
時
間
）

①
私
の
出
会
っ
た
こ
の
一
句
を
発
表
し
合
う
。

②
コ
メ
ン
ト
を
書
き
合
う
。

③
学
習
全
体
を
通
し
て
、
学
び
得
た
こ
と
を
書
き
、
学
習
記
録
を
整

理
す
る
。

７　

各
時
間
の
学
習
指
導
の
実
際

第
一
次　

俳
句
の
特
質
を
知
る�

（
一
時
間
）

①
俳
句
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
特
質
を
知
る
。

　

第
一
次
は
、
俳
句
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
特
質
を
理
解

す
る
時
間
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
俳
句
が
季
語
を
有
す
る
の
は
、
俳
諧
連

歌
の
発
句
か
ら
成
立
し
た
経
緯
を
持
つ
た
め
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
２

学
期
を
見
通
し
て
、
芭
蕉
と
の
関
連
に
触
れ
て
お
い
た
。

　

俳
句
の
味
わ
い
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
、
三
好
達
治
の｢

街
頭
の
風
を

売
る
な
り
風
車｣

を
と
り
あ
げ
た
。
ま
ず
、「
街
頭
、
風
、
売
る
、
風
車
」

の
四
つ
の
こ
と
ば
を
板
書
し
、
四
つ
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
短
文
を
作
ら
せ

（
二
）　

学
習
指
導
の
実
際

１　

単
元　

一
句
と
の
出
会
い
―
心
ひ
か
れ
る
季
節
の
こ
と
ば
―

２　

対
象　

鳥
取
県
米
子
市
立
東
山
中
学
校
三
年
一
組
・
三
年
四
組

３　

実
施
年
月　

二
〇
〇
九
（
平
成
二
一
）
年
七
月
（
全
五
時
間
）

４　

単
元
目
標

（
１
）
俳
句
と
い
う
言
語
文
化
の
特
質
を
学
び
、
俳
句
に
つ
い
て
の
関

心
を
高
め
、
尊
重
し
、
継
承
し
て
い
こ
う
す
る
態
度
を
育
て
る
。

（
２
）
一
句
と
の
出
会
い
を
求
め
て
、
学
校
図
書
館
を
利
用
し
、
そ
の

機
能
を
効
果
的
に
活
用
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
と
も

に
、
読
書
を
生
活
の
中
に
と
り
入
れ
、
自
己
を
向
上
さ
せ
よ
う

と
す
る
態
度
を
育
て
る
。

（
３
）
俳
句
に
お
け
る
季
語
や
一
語
一
語
の
重
み
を
実
感
し
、
こ
と
ば

へ
の
関
心
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

学
習
材　

ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
参
照

６　

学
習
指
導
の
構
想

第
一
次　

俳
句
の
特
質
を
知
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
時
間
）

①
俳
句
と
い
う
日
本
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
特
質
を
知
る
。

第
二
次　

第
一
句
と
の
出
会
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
時
間
）

①
好
き
な
季
節
を
選
び
、
歳
時
記
か
ら
心
ひ
か
れ
る
季
語
を
拾
う
。

②
選
ん
だ
季
語
を
詠
み
こ
ん
だ
句
を
集
め
、
そ
の
中
か
ら
心
ひ
か
れ
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尾
崎
放
哉
の
「
咳
を
し
て
も
一
人
」
津
沢
マ
サ
子
の
「
灰
色
の
象
の
か
た

ち
を
見
に
ゆ
か
ん
」な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
俳
句
の
季
語
と
季
節
、

有
季
定
型
、
自
由
律
俳
句
、
無
季
俳
句
な
ど
の
知
識
、
切
れ
字
、
擬
態
語
、

体
言
止
め
な
ど
の
効
果
的
な
表
現
技
法
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
を

ふ
ま
え
つ
つ
指
導
し
た
。

　

学
習
者
の
一
人
で
あ
る
Ｎ
・
Ｉ
さ
ん
は
、
第
一
次
の
学
習
を
終
え
て
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

俳
句
は
、
あ
っ
て
る
ま
ち
が
っ
て
る
で
は
な
く
て
、
味
が
あ
る
か
が

重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

俳
句
は
イ
メ
ー
ジ
で
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
、
自
然
と
頭
に
残
る
し
、

た
く
さ
ん
読
ん
で
も
あ
き
な
い
の
で
す
ご
い
で
す
。

（
国
語
学
習
記
録
「
気
持
ち
を
言
葉
に
」　

米
子
市
立
東
山
中
学
校

三
年
四
組　

Ｎ
・
Ｉ　

二
〇
〇
九
年
七
月
九
日
）

　

Ｎ
・
Ｉ
さ
ん
は
、「
俳
句
は
、
あ
っ
て
る
ま
ち
が
っ
て
る
で
は
な
く
て
、

味
が
あ
る
か
が
重
要
な
こ
と
だ
」
と
記
し
て
お
り
、
俳
句
と
い
う
言
語
文

化
の
味
わ
い
を
感
じ
と
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
俳
句
は
イ
メ
ー
ジ
で
伝
わ
っ

て
く
る
の
で
、
自
然
と
頭
に
残
る
」
と
述
べ
、
俳
句
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
の

豊
か
さ
を
と
ら
え
て
い
る
。

た
。
ほ
と
ん
ど
の
学
習
者
が
「
風
が
吹
く
街
頭
で
風
車
を
売
る
。」
と
い

う
よ
う
に
多
少
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、｢

風
車
を
売
る
。｣

と
い
う
意
味
の

文
を
作
成
し
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
達
治
の
句
「
街
頭
の
風
を
売
る
な
り
風
車
」
を
板
書
す

る
と
、
教
室
は
一
瞬
静
か
に
な
り
、
そ
の
後
学
習
者
の
多
く
が
納
得
し
た

表
情
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
本
当
に
「
風
を
売
る
」
こ
と
な
ど
で
き
る
は

ず
も
な
く
、
こ
の
こ
と
ば
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
、
矛
盾
し
た
表
現
（
と
り

あ
わ
せ
）で
あ
る
と
い
え
る
。し
か
し
、達
治
の
こ
の
句
の
中
に
お
け
る「
風

を
売
る
な
り
風
車
」
と
い
う
表
現
に
は
実
感
が
あ
り
、「
な
る
ほ
ど
、
な

ん
と
な
く
わ
か
る
」
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、｢

風
を
売
る
な

り
風
車｣

と
い
う
表
現
が
、
か
え
っ
て
「
な
ん
か
い
い
、
味
が
あ
る
、
お

も
し
ろ
さ
が
あ
る
」
と
感
じ
ら
れ
る
。
矛
盾
と
い
う
こ
と
ば
は
、
つ
じ
つ

ま
が
あ
わ
な
い
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
に
使
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
が
、
俳
句
と
い
う
言
語
文
化
に
お
い
て
は
、
一
見
矛
盾
す

る
表
現
が
実
感
を
も
っ
た
と
き
、
か
え
っ
て
味
わ
い
を
生
み
出
す
場
合
が

あ
る
こ
と
を
指
導
し
た
（
注
６
）。

　

つ
い
で
、
教
科
書
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
句
を
学
習
者
と
と
も
に
読

み
味
わ
っ
て
い
っ
た
。
取
り
あ
げ
た
句
は
、
飯
田
龍
太
の
「
ど
の
子
に
も

涼
し
く
風
の
吹
く
日
か
な
」、
野
澤
節
子
の
「
せ
つ
せ
つ
と
眼
ま
で
濡
ら

し
て
髪
洗
ふ
」、
大
峯
あ
き
ら
の
「
虫
の
夜
の
星
空
に
浮
く
地
球
か
な
」、
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ま
ず
、
好
き
な
季
節
を
選
び
、
そ
の
季
節
が
好
き
な
理
由
を
書
か
せ
た
。

四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
豊
か
な
味
わ
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
季
節
ご
と
の
味
わ

い
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
好
き
な
季
節
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
一
人

ひ
と
り
の
季
節
に
対
す
る
感
覚
を
学
習
の
起
点
に
据
え
た
い
と
考
え
た
。

　

次
に
、自
ら
の
好
き
な
季
節
の
こ
と
ば
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
大
切
に
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を

持
た
せ
た
い
と
考
え
、
歳
時
記
と
出
会
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
好
き
な
季

節
の
歳
時
記
を
一
人
ひ
と
り
に
手
渡
し
、
心
ひ
か
れ
る
季
語
を
拾
っ
て
メ

モ
さ
せ
て
い
っ
た
。
初
め
て
出
会
う
季
語
、印
象
的
な
季
語
、興
味
を
持
っ

た
季
語
、
自
然
に
た
く
さ
ん
の
季
語
と
出
会
い
、
そ
の
中
か
ら
自
ら
心
ひ

か
れ
る
季
語
を
選
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
自
ら
が
心
ひ
か
れ
た
季
語
を
詠
み
こ
ん
だ
句
を
集
め
る
た
め

に
、
学
習
者
一
人
ひ
と
り
が
歳
時
記
や
文
献
を
読
む
こ
と
に
没
入
し
、
た

く
さ
ん
の
俳
句
と
出
会
っ
て
い
く
。

　

そ
し
て
、
そ
の
中
か
ら
発
表
会
で
紹
介
し
た
い
、
と
り
わ
け
心
を
ひ
か

れ
た
一
句
を
選
ん
で
、
心
ひ
か
れ
た
こ
と
ば
と
そ
の
理
由
を
書
か
せ
て

い
っ
た
。
心
ひ
か
れ
た
理
由
を
書
く
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
自
己
の
内
な

る
問
題
を
発
見
さ
せ
、
一
句
と
の
出
会
い
を
通
し
て
課
題
の
解
決
を
図
っ

て
い
く
体
験
を
さ
せ
た
い
と
考
え
た
。

　

こ
こ
で
用
い
た
学
習
の
て
び
き
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
二
次　

一
句
と
の
出
会
い
―
心
ひ
か
れ
る
季
節
の
こ
と
ば
―（

三
時
間
）

①
好
き
な
季
節
を
選
び
、
歳
時
記
か
ら
心
ひ
か
れ
る
季
語
を
拾
う
。

②
季
語
を
詠
み
こ
ん
だ
句
を
集
め
、
そ
の
中
か
ら
心
を
ひ
か
れ
た
一

句
を
選
ぶ
。

③
心
を
ひ
か
れ
た
理
由
（
ど
の
こ
と
ば
に
ど
の
よ
う
な
思
い
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
か
）
を
書
く
。

④
清
書
す
る
。

　

第
二
次
で
は
、
学
校
図
書
館
を
利
用
し
、
歳
時
記
な
ど
の
資
料
を
活
用

し
て
、
季
語
を
起
点
と
し
て
俳
句
を
集
め
、
一
句
を
選
ぶ
学
習
活
動
を
設

定
し
た
。
こ
こ
で
は
、
学
習
者
一
人
一
人
が
主
体
的
・
能
動
的
に
学
習
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
学
習
の
て
び
き
を
用
い
て
学
習
を

進
め
て
い
っ
た
。
て
び
き
と
と
も
に
、
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
配
布
し
、
俳
句

を
創
作
す
る
際
に
用
い
る
専
門
的
な
文
献
や
小
学
生
で
も
活
用
で
き
る
文

献
も
用
意
し
て
あ
る
が
、い
ず
れ
も
そ
の
内
容
は
充
実
し
た
も
の
で
あ
り
、

学
習
を
進
め
る
う
え
で
参
考
に
な
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
説
明
を
添
え

た
。
そ
し
て
、
引
用
文
献
を
メ
モ
す
る
際
の
参
考
に
す
る
よ
う
伝
え
て
お

い
た
。
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（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）（　
　
　
　
　

）

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）（　
　
　
　
　

）

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）（　
　
　
　
　

）

４　

と
り
わ
け
心
ひ
か
れ
た
句
は
、
次
の
一
句
で
す
。

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）（　
　
　
　
　

）

・
こ
の
一
句
に
心
ひ
か
れ
た
理
由
は
、
こ
の
句
の

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
と
い
う
こ
と
ば
に
、

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で
す
。

５　

引
用
文
献

書
名
、
編
著
者
名
、
発
行
所
、
発
行
年
月
日
、
引
用
ペ
ー
ジ

　

歳
時
記
を
読
ん
で
、心
ひ
か
れ
る
季
語
を
拾
う
場
面
で
は
、「
彼
岸
西
風
」

「
冬
紅
葉
」
な
ど
、
辞
書
で
季
語
の
意
味
を
調
べ
る
学
習
者
の
姿
が
見
ら

れ
た
。
自
ら
の
好
き
な
季
節
の
こ
と
ば
に
こ
ん
な
こ
と
ば
が
あ
っ
た
と
、

新
し
く
出
会
っ
た
季
節
の
こ
と
ば
を
紹
介
し
て
く
れ
る
学
習
者
も
い
た
。

　

と
り
わ
け
心
ひ
か
れ
た
一
句
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
句
の
ど
の

こ
と
ば
に
着
目
し
、
着
目
し
た
こ
と
ば
に
ど
の
よ
う
な
思
い
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
と
感
じ
た
の
か
と
い
う
理
由
を
記
す
よ
う
て
び
き
を
く
ふ
う
し

た
。
こ
と
ば
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
の
一
句
に
心
ひ
か
れ
た
理
由
を
書
く
こ

学
習
の
て
び
き　
　

三
年（　
　

）組（　
　

）番（　
　
　
　
　
　
　

）

　

一
句
と
の
出
会
い

一　

学
習
の
す
す
め
方
は
こ
の
よ
う
に

１　

好
き
な
季
節

・
私
の
好
き
な
季
節
は
、（　
　
　

）
で
す
。

・
私
が
こ
の
季
節
が
好
き
な
の
は
、（　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

・
私
は
こ
の
季
節
の
（　
　
　
　
　
　
　

）
好
き
な
の
で
す
。

２　

季
語
と
の
出
会
い

・
歳
時
記
を
め
く
っ
て
い
て
、（　
　
　
　

）
の
季
語
に
こ
ん
な
の

が
あ
り
ま
し
た
。

季　

節　
　
　
　
　
　
　

季　

語

（　
　
　

）　
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　
　
　

）　
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　
　
　

）　
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　
　
　

）　
（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

３　

こ
の
季
語
の
読
ま
れ
た
句
の
中
で
、
私
は
こ
の
句
に
心
ひ
か
れ

ま
し
た
。

俳　

句　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俳　

人

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）（　
　
　
　
　

）
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３　

こ
の
季
語
の
読
ま
れ
た
句
の
中
で
、
私
は
こ
の
句
に
心
ひ
か
れ

ま
し
た
。

　

俳　

句　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俳　

人

（　

三
月
の
甘
納
豆
の
う
ふ
ふ
ふ
ふ　
　
　

）（
坪
内
稔
典　

）

（　

あ
た
た
か
や
鳩
の
中
な
る
乳
母
車　
　

）（
野
見
山
朱
鳥
）

（　

故
郷
や
ど
ち
ら
を
見
て
も
山
笑
ふ　
　

）（
正
岡
子
規　

）

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）（　
　
　
　
　

）

４　

と
り
わ
け
心
ひ
か
れ
た
句
は
、
次
の
一
句
で
す
。

（　

故
郷
や
ど
ち
ら
を
見
て
も
山
笑
ふ　
　

）（
正
岡
子
規　

）

・
こ
の
一
句
に
心
ひ
か
れ
た
理
由
は
、
こ
の
句
の

　
（　

山
笑
ふ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
と
い
う
こ
と
ば
に
、

　
（
山
が
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
、
に
ぎ
や
か
で
、
華
や
か
な
、

あ
た
た
か
な
）
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で

す
。

５　

引
用
文
献

『
俳
句
・
季
語
入
門
１　

春
の
季
語
事
典
』　

石
田
郷
子　

二
〇
〇
三
年
一
月
一
〇
日　

国
土
社　

三
二
頁

（
国
語
学
習
記
録
「
歩
み
」　

米
子
市
立
東
山
中
学
校　

三
年

一
組　

Ｔ
・
Ｎ　

二
〇
〇
九
年
七
月
一
〇
日
）

と
は
、
自
己
の
内
な
る
問
題
に
気
づ
く
契
機
と
な
り
、
一
句
と
の
出
会
い

を
通
し
て
課
題
の
解
決
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
。
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
句
と
の
出
会
い
が
学
習
者
一
人
ひ
と
り
に

と
っ
て
切
実
な
意
味
を
持
つ
も
の
に
な
る
こ
と
を
願
っ
た
。

　

春
が
好
き
と
い
う
Ｔ
・
Ｎ
さ
ん
が
記
し
た
メ
モ
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

１　

好
き
な
季
節

・
私
の
好
き
な
季
節
は
、（　

春　

）
で
す
。

・
私
が
こ
の
季
節
が
好
き
な
の
は
、（
ぽ
か
ぽ
か
し
て
い
る
か

ら
で
す
。）

・
私
は
こ
の
季
節
の
（
ふ
か
ふ
か
に
干
し
た
ふ
と
ん
が
）
好
き

な
の
で
す
。

２　

季
語
と
の
出
会
い

・
歳
時
記
を
め
く
っ
て
い
て
、（　

春　

）
の
季
語
に
こ
ん
な

の
が
あ
り
ま
し
た
。

季　

節　
　
　
　
　
　

季　

語

（　

春　

）　
（　

甘
納
豆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　

春　

）　
（　

あ
た
た
か　

春
ら
し
い　

気
温　

）

（　

春　

）　
（
山
笑
ふ　

芽
吹
き
が
は
じ
ま
り
明
る
い
山
）
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・
私
の
好
き
な
季
節
は
、（　

夏　

）
で
す
。

・
私
が
こ
の
季
節
が
好
き
な
の
は
、（
か
き
氷
、
海
な
ど
夏
の

も
の
が
好
き
だ
か
ら
で
す
。）

・
私
は
こ
の
季
節
の
（　
　
　
　
　
　
　

）
好
き
な
の
で
す
。

２　

季
語
と
の
出
会
い

・
歳
時
記
を
め
く
っ
て
い
て
、（　

夏　

）
の
季
語
に
こ
ん
な

の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

季
節　
　
　
　

季
語　

と
こ
ろ
て
ん　

胡
瓜　

さ
ぼ
て
ん

（　

夏　

）　
（　

汗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　

夏　

）　
（　

昼
寝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　

夏　

）　
（　

さ
く
ら
ん
ぼ　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　

夏　

）　
（　

虹　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

３　

こ
の
季
語
の
読
ま
れ
た
句
の
中
で
、
私
は
こ
の
句
に
心
ひ
か
れ

ま
し
た
。

　

俳　

句　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俳　

人

（　

夕
月
の
い
ろ
の
香
を
出
す
青
胡
瓜　
　

）（
飯
田
龍
太　

）

（　

仙
人
掌
の
針
の
中
な
る
蕾
か
な　
　
　

）（
吉
田
巨
蕪　

）

（　

匙
な
め
て
童
た
の
し
も
夏
氷　
　
　
　

）（
山
口
誓
子　

）

（　

水
遊
び
と
は
だ
ん
だ
ん
濡
れ
る
こ
と　

）（
後
藤
比
奈
夫
）

４　

と
り
わ
け
心
ひ
か
れ
た
句
は
、
次
の
一
句
で
す
。

　

Ｔ
・
Ｎ
さ
ん
は
、
家
族
と
と
も
に
パ
キ
ス
タ
ン
の
首
都
イ
ス
ラ
マ
バ
ー

ド
で
の
３
年
間
の
生
活
を
経
て
、
４
月
に
日
本
に
帰
っ
て
き
た
学
習
者
で

あ
っ
た
。

　

春
の
好
き
な
Ｔ
・
Ｎ
さ
ん
は
「
甘
納
豆
」「
あ
た
た
か
」「
山
笑
ふ
」
と

い
う
季
節
の
こ
と
ば
と
出
会
っ
て
い
る
。「
山
笑
ふ
」
が
「
芽
吹
き
が
は

じ
ま
り
、明
る
い
山
」に
な
っ
て
い
く
よ
う
す
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ

て
、
そ
の
表
現
の
お
も
し
ろ
さ
に
心
ひ
か
れ
た
と
話
し
て
く
れ
た
。
笑
顔

の
似
合
う
は
つ
ら
つ
と
し
た
Ｔ
・
Ｎ
さ
ん
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
に
思
わ

れ
た
。

　

Ｔ
・
Ｎ
さ
ん
が
「
山
笑
ふ
」
と
い
う
季
語
か
ら
選
び
出
し
た
句
は
、
正

岡
子
規
の「
故
郷
や
ど
ち
ら
を
見
て
も
山
笑
ふ
」で
あ
っ
た
。
故
郷
の
山
々

が
ど
ち
ら
を
見
て
も
芽
吹
き
は
じ
め
明
る
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
の

こ
の
一
句
を
選
ん
だ
Ｔ
・
Ｎ
さ
ん
は
、「
山
が
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
、
に

ぎ
や
か
で
、
華
や
か
な
、
あ
た
た
か
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ

る
」
と
理
由
を
記
す
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
日
本
に
帰
っ
て
き
た
自
ら
の

内
な
る
思
い
に
心
を
向
け
、
故
郷
の
あ
た
た
か
な
思
い
を
胸
に
感
じ
つ
つ

新
た
な
生
活
を
歩
み
始
め
て
い
っ
た
。

　

夏
が
好
き
な
Ｍ
・
Ｎ
さ
ん
の
記
し
た
メ
モ
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

１　

好
き
な
季
節
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一

仙
人
掌
の
「
針
の
中
な
る
蕾
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、「
と
げ
の
な
か
に
あ

る
や
さ
し
さ
、
愛
情
」
を
感
じ
、
き
び
し
さ
の
中
の
や
さ
し
さ
、
愛
情
に

心
ひ
か
れ
た
Ｍ
・
Ｎ
さ
ん
は
、
キ
ャ
プ
テ
ン
と
し
て
悪
戦
苦
闘
す
る
状
況

の
中
で
、
自
己
の
内
な
る
問
題
を
発
見
し
、
課
題
解
決
の
方
向
を
見
い
だ

し
て
い
っ
た
。
こ
の
一
句
を
選
ん
だ
Ｍ
・
Ｎ
さ
ん
の
決
意
を
見
る
思
い
が

し
た
。
Ｍ
・
Ｎ
さ
ん
は
、
そ
の
後
キ
ャ
プ
テ
ン
と
し
て
チ
ー
ム
を
牽
引
し
、

県
大
会
で
は
準
優
勝
を
飾
っ
て
、
チ
ー
ム
を
中
国
大
会
に
導
い
た
。

　

秋
を
選
ん
だ
Ｙ
・
Ｍ
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
な
メ
モ
を
記
し
て
い
る
。

１　

好
き
な
季
節

・
私
の
好
き
な
季
節
は
、（　

秋　

）
で
す
。

・
私
は
こ
の
季
節
の
（
葉
が
か
れ
て
い
く
さ
び
し
さ
が
）
好
き

な
の
で
す
。

２　

季
語
と
の
出
会
い

・
歳
時
記
を
め
く
っ
て
い
て
、（　

秋　

）
の
季
語
に
こ
ん
な

の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

季　

節　
　
　

季　

語

（　

秋　

）　
（　

古
酒　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　

秋　

）　
（　

吾
亦
紅　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　

秋　

）　
（　

流
れ
星　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　

仙
人
掌
の
針
の
中
な
る
蕾
か
な　
　

）（
吉
田
巨
蕪　

）　

・
こ
の
一
句
に
心
ひ
か
れ
た
理
由
は
、
こ
の
句
の

（　

針
の
中
な
る
蕾　

）
と
い
う
こ
と
ば
に
、

（
と
げ
の
な
か
に
あ
る
や
さ
し
さ
、
愛
情
み
た
い
な
も
の
が
）

こ
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で
す
。

５　

引
用
文
献

『
俳
句
・
季
語
入
門
２　

夏
の
季
語
事
典
』　

石
田
郷
子　

二
〇
〇
三
年
一
月
二
五
日　

国
土
社　

七
八
頁

（
国
語
学
習
記
録
「
私
の
言
語
生
活
力
の
向
上
理
由
」　

米
子

市
立
東
山
中
学
校　

三
年
一
組　

Ｍ
・
Ｎ　

二
〇
〇
九
年
七

月
一
〇
日
）

　

夏
の
似
合
う
元
気
の
よ
い
Ｍ
・
Ｎ
さ
ん
は
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
の
キ
ャ

プ
テ
ン
で
あ
っ
た
。
夏
の
地
区
予
選
で
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
、
最
終
枠
を

勝
ち
取
っ
て
県
大
会
へ
駒
を
進
め
て
い
た
。
一
、二
年
生
の
と
き
に
指
導

し
て
い
た
だ
い
た
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
専
門
の
顧
問
の
先
生
が
学
校
を
離
れ
ら

れ
、
新
し
い
顧
問
の
先
生
と
と
も
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
た
。
こ
う
い
う
状

況
の
中
で
、Ｍ
・
Ｎ
さ
ん
は
、「
と
こ
ろ
て
ん
」「
胡
瓜
」「
さ
ぼ
て
ん
」「
汗
」

「
昼
寝
」「
さ
く
ら
ん
ぼ
」「
虹
」
と
い
っ
た
夏
の
季
語
と
出
会
い
、
そ
の

中
か
ら
吉
田
巨
蕪
の
「
仙
人
掌
の
針
の
中
な
る
蕾
か
な
」
を
選
び
出
し
た
。



五
二

　

秋
を
選
ん
だ
Ｙ
・
Ｍ
さ
ん
は
、
こ
の
季
節
の
「
葉
が
か
れ
て
い
く
さ
び

し
さ
が
」
好
き
だ
と
記
し
て
い
る
。
Ｙ
・
Ｍ
さ
ん
が
選
ん
だ
一
句
は
高
浜

虚
子
の
「
流
れ
星
悲
し
と
言
ひ
し
女
か
な
」
で
あ
っ
た
。
Ｙ
・
Ｍ
さ
ん
は

一
句
選
ぶ
こ
と
を
契
機
と
し
て
自
ら
の
内
に
存
在
す
る
感
じ
方
と
向
き
合

い
、
自
ら
の
感
じ
方
に
重
な
る
一
句
を
選
ん
で
い
る
。
葉
が
か
れ
て
い
く

さ
び
し
さ
や
流
れ
星
の
は
か
な
さ
に
心
ひ
か
れ
る
Ｙ
・
Ｍ
さ
ん
の
感
じ
方

に
は
、
日
本
人
が
心
ひ
か
れ
て
き
た
無
常
観
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

Ｙ
・
Ｍ
さ
ん
は
、
学
習
記
録
の
感
想
に
「
俳
句
と
い
う
言
語
文
化
に
つ

い
て
学
び
、
日
本
文
化
の
豊
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
資
料

を
活
用
す
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
の
句
と
出
会
う
こ
と
で
あ
り
、
と
て
も
興

味
深
か
っ
た
で
す
。」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
俳
句
と
い
う
言
語

文
化
と
の
出
会
い
を
通
し
て
、
自
ら
の
感
じ
方
と
向
き
合
い
、
日
本
文
化

の
豊
か
さ
に
目
を
拓
か
れ
た
学
習
者
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

冬
を
選
ん
だ
Ｂ
・
Ｆ
さ
ん
の
メ
モ
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

１　

好
き
な
季
節

・
私
の
好
き
な
季
節
は
、（　

冬　

）
で
す
。

・
私
は
こ
の
季
節
の
（
降
り
積
も
る
新
雪
を
見
る
の
が
）
好
き

な
の
で
す
。

２　

季
語
と
の
出
会
い

（　

秋　

）　
（　

コ
ス
モ
ス　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

３　

こ
の
季
語
の
読
ま
れ
た
句
の
中
で
、
私
は
こ
の
句
に
心
ひ
か
れ

ま
し
た
。

　

俳　

句　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俳　

人

（　

流
れ
星
悲
し
と
言
ひ
し
女
か
な　
　
　

）（
高
浜
虚
子　

）

（　

コ
ス
モ
ス
や
彼
女
意
外
に
し
た
た
か
よ
）（
小
河
美
紗
子
）

（　

雨
音
は
濁
音
ば
か
り
古
酒
の
酔　
　
　

）（
槍
田
良
枝　

）

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）（　
　
　
　
　

）

４　

と
り
わ
け
心
ひ
か
れ
た
句
は
、
次
の
一
句
で
す
。

（　

流
れ
星
悲
し
と
言
ひ
し
女
か
な　
　
　

）（
高
浜
虚
子　

）

・
こ
の
一
句
に
心
ひ
か
れ
た
理
由
は
、
こ
の
句
の

（　

悲
し　

）
と
い
う
こ
と
ば
に
、

（
流
れ
星
を
見
て
も
悲
し
い
と
し
か
言
え
な
い
つ
ら
い
）
思
い

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で
す
。

５　

引
用
文
献

『
新
日
本
大
歳
時
記　

秋
』　

飯
田
龍
太
監
修

一
九
九
九
年
一
〇
月
二
九
日　

講
談
社　

六
一
頁

（
国
語
学
習
記
録
「
前
進
」　

米
子
市
立
東
山
中
学
校　

三
年

四
組　
　

Ｙ
・
Ｎ　

二
〇
〇
九
年
七
月
一
〇
日
）



五
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う
）
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で
す
。

５　

引
用
文
献

『
最
新
俳
句
歳
時
記　

冬
』　

山
本
健
吉　

一
九
七
二
年
一
二
月
一
日　

文
藝
春
秋
社　

三
〇
頁

（
国
語
学
習
記
録
「
一
語
一
恵
」　

米
子
市
立
東
山
中
学
校　

三
年
一
組　
　

Ｂ
・
Ｆ　

二
〇
〇
九
年
七
月
一
〇
日
）

　

冬
を
選
ん
だ
Ｂ
・
Ｆ
さ
ん
は
、
冬
の
季
語
と
し
て
、「
冬
の
日
」「
冬
の

空
」「
冬
霞
」「
息
白
し
」
を
拾
い
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
冬
の
日
」

に
関
す
る
こ
と
ば
と
し
て
「
冬
日
」「
冬
日
向
」「
冬
日
影
」
を
、「
冬
の

空
」
に
関
す
る
こ
と
ば
と
し
て
「
寒
空
」「
寒
天
」「
冬
天
」「
凍
空
」
を
、

「
冬
霞
」
に
関
す
る
こ
と
ば
と
し
て
「
寒
霞
」
を
、「
息
白
し
」
に
関
す
る

こ
と
ば
と
し
て
「
白
息
」「
気
霜
」
を
メ
モ
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
季
語
が
詠
み
込
ま
れ
た
句
を
記
し
た
う
え
で
、
Ｂ
・
Ｆ
さ
ん

は
、
心
ひ
か
れ
る
一
句
と
し
て
、
飯
田
蛇
笏
の
「
家
を
さ
る
柩
の
は
や
き

冬
日
か
な
」
を
選
ん
で
い
る
。
Ｂ
・
Ｆ
さ
ん
は
、冬
の
句
を
選
ぶ
に
あ
た
っ

て
、
こ
の
冬
に
亡
く
な
っ
た
祖
母
と
の
別
れ
と
い
う
自
己
の
内
な
る
悲
し

み
と
向
き
合
い
、
こ
の
句
を
読
む
と
自
分
を
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
た
祖
母

の
柩
が
冬
の
日
に
家
を
去
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
思
い
出
す
と
話
し

て
く
れ
た
。

・
歳
時
記
を
め
く
っ
て
い
て
、（　

冬　

）
の
季
語
に
こ
ん
な

の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

季　

節　
　
　

季　

語

（　

冬　

）　
（　

冬
の
日　

冬
日　

冬
日
向　

冬
日
影　

）

（　

冬　

）　
（　

冬
の
空　

寒
空　

寒
天　

冬
天　

凍
空
）

（　

冬　

）　
（　

冬
霞　

寒
霞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

（　

冬　

）　
（　

息
白
し　

白
息　

気
霜　
　
　
　
　
　

）

３　

こ
の
季
語
の
読
ま
れ
た
句
の
中
で
、
私
は
こ
の
句
に
心
ひ
か
れ

ま
し
た
。

　

俳　

句　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

俳　

人

（　

冬
の
日
や
前
に
塞
が
る
己
が
影　
　
　

）（　

鬼
城　
　

）

（　

凍
空
の
鳴
ら
ざ
る
鐘
を
仰
ぎ
け
り　
　

）（　

蛇
笏　
　

）

（　

寒
凪
や
障
子
張
り
て
よ
り
空
蒼
き　
　

）（　

南
天
子　

）

（　

冬
霞
ぽ
と
り
と
落
ち
し
葉
一
枚　
　
　

）（　

桐
華　
　

）

４　

と
り
わ
け
心
ひ
か
れ
た
句
は
、
次
の
一
句
で
す
。

（　

家
を
さ
る
柩
の
は
や
き
冬
日
か
な　
　

）（　

蛇
笏　

）　

・
こ
の
一
句
に
心
ひ
か
れ
た
理
由
は
、
こ
の
句
の

（　

さ
る
柩
の
は
や
き
冬
日　

）
と
い
う
こ
と
ば
に
、

（
短
い
冬
の
日
で
は
、
亡
く
な
っ
た
人
の
足
取
り
も
早
く
な
っ

て
し
ま
う
、
愛
し
か
っ
た
人
の
思
い
と
の
別
れ
が
早
い
と
い



五
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然
に
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。
提
示
資
料
を
示
し
な
が
ら
、
季
節

ご
と
に
発
表
し
合
い
、
コ
メ
ン
ト
を
書
き
合
う
学
習
活
動
を
展
開
し
た
。

前
年
度
か
ら
担
当
し
て
い
る
学
習
者
で
あ
り
、
ペ
ア
で
の
発
表
や
グ
ル
ー

プ
で
の
発
表
の
場
を
経
験
さ
せ
て
き
た
た
め
、
こ
の
単
元
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
学
習
を
ふ
ま
え
て
、
全
体
の
場
で
の
発
表
に
取
り
組
ま
せ
た
い
と
考

え
て
い
た
。
全
体
発
表
に
よ
り
、
春
夏
秋
冬
、
全
て
の
季
節
の
句
と
出
会

う
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
た
。

　

発
表
の
際
、
メ
モ
を
見
て
読
む
の
で
は
な
く
、
提
示
資
料
を
示
し
な
が

ら
話
す
よ
う
指
導
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
提
示
資
料
の
裏
に
鉛
筆
で
メ
モ

を
書
か
せ
準
備
を
整
え
さ
せ
た
。
そ
の
う
え
で
、
実
際
に
こ
の
よ
う
に
発

表
す
る
と
よ
い
と
い
う
モ
デ
ル
を
、
指
導
者
で
あ
る
私
自
身
が
実
際
に

や
っ
て
み
せ
た
う
え
で
、
練
習
の
時
間
を
設
け
た
。

　

聞
く
側
に
は
、
発
表
が
よ
い
も
の
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
聞
き
手
が
か

ぎ
を
握
っ
て
い
る
と
伝
え
た
。
よ
い
聞
き
手
と
な
る
よ
う
、
や
さ
し
い
表

情
で
対
面
し
、
あ
い
づ
ち
を
う
つ
な
ど
、
発
表
者
の
受
け
と
め
を
尊
重
し

な
が
ら
聞
く
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
と
指
導
し
た
。
ま
た
、
季
節
ご
と
に
最

も
印
象
に
残
っ
た
句
を
発
表
し
た
人
に
向
け
て
、
コ
メ
ン
ト
を
短
く
書
く

と
い
う
交
流
の
場
を
設
定
し
た
。

　

発
表
会
は
緊
張
感
の
あ
る
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
た
。
発
表
さ
れ
る
俳

句
は
、
発
表
者
が
自
己
の
内
な
る
問
題
と
向
き
合
う
中
で
選
び
出
さ
れ
た

　

第
二
次
の
学
習
で
は
、
学
習
者
は
学
習
の
て
び
き
に
手
を
ひ
か
れ
て
学

習
に
没
頭
し
て
い
っ
た
。
学
習
者
一
人
一
人
が
、
自
己
の
内
な
る
問
題
と

主
体
的
に
向
き
合
い
、
一
句
と
の
出
会
い
を
求
め
て
、
歳
時
記
を
は
じ
め

と
す
る
資
料
を
読
ん
で
い
っ
た
。
学
習
者
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

俳
句
と
い
う
言
語
文
化
の
魅
力
を
改
め
て
実
感
し
た
。
真
剣
に
資
料
を
読

み
な
さ
い
な
ど
と
い
う
必
要
は
な
か
っ
た
。
季
語
を
話
題
と
し
て
、
自
然

な
形
で
対
話
す
る
機
会
も
豊
富
に
得
た
。
俳
句
を
話
題
と
し
て
学
習
者
一

人
ひ
と
り
と
対
話
し
、内
な
る
問
題
を
発
見
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
で
き
た
。

　

第
３
次
で
は
、
清
書
し
た
一
句
を
実
際
に
示
し
な
が
ら
、
発
表
し
合
う

場
を
設
定
し
て
い
た
。
学
習
者
は
発
表
を
意
識
し
て
、
文
字
の
大
き
さ
、

美
し
さ
に
配
慮
し
な
が
ら
、
清
書
し
た
。

第
三
次　

発
表
会
、
コ
メ
ン
ト
交
流
、
学
習
を
整
理
す
る

（
一
時
間
）

①�

私
の
出
会
っ
た
こ
の
一
句
を
発
表
し
合
う
。

②
コ
メ
ン
ト
を
書
き
合
う
。

③
学
習
全
体
を
通
し
て
、
学
び
得
た
こ
と
を
書
き
、
学
習
記
録
を
整

理
す
る
。

　

第
三
次
は
、
発
表
の
場
で
あ
る
。
伝
え
合
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
自
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と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、「
俳
句
に
つ
い
て
の
関
心
を
高
め
、尊
重
し
、

継
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
」
と
い
う
第
１
の
目
標
を
達
成

し
た
、
俳
句
と
い
う
言
語
文
化
の
魅
力
に
目
を
拓
か
れ
、
俳
句
と
い
う
言

語
文
化
に
関
心
を
持
ち
、
今
後
も
尊
重
し
、
継
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
学

習
者
の
姿
が
表
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｎ
・
Ｋ
さ
ん
は
、
学
習
記
録
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

俳
句
と
い
う
言
語
文
化
に
ふ
れ
て
、
最
初
は
俳
句
は
昔
の
文
化
だ
か

ら
今
の
自
分
達
と
は
考
え
が
ち
が
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
き
ち
ん
と
勉
強
し
て
み
て
、
た
く
さ
ん
自
分
と
同
じ
考

え
の
俳
句
が
あ
っ
て
す
ご
く
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。資
料
を
活
用
し
て
、

自
分
が
思
っ
た
以
上
に
、
気
に
入
っ
た
俳
句
が
あ
っ
て
ど
れ
も
心
ひ
か

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
私
の
見
た
文
献
は
、
テ
ー
マ
に
松
田
聖
子
な
ど
も

あ
っ
て
現
代
と
い
う
感
じ
の
す
る
俳
句
も
た
く
さ
ん
あ
る
な
ぁ
と
思
い

ま
し
た
。
発
表
し
て
み
て
、
少
人
数
で
は
な
く
、
全
員
の
前
で
と
い
う

の
は
は
じ
め
て
だ
っ
た
の
で
、
少
し
緊
張
し
ま
し
た
が
、
い
い
経
験
が

で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。
ま
た
機
会
が
あ
れ
ば
、
も
う
少
し
上
手
に
や

り
た
い
で
す
。

（
国
語
学
習
記
録
「
私
の
成
長
記
録
」　

米
子
市
立
東
山
中
学
校　

三

年
四
組　

Ｎ
・
Ｋ　

二
〇
〇
九
年
七
月
一
四
日
）

も
の
で
あ
り
、
個
性
が
あ
ふ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
、
学
習
全
体
を
ふ
り
か
え
り
、
自
ら
の
学
び
を
見
つ
め
な
お
し

て
、
自
己
評
価
を
行
う
場
を
設
定
し
た
。
学
習
者
は
学
習
記
録
を
整
理
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
学
び
得
た
こ
と
を
自
覚
し
、
課
題
を
見
出
し
て
い
く
。

同
時
に
、
指
導
者
に
と
っ
て
は
、
単
元
の
目
標
に
即
し
て
成
果
と
課
題
を

見
い
だ
す
貴
重
な
材
料
を
得
る
場
と
な
る
。

　

Ｋ
・
Ｗ
さ
ん
は
、
学
習
を
終
え
て
学
び
得
た
こ
と
を
、
学
習
記
録
に
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

俳
句
と
い
う
言
語
文
化
に
つ
い
て
、今
ま
で
は
俳
句
と
い
う
と
、昔
っ

ぽ
さ
が
あ
る
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、結
構
今
風
の
も
の
も
あ
っ
て
、び
っ

く
り
し
ま
し
た
。
ま
た
、
俳
句
と
い
う
も
の
は
、
と
て
も
し
ゃ
れ
て
い

る
も
の
が
多
く
て
、
読
ん
で
い
く
と
、
ど
ん
ど
ん
は
ま
っ
て
い
く
ほ
ど
、

良
い
俳
句
ば
か
り
で
し
た
。
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
俳
句
と
い
う
言
語
文

化
を
、
未
来
に
も
、
つ
な
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

（
国
語
学
習
記
録
「
つ
な
が
り
」　

米
子
市
立
東
山
中
学
校　

三
年
四
組

Ｋ
・
Ｗ　

二
〇
〇
九
年
七
月
一
四
日
）

　

Ｋ
・
Ｗ
さ
ん
は
、「
読
ん
で
い
く
と
、
ど
ん
ど
ん
は
ま
っ
て
い
く
」「
こ

ん
な
す
ば
ら
し
い
言
語
文
化
を
、
未
来
に
も
つ
な
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
」
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（
国
語
学
習
記
録
「
架
け
橋
」　

米
子
市
立
東
山
中
学
校　

三
年
一
組

Ｈ
・
Ｔ　

二
〇
〇
九
年
七
月
一
五
日
）

　

第
３
の
目
標
と
し
て
示
し
た
「
俳
句
に
お
け
る
季
語
や
一
語
一
語
の
重

み
を
実
感
さ
せ
、
こ
と
ば
へ
の
関
心
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
も
、
手
応
え
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
２
次
で
と
り

あ
げ
た
学
習
者
が
記
し
た
メ
モ
に
は
、
多
く
の
季
語
、
俳
句
が
記
さ
れ
、

学
習
者
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
内
な
る
問
題
と
向
き
合
い
、
一
語
一
語
の

重
み
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
自
己
の
課
題
を
解
決
し
て
い
っ
た
よ
う
す
が
如
実

に
示
さ
れ
て
い
た
。

　

Ｈ
・
Ｔ
さ
ん
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
た
く
さ
ん
の
季
語
が
あ
り
、
同

じ
も
の
で
も
違
う
表
現
で
雰
囲
気
が
か
わ
っ
て
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し

た
。
一
句
に
対
し
て
も
感
じ
方
と
い
う
の
に
、
そ
の
人
の
個
性
が
表
れ
て

い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。」
と
記
し
て
お
り
、
た
く
さ
ん
の
季
語
と
の
出

会
い
や
交
流
を
通
し
て
、
こ
と
ば
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
単
元
の
学
び
を
通
し
て
、
学
習
者
一
人
ひ
と
り
が
自
ら
の
好
き
な
季

　

第
２
の
目
標
と
し
て
い
た
、
学
校
図
書
館
を
利
用
し
、
そ
の
機
能
を
効

果
的
に
活
用
す
る
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
読
書
を
生
活
に

役
立
て
自
己
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
と
い
う
点
に
つ
い

て
も
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
Ｎ
・
Ｋ
さ
ん
の

「
資
料
を
活
用
し
て
、
自
分
が
思
っ
た
以
上
に
、
気
に
入
っ
た
俳
句
が
あ
っ

て
ど
れ
も
心
ひ
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
私
の
見
た
文
献
は
、
テ
ー
マ
に
松

田
聖
子
な
ど
も
あ
っ
て
現
代
と
い
う
感
じ
の
す
る
俳
句
も
た
く
さ
ん
あ
る

な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
。」
と
い
う
感
想
に
表
れ
て
い
る
。
Ｎ
・
Ｋ
さ
ん
の

活
用
し
た
資
料
は
、
黛
ま
ど
か
の
『
恋
す
る
俳
句
』（
１
９
８
８
年
８
月

８
日　

小
学
館
）
で
あ
り
、
携
帯
に
よ
る
俳
句
や
ブ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
た

俳
句
な
ど
新
し
い
感
覚
の
俳
句
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

実
際
に
図
書
館
を
利
用
し
て
、
資
料
を
効
果
的
に
活
用
す
る
体
験
が
、
主

体
的
、
能
動
的
に
学
ん
で
い
く
力
を
育
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考

え
る
。
そ
う
し
た
実
の
場
の
計
画
的
な
設
定
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

ま
た
、
Ｈ
・
Ｔ
さ
ん
は
、
学
習
記
録
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
た
く
さ
ん
の
季
語
が
あ
り
、
同
じ
も
の
で
も
違

う
表
現
で
雰
囲
気
が
か
わ
っ
て
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
。
一
句
に

対
し
て
も
感
じ
方
と
い
う
の
に
、
そ
の
人
の
個
性
が
表
れ
て
い
い
な
と

思
い
ま
し
た
。
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学
習
を
真
に
学
習
者
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
と
す
る
た

め
に
、
こ
と
ば
の
学
び
を
通
し
て
自
己
の
内
な
る
問
題
を
発
見
さ
せ
、
課

題
を
解
決
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
実
践
し
て
き
た
他
の
単
元
に
つ
い
て
も
、「
自

己
の
問
題
と
向
き
合
う
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
、
自
己
の
国
語
教
室

の
特
質
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
単
元
学
習
に
お
け

る
「
自
己
の
問
題
と
向
き
合
う
こ
と
」
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き

た
い
。

注
１　
『
月
刊
国
語
教
育
研
究　

五
一
五
』（
日
本
国
語
教
育
学
会
編

二
〇
一
五
年
三
月　

一
頁
）

２　
「
こ
の
一
首
を
あ
の
人
に
」
の
鑑
賞
文
は
、『
鳥
取
県
中
学
校
作
文

集　

き
ゃ
ら
ぼ
く　

第
三
一
集
』（
鳥
取
県
中
学
校
教
育
研
究
会
国

語
部
会
編　

平
成
一
〇
年
二
月
一
五
日
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

３　
「『
う
た
』
に
託
し
て
思
い
を
伝
え
る
学
習
指
導
の
試
み　

単
元　

こ
の
一
句
を
あ
の
人
に
」
は
、
第
一
五
回
鳴
門
教
育
大
学
国
語
教
育

学
会
並
び
に
、
第
二
二
回
中
国
地
区
国
語
教
育
研
究
大
会
に
お
い
て

発
表
。『
両
輪　

第
三
四
号
』に
詳
細
を
収
録
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
詩（
歌
・

句
）
を
だ
れ
か
に
贈
る
こ
と
に
し
、な
ぜ
そ
の
人
に
贈
る
か
を
書
く
」

と
い
う
学
習
活
動
は
、
大
村
は
ま
先
生
に
学
ん
で
い
る
。

節
を
起
点
と
し
て
、
た
く
さ
ん
の
季
語
、
俳
句
と
出
会
っ
て
い
っ
た
。
心

ひ
か
れ
る
一
句
を
選
び
、
そ
の
理
由
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
内

な
る
問
題
と
向
き
合
い
、
自
ら
に
と
っ
て
の
一
句
の
意
味
を
問
い
、
心
ひ

か
れ
る
一
句
を
真
に
自
ら
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
。そ
の
過
程
に
お
い
て
、

学
校
図
書
館
を
活
用
し
つ
つ
、
こ
と
ば
へ
の
関
心
を
深
め
、
俳
句
と
い
う

言
語
文
化
を
尊
重
し
、
継
承
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
得
た
こ
と

が
大
き
な
成
果
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
単
元　

一
句
と
の
出
会
い　

―
心
ひ
か
れ
る
季
節
の
こ

と
ば
―
」
を
と
り
あ
げ
、
単
元
の
実
際
に
即
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者

が
こ
と
ば
の
学
び
を
契
機
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
自
己
の
内
な
る
問
題
と

向
き
合
い
、
問
題
を
発
見
し
、
課
題
を
解
決
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
次
の
学
習
者
の
メ
モ
に
基
づ
い
て
具
体
的
に
考

察
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
生
き
る
学
習
者
一
人
ひ
と
り
が
、

俳
句
と
い
う
言
語
文
化
の
学
び
を
契
機
と
し
て
、
自
己
と
向
き
合
い
、
自

己
の
内
な
る
問
題
を
発
見
し
、
学
習
記
録
に
書
き
、
考
え
る
活
動
を
通
じ

て
、
課
題
の
解
決
を
図
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
実
証
し
た
。
学
習
者
は
一
句

と
の
出
会
い
を
通
し
て
自
己
の
内
な
る
問
題
を
発
見
し
、
書
き
、
考
え
る

活
動
を
通
じ
て
、
課
題
を
解
決
し
て
お
り
、
本
単
元
は
「
学
習
の
プ
ロ
セ

ス
が
そ
の
ま
ま
学
習
力
と
な
る
」
営
み
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
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４　
「
単
元　

一
句
と
の
出
会
い
―
私
の
出
会
っ
た
こ
の
一
句
―
」
は
、

第
二
〇
回
島
根
大
学
教
育
学
部
国
文
学
会
研
究
発
表
会
に
て
発
表
。

５　
「
言
語
文
化
へ
の
関
心
を
深
め
る
学
習
指
導
の
試
み
―
単
元　

和

歌
を
受
け
継
ぐ
―
」
は
、
第
二
〇
回
鳴
門
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会

に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
て
発
表
。『
月
刊
国
語
教
育
二
〇
〇
五

年
六
月
号
』（
東
京
法
令
出
版
）
に
詳
細
を
収
録
。

６　

三
好
達
治
の
俳
句
を
学
習
材
と
し
た
俳
句
の
指
導
は
、
西
郷
竹
彦

氏
の
プ
ラ
ン
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
文
芸
教
育
六
〇
号
』（
明
治
図

書　

一
九
九
二
年
五
月
）
参
照
。

＊
本
稿
は
、
第
５
回
大
村
は
ま
記
念
国
語
教
育
の
会
研
究
大
会
鳴
門
大
会

に
お
け
る
実
践
研
究
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
い
ぎ　

ひ
ろ
し
／
本
学
准
教
授
）




