
教
材
と
し
て
の
文
語
少
年
詩
の
可
能
性

-

藤
村
の
詩
'
唱
歌
と
の
対
比
を
通
し
て
1

l
､
問
題
意
識
と
研
究
の
目
的

新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
出
さ
れ
'
〔伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質

に
関
す
る
事
項
〕
の
項
目
が
設
け
ら
れ
た
｡
そ
れ
を
受
け
'
｢古
典
｣
の
指
導

が
さ
か
ん
に
模
索
さ
れ
始
め
て
い
る
と
感
じ
る
｡例
え
ば
へ
『教
育
科
学
国
語

教
育
』
N
o
.
7
0
1

【1
】
で
は
'
｢伝
統
の
言
語
文
化
｣
の
授
業
が
特
集

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

､

そ
の

｢提
言
｣
や

｢授
業

へ
の
配
慮
｣
の
文
章
の

多
く
が
古
典
に
親
し
む

･
楽
し
む
こ
と
を
目
標
と
し
て
据
え
て
い
る
｡

こ
こ
で
筆
者
は
'
次
の
三
点
の
問
題
意
識
を
提
示
す
る
｡

･
親
し
む
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か

･
伝
統
文
化
を
扱
う
授
業
に
お
け
る
韻
文
と
散
文
の
意
義
の
違
い

･
伝
統
文
化
を
扱
う
授
業
に
お
け
る

｢古
典
｣
と

｢文
語
文
｣
と
の
違
い

一
点
目
は
､
前
書
の
提
言
の
多
く
が
音
読
を
前
面
に
出
し
て
い
る
た
め
に

挙
げ
た
も
の
で
あ
る
｡
読
解
を
深
め
る
よ
り
'
触
れ
て
想
像
し
た
り
感
覚
を

取
り
入
れ
た
り
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
が
'
音
読
に

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
音
読
以
外
に
も
も
ち
ろ

小
浦

啓
子

ん
親
し
む
方
法
は
提
示
さ
れ
て
い
る
が
､
音
読
に
限
っ
て
み
て
も
'
そ
の
内

実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
｡

筆
者
は
'
音
読
を
通
し
て
親
し
む
に
も
レ
ベ
ル
や
質
が
あ
る
と
考
え
る
｡

そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
｡
初
め
は
'
文
体
や
仮
名
遣
い
自
体
が
難
し
く
感

じ
ら
れ
'
た
ど
た
ど
し
い
音
読
か
ら
ス
ラ
ス
ラ
と
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と

を
通
し
て
古
典

(文
語
文
)
の
リ
ズ
ム
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
t

と
い
う
段
階
が
あ
る
｡
そ
れ
が
既
に
ス
ラ
ス
ラ
と
読
め
る
段
階
で
音
読
を
す

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
'
次
第
に
､
声
に
出
し
な
が
ら
内

容
を
思
い
描
く
よ
う
に
な
る
｡
ま
た
'
文
章

･
詩
文
の
質
に
よ
っ
て
'
内
容

の
思
い
描
き
方
も
'
イ
メ
ー
ジ
を
自
分
な
り
に
広
げ
る
も
の
か
ら
､
も
の
の

見
方

･
考
え
方
さ
ら
に
は
思
想
を
筋
道
立
て
て
考
え
る
も
の
ま
で
'
様
々
に

な
る
｡
教
材
と
し
て
の
文
章

･
詩
文
の
見
極
め
や
'
学
年
ご
と
に
何
を
目
標

と
す
る
か
の
見
極
め
が
大
事
で
あ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
レ
ベ
ル
や
質
に
対
応
し
た

親
し
み
方
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

二
点
目
は
'

1
点
目
を
踏
ま
え
'
教
材
と
し
て
の
文
章

･
詩
文
の
見
極
め

に
関
連
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
古
典
の
中
に
は
､
散
文
で
あ
っ
て

も
リ
ズ
ム
を
持
つ
も
の
も
多
く
､
そ
れ
ら
は
原
文
を
音
読
し
た
い
も
の
で
あ

る
｡
し
か
し
､
そ
れ
ら
は
内
容
的
な
要
素
の
重
み
が
し
め
る
割
合
が
高
く
'



韻
文
の
方
が
､
リ
ズ
ム
等
､
音
的
な
要
素
の
重
み
が
大
き
い
と
考
え
る
｡
ゆ

え
に
'
古
典
の
物
語
や
随
筆
等
は
現
代
語
訳
や
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
た
も
の
に
も

価
値
が
見
出
せ
る
o

I
方
で
韻
文
は
､
原
文
自
体
を
読
む
こ
と
が
外
せ
な
い
｡

こ
の
こ
と
は
'
三
点
目
に
挙
げ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
｡
｢伝
統
的
な

言
語
文
化
｣
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
'
同
時
に

｢古
典
｣
が
着
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
'
国
語
教
育
で
扱
う
古
典
の
定
義
と
は
'
例
え
ば

『国

語
教
育
研
究
大
辞
典
』
【2
】
に
よ
れ
ば

｢日
本
の
古
典
文
学
｣
の
こ
と
で
'

｢ふ
つ
う
に
は
明
治
以
前
の
文
学
遺
産
の
中
で
と
く
に
す
ぐ
れ
た
も
の
を
古

典
と
言
い
な
ら
わ
し
て
い
る
｣
【3
】
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢伝
統
的
な
言

語
文
化
｣
に
は
､
こ
の
意
味
の

｢古
典
｣
に
は
含
ま
れ
な
い
文
語
文
'
つ
ま

り
へ
｢近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
｣
も
あ
る
｡
二
点
目
に
挙
げ
た
よ
う
に
､

古
典
で
も
明
治
以
降
の
文
語
文
で
も
､
韻
文
に
は
同
じ
く
音
的
要
素
の
重
み

汎
あ
る
｡
し
か
し
筆
者
は
､
現
代
に
お
い
て
は
,
明
治
以
降
の
文
語
の
韻
文

に
は
'
古
典
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
の
意
味
'
す
な
わ
ち

｢文
語
｣
で
あ
る

こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
そ
れ
は
'
表
さ
れ
て
い
る

内
容
や
表
し
方
が
現
代
に
近
く
'
主
に
文
体
が
現
代
の
読
み
手
に
と
っ
て
違

和
感
を
感
じ
る
部
分
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
｡
つ
ま
り
'
古
典
の
場
合

は
音
読
す
る
こ
と
で
分
か
り
に
く
い
表
現
や
内
容
を
理
解
し
て
行
く
と
い
う

意
味
が
あ
り
'
近
代
以
降
の
文
語
文
の
場
合
は
'
音
読
す
る
こ
と
を
通
し
て
'

形
は
異
な
る
が
現
代
に
近
い
思
考
を
働
か
せ
な
が
ら
そ
の
表
す
と
こ
ろ
を
身

近
に
感
じ
て
行
く
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ
は
'

一
点
目
の

問
題
意
識
と
も
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
る
｡

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
､
本
論
文
で
は
文
語
詩
を
と
り
上
げ
t.
研
究
の
目

的
を
次
の
よ
う
に
設
定
す
る
｡

し
な
が
ら
検
討
す
る
｡

文
語
詩
の

｢伝
統
的
言
語
文
化
｣
の
教
材
と
し
て
の
意
義
と
可
能

性
に
つ
い
て
'
韻
文
で
あ
る
こ
と
と

｢古
典
｣
と
の
違
い
に
留
意

ま
ず
'
二
､
現
在
の
文
語
詩
教
材
で
中
学
校
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
文
語
詩
を
示
し
'
ど
の
よ
う
な
学
習
内
容
と
結
び
付
く
の
か
を
考
察
す
る
｡

そ
し
て
'
学
習
指
導
書
に
よ
り
授
業
例
を
考
察
し
､
問
題
点
を
指
摘
す
る
｡

次
に
､
三
､
教
材
と
し
て
の
文
語
詩
で
'
現
在
の
中
学
校
教
科
書
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
藤
村
の
作
品
と
､
そ
の
問
題
点
を
克
服
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
文

語
少
年
詩
作
晶
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
｡
ま
た
､
現
在
文
語
詩
教
材
と

し
て
小
学
校
実
践
で
よ
く
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
唱
歌
と
文
語
少
年
詩
と
を

比
べ
る
｡
そ
し
て
最
後
に
､
四
､
文
語
少
年
詩
の
可
能
性
で
'
新
た
に
文
語

少
年
詩
を
教
材
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
希
望
が
見
え

る
の
か
を
提
案
し
た
い
と
考
え
る
｡

二
､
現
在
の
文
語
詩
教
材

ニ
ー

一
'
文
語
詩
教
材
の
概
観
と
学
習
内
容

現
在
､中
学
国
語
の
教
科
書
に
は
'島
崎
藤
村
｢初
恋
｣
(三
省
堂

･
中
三
/

教
育
出
版
中
三
)'
北
原
白
秋
｢落
葉
松
｣
(東
京
書
籍
中
二
)､
島
崎
藤
村
｢千

曲
川
旅
情
の
う
た
｣
(東
京
書
籍

･
中
三
)な
ど
の
文
語
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
｡
以
下
に
'
教
科
書
で
想
定
さ
れ
て
い
る
学
習
内
容
を
挙
げ
る
｡

〇
三
省
堂
中
三

(島
崎
藤
村

｢初
恋
｣)

｢学
び
の
道
し
る
べ
｣
の
中
の

｢学
習
し
た
い
主
な
内
容
｣
に
､
次
の

二
点
が
示
さ
れ
て
い
る
｡

･
場
面
を
豊
か
に
想
像
し
'
初
恋
の
心
情
を
味
わ
う
｡

･
詩
の
形
式
を
ふ
ま
え
て
朗
読
し
て
'
措
か
れ
た
思
い
や
情
感
を
と
ら

え
る
｡

2



○
教
育
出
版
中
三

(島
崎
藤
村

｢初
恋
｣)

｢学
習
の
ね
ら
い
｣
の
中
の

｢関
心

･
意
欲

･
態
度
｣
の
ね
ら
い
の
み

で
'
｢み
ず
み
ず
し
い
詩
情
を
感
じ
る
｡｣
と
示
さ
れ
て
い
る
｡

○
東
京
書
籍
中
二

(北
原
白
秋

｢落
葉
松
｣)
･
中
三

(島
崎
藤
村

｢千
曲
川

旅
情
の
う
た
｣)

ど
ち
ら
も
'
｢日
本
語
の
し
ら
べ
｣
と
い
う
単
元
名
の
み
が
示
さ
れ

て

い
る
｡

以
上
を
考
察
す
る
と
'
言
葉
に
表
さ
れ
た
詩
と
い
う
も
の
に
接
し
'
そ
れ

を
基
に
想
像
し
た
り
言
葉
の
響
き
を
受
け
止
め
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
情

感
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
そ
れ
は
読
み
取
る
態
度

よ
り
味
わ
う
態
度
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

学
習
指
導
要
領
と
対
応
さ
せ
て
考
え
る
と
､
詩
教
材
に
は

｢C

読
む
こ

と
｣
や

〔伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
に
示
さ
れ

て
い
る
学
習
内
容
が
想
定
で
き
る
｡
し
か
し
､
詩
教
材
の
中
で
も
特
に
文
語

詩
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
時
'
現
代
詩
の
教
材
群
と
は
異
な
る
特
徴
を
有
効

に
捉
え
'
｢伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
｣
の
内
容
を
中
心
に
扱
う
こ

と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
｡
上
記
の
教
科
書
に
記
さ
れ
て
い
る
学
習
内
容

は
､
古
典
に

｢親
し
む
｣
態
度
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し

て
､
そ
の
態
度
を
基
と
し
た
上
で
'
作
品
の
特
徴
等
に
よ
っ
て
三
領
域
に
発

展
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

で
は
次
に
'
学
習
指
導
要
領
と
文
語
詩
の
特
徴
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
み

た
い
｡

ニ
ー
二
､
文
語
詩
の
特
徴

ま
ず
'
学
習
指
導
要
領
を
引
用
す
る
｡

各
学
年
に
お
け
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

第
1
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

2
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
3
学
年

(ア
)
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
み
へ
そ
の
世
界

に
親
し
む
こ
と
｡

(イ
)
古
典
の
一
節
を
引
用
す
る
簡
単
な
文
章
を
書
く
こ
と
｡

文
語
詩
の
'
現
代
の
文
学
作
品
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
'
主
に
言
葉
と
リ
ズ

ム

(文
体
)
と
背
景
が
す
ぐ
に
挙
げ
ら
れ
る
｡
文
語
で
あ
る
た
め
に
現
代
の

子
ど
も
た
ち
に
は
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
､
現
代
で
は
な
か
な
か

使
わ
れ
な
い
よ
う
な
言
い
回
し
が
選
択
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
表
現
の
工
夫

を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
'
中
教
審
答
申
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
'

感
性
や
情
緒
を
は
ぐ
く
む
こ
と
に
も
な
る
｡
そ
し
て
'
そ
れ
ら
の
言
葉
が
五

音

･
七
音
を
中
心
と
し
た
音
数
に
ま
と
め
ら
れ
'何
行
に
も
何
連
に
も
わ
た
っ

て
つ
な
げ
ら
れ
る
こ
と
で
､
リ
ズ
ム
の
心
地
よ
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
｡



こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
'
文
語
詩
は
音
読

･
朗
読
を
中
心
に
取
り
上
げ
'
特

有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
う
こ
と

(第

一
学
年
)
'
そ
の
世
界
を
楽
し
む
こ
と

(第

二
学
年
)
を
学
習
内
容
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
｡
実
際
に
は
文
語
詩
は

1
･
二
年
生
の
教
科
書
に
は
載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず

(
1
部
二
年
生
の
も
の
に

は
あ
る
)'
三
年
生
の
教
科
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
､
筆
者
は
'

第
三
学
年
で
あ
っ
て
も
こ
の
内
容
を
引
き
続
き
中
心
と
し
て
行
う
べ
き
で
あ

る
と
考
え
る
｡
リ
ズ
ム
を
感
じ
な
が
ら
表
現
効
果
と
内
容
と
に
意
識
を
は
ら
っ

て
味
わ
う
こ
と
が
文
語
詩
の
特
徴
を
有
効
に
踏
ま
え
た
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

で
は
､
第
三
学
年
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
へ
｢歴
史
的
な
背
景
｣
へ
の
着
目

は
扱
う
意
味
が
な
い
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡第
三
学
年
の
内
容
(ア
)

に
も
あ
る
よ
う
に
'
｢伝
統
的
な
言
語
文
化
｣
を
学
習
す
る
に
あ
た
っ
て
｢歴

史
的
背
景
｣
を
知
る
こ
と
が
必
要
な
の
は
'
｢そ
の
世
界
に
親
し
む
｣
た
め
で

あ
る
｡
そ
の
作
品
が
文
学
史
的
に
い
つ
頃
書
か
れ
た
の
か
t
と
い
う
こ
と
よ

り
､書
か
れ
た
時
代
の
人
々
が
ど
の
よ
う
に
生
活
し
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ

て
書
き
残
し
た
の
か
t
と
い
う
こ
と
が
'
作
品
を
味
わ
う
助
け
に
な
る
で
あ

ろ
う
｡
文
語
詩
の
場
合
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
現
代
と
は
生
活
習
慣
等
の
背

景
が
異
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
'
文
語
詩
に
は
こ
の
他
に
注
意
し
て
お
き
た

い
背
景
が
あ
る
と
考
え
る
｡
藤
村
に
代
表
さ
れ
る
文
語
詩
は

｢近
代
詩
｣
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
､
文
体
は
文
語
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
れ
ま
で
の
古
典
と
は

明
ら
か
に
異
な
る
面
が
あ
る
O
そ
れ
は
'
｢自
我
｣
の
意
識
が
表
さ
れ
た
こ
と

に
あ
る
｡
前
近
代
の
韻
文
で
は
'
個
の
実
感
よ
り
も
類
型
的
な
表
現
技
巧
で

あ
っ
た
り
表
面
的
な
風
景
描
写
で
あ
っ
た
り
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
｡
そ
れ
を
破
り
自
分
本
位
の
感
情
を
解
放
し
た
も
の
が
近
代
浪
漫
主
義
で

あ
る
｡
そ
の
経
緯
を
考
え
て
も
'
近
代
の
文
語
詩
を
扱
う
際
に
は
'
音
読
に

よ
り
リ
ズ
ム
を
体
感
す
る
こ
と
を
中
心
に
し
つ
つ
も
'
そ
こ
に
表
さ
れ
た
実

感
を
感
じ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡

次
に
'
ニ
ー
｢

ニ
ー
二
を
踏
ま
え
た
上
で
'
島
崎
藤
村
の

｢初
恋
｣
を

例
に
と
り
'
授
業
例
を
考
察
す
る
｡

二
-
三
､
｢初
恋
｣
授
業
例
の
考
察

初
め
に
'
初
恋
の
全
文
を
示
す
｡

初
恋

ま
だ
あ
げ
初
め
し
前
髪
の

林
檎
の
も
と
に
見
え
し
と
き

前
に
さ
し
た
る
花
櫛
の

花
あ
る
君
と
思
ひ
け
り

や
さ
し
く
白
き
手
を
の
べ
て

林
檎
を
わ
れ
に
あ
た
へ
し
は

薄
紅
の
秋
の
実
に

人
こ
ひ
初
め
し
は
じ
め
な
り

わ
が
こ
こ
ろ
な
き
た
め
い
き
の

そ
の
髪
の
毛
に
か
か
る
と
き

た
の
し
き
恋
の
盃
を

君
が
情
け
に
酌
み
し
か
な

林
檎
畠
の
樹
の
下
に

お
の
づ
か
ら
な
る
細
道
は

誰
が
踏
み
そ
め
し
か
た
み
ぞ
と

間
ひ
た
ま
ふ
こ
そ
こ
ひ
し
け
れ

【

4
】
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三
省
堂
か
ら
出
て
い
る
学
習
指
導
書

【
5
】
に
は
'
二
通
り
の
事
例
が
提

案
さ
れ
て
い
る
｡

一
つ
は

｢音
読
す
る
こ
と
で
語
感
を
豊
か
に
し
伝
え
合
う

力
を
高
め
る
事
例
｣
と
さ
れ
'
主
に
次
の
よ
う
な
学
習
活
動
が
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
音
読
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
の
例
の
み
を
取
り
上

げ
る

【6
】｡

①

｢初
恋
｣
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
受
け
る
印
象
の
確
認
｡

②
音
読
を
聞
き
'
｢初
恋
｣
に
関
す
る
自
己
の
思
い
と
比
べ
る
｡

③
詩
の
時
代
背
景
'
歌
わ
れ
て
い
る
場
所
の
確
認
｡

④
作
者
の
心
情
の
想
像
｡

⑤
聞
き
手
に

｢わ
れ
｣
の
心
情
を
伝
え
る
た
め
の
読
み
方
を
考
え
'
発
表
す

る
｡

⑥
朗
読
の
練
習
と
工
夫
｡

⑦
朗
読
を
聞
き
､
朗
読
者
が
ど
の
部
分
に
最
も
感
情
を
込
め
た
か
聞
き
取
る
｡

⑧
朗
読
者
の
朗
読
を
評
価
｡

①
で
ま
ず
題
名
を
取
り
上
げ
'
②
で
詩
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
と
①
で
得
た
自

分
の

｢初
恋
｣
と
い
う
言
葉
自
体
へ
の
イ
メ
ー
ジ
と
を
比
べ
る
｡
③
で
背
景

に
関
す
る
知
識
を
外
か
ら
取
り
入
れ
て
詩
全
体
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
'

④
で
作
者
側
の
想
像

へ
と
移
る
｡
つ
ま
り
'
②
に
音
読
を
聞
く
と
い
う
活
動

が
あ
る
の
み
で
'
①
か
ら
④
ま
で
は
'
生
徒
自
身
が
音
読
を
す
る
活
動
は
含

ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
本
書
に
は
'
｢学
習
指
導
計
画
の
ポ
イ
ン
ト
｣と
し
て
'
｢話
す
こ
と

･

聞
く
こ
と
｣
の

｢伝
え
合
う
｣
カ
の
育
成
を
掲
げ
て
い
る
｡
こ
こ
か
ら
'
こ

の
事
例
は
ま
ず
頭
で
こ
の
作
品
を
理
解
し
た
後
に
他
者
に
伝
え
る
た
め
に
声

に
出
す
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

し
か
し
'
筆
者
は
'
音
読
を
扱
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
即
外
に
向
け
て
の
音

声
と
は
限
ら
な
い
と
考
え
る
｡
も
ち
ろ
ん
'
上
記
の
手
順
を
踏
む
こ
と
に
よ

り
'
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
る
よ
う
に
読
む
こ
と
は
可
能
に
な
る
｡
し
か

し
'
口
語
詩
で
な
く
あ
え
て
文
語
詩
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
'
ま
ず
先
に
独

特
の
リ
ズ
ム
と
語
感
を
内
省
す
る
目
的
で
音
読
を
機
能
さ
せ
る
方
が
ふ
さ
わ

し
い
と
思
わ
れ
る
｡

文
語
定
型
詩
で
は
'
特
有
の
リ
ズ
ム
が
あ
る
た
め
､
何
度
も
繰
り
返
し
て

読
み
'
そ
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
楽
し
む
中
で
読
み
手
自
身
が
徐
々
に
状
況
を

想
像
し
'
さ
ら
に
は
心
情
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
｡
ま
た
'

リ
ズ
ム
を
繰
り
返
す
中
で
､
読
み
手
自
身
の
初
恋
の
イ
メ
ー
ジ
と
引
き
比
べ

た
り
重
ね
た
り
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
｡

本
事
例
で
は
､こ
先
に
読
ん
で
状
況
や
心
情
を
考
え
'
そ
こ
で
得
た
感
情
を

聞
き
手
に
伝
え

る

た
め
に
音
声
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
'
文
語
詩
を

教
材
と
し
た
場
合
は
音
読

･
朗
読
を
通
し
て
状
況

･
心
情
を
感
じ
取
っ
て
行

く
方
が
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
｡
伝
え
る
た
め
の
音
声
化
は
'
そ
の
後
で
す

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

次
に
'
次
章
に
お
い
て
'
具
体
的
な
文
語
詩
の
教
材
と
し
て
の
適
性
に
つ

い
て
検
討
す
る
.

三
'
教
材
と
し
て
の
文
語
詩

≡
-

｢

藤
村
の
詩
と
文
語
少
年
詩
の
対
比

前
章
ま
で
に
'
文
語
詩
が
現
行
の
教
科
書
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
と
'
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
｡
本
章
に
お
い
て
は
'
具

体
的
な
作
品
の
特
徴
を
検
討
し
'
中
学
校
の
教
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
考
え
る
｡

ま
ず
'
数
社
の
現
行
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
'
藤
村
の
詩
に
つ
い
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て
考
え
る
｡

『中
学
校
国
語
教
材
研
究
大
事
典
』
【7
】
に
は
､
｢藤
村
の
詩
は
'
中
学

と
高
校
の
両
方
で
'
文
語
定
型
詩
の
代
表
と
な
る
教
材
と
し
て
採
り
あ
げ
ら

れ
て
き
た
｡特
に
､
『初
恋
』
『小
諸
な
る
古
城
の
ほ
と
り
』
『千
曲
川
旅
情
の

う
た
』
は
'
中
学
で
も
高
校
で
も
実
践
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
､
初
々
し
い
情

感
が
こ
め
ら
れ
る

『初
恋
』
は
'
中
学
で
扱
う
に
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
'
旅
情
や
漂
泊
と
い
っ
た
主
題
を
も
つ
他
二
篇
は
'
中
学
で
理
解
さ
せ
る

の
は
困
難
の
よ
う
で
あ
る
｡｣
【8
】
と
あ
る
｡
｢初
恋
｣
は
'
そ
こ
に
こ
め
ら

れ
て
い
る
初
々
し
さ
か
ら
中
学
生
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡

し
か
し
'
題
材
は
思
春
期
ら
し
い
も
の
が
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
の
'

一
部

の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
本
詩
は
登
場
人
物
は
幼
い
少
年
少
女
で

あ
る
が
'
大
人
と
し
て
の
藤
村
が
そ
れ
を
表
現
し
た
こ
と
が
隠
せ
な
い
作
品

と
な
っ
て
い
る
｡例
え
ば
､
｢た
の
し
き
恋
の
盃
を
/
君
が
情
け
に
酌
み
し
か

な
｣
と
い
う
中
学
生
に
と
っ
て
は
身
近
で
な
い
表
現
が
現
れ
た
り
'
最
終
連

の
よ
う
に
'
恋
の
か
け
ひ
き
が
表
さ
れ
た
り
し
て
い
る
｡
生
徒
に
と
っ
て
は
t

a
文
語
で
あ
る
こ
と
t
b
昔
の
習
慣

･
感
覚
が
表
れ
て
い
る
こ
と
'
そ
し
て

C
大
人
の
感
覚
が
表
れ
て
い
る
こ
と
t
と
い
う
三
段
階
に
わ
た
る
違
和
感
を

感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡

a
と
b
は
伝
統
の
言
語
文
化
な
ら

で
は
の
違
和
感
で
あ
り
､
こ
の
教
材
を
扱
う
こ
と
の
意
味
に
も
な
る
こ
と
で

あ
る
が
t

c
は
異
質
で
あ
る
｡

そ
れ
を
克

服
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
が
'
｢文
語
少
年
詩
｣
で
あ
る
｡
藤
村

は
､
｢近
代
詩
の
母
｣
と
言
わ
れ
る
｡
前
述
し
た
よ
う
に
'
｢私
｣
と
い
う
'

前
近
代
に
は
表
現
さ
れ
な
か
っ
た
個
の
特
有
の
感
覚
を
詩
に
取
り
入
れ
た
の

で
あ
る
｡
そ
し
て
'
｢こ
の
近
代
詩
の
母
の
心
を
'
子
ど
も
の
村
へ
持
ち
こ
ん

で
き
た
の
は
'
有
本
芳
水
で
あ
っ
た
｡｣
と
言
わ
れ
る

【9
】
｡
こ
れ
が

｢少

年
詩
｣
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
現
在
で
も
少
年
詩
は
盛
ん
に
作
ら
れ
続

け
て
い
る
が
､
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
作
ら
れ
た
作
品
は
文
語
で
表
現
さ

れ
て
い
る
O

藤
村
の
詩
は
'
文
学
史
的
に
も
意
義
の
あ
る
も
の
で
'
そ
の
意
味
か
ら
も

中
学
生
に
触
れ
さ
せ
た
い
も
の
で
あ
る
が
'
前
述
し
た
よ
う
に
'
何
段
階
も

の
ハ
ー
ド
ル
を

1
度
に
跳
び
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡
し
た

が
っ
て
'
初
め
に
前
述
の
a
b
の
要
素
の
み
含
ま
れ
て
い
る
文
語
少
年
詩
に

親
し
ん
だ
上
で
あ
れ
ば
'
藤
村
の
詩
に
も
親
し
み
が
持
ち
や
す
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
｡
こ
の
場
合
の

｢親
し
み
｣
は
理
解
し
や
す
い
と
い
う
意
味

で
あ
り
'
共
感
と
は
異
な
る
｡
必
ず
し
も
共
感
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
を
先
に
断
っ
て
お
く
｡

以
下
に
'
有
本
芳
水
の
作
品
を
例
示
す
る
｡

紫
に
暮
れ
ぬ
る
夕

坂
つ
き
て
畑
に
つ
づ
け
る

畷
路
の
春
の
く
れ
が
た

顔
見
世
の
旅
の
役
者
は

か
ら
か
ら
と
侍
を
つ
ら
ね

隣
な
る
村
に
い
そ
ぎ
ぬ
｡

未
と
ほ
く
菜
の
花
咲
き
て

そ
の
涯
に
日
傘
ゆ
き
交
ふ

う
す
う
て
る
赤
き
日
ざ
L
は

濁
り
た
る
酒
の
ご
と
く
に

麦
の
穂
を
か
す
か
に
て
ら
す
｡

み
ど
り
な
す
繋
練
の
丘
に

五
六
人
人
は
た
か
り
て

何
ご
と
か
声
た
か
ら
か
に

笑
ひ
つ
つ
話
に
ふ
け
る
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春
の
日
は
つ
い
に
暮
れ
た
り
｡

少
年
は
壁
に
も
た
れ
て

う
す
や
み
の
畷
の
道
を

し
み
じ
み
と
見
つ
め
て
あ
り
ぬ

家
家
に
灯
火
つ
き
て

風
な
き
に
な
し
の
花
散
る
｡

少
年
は
う
つ
つ
に
描
く

今
行
き
し
役
者
の
顔
を
-
-

も
た
れ
た
る
壁
の
い
ろ
ひ
も

あ
あ
つ
ひ
に
つ
め
た
く
な
り
ぬ

紫
に
く
れ
ぬ
る
夕
I

.

【10
】

潮
の
ひ
び
き

暮
れ
か
か
る
夏
の
夕
を

南
国
の
海
辺
に
立
ち
て

流
れ
行
く
光
の
な
か
に

わ
か
や
げ
る
友
の
姿
の

絵
す
が
た
を
胸
に
描
き
し
｡

青
ざ
め
し
夕
の
空
は

か
な
し
げ
に
う
す
ら
ぎ
初
め
ぬ

遠
方
は
汐
に
く
も
り
て

む
ら
さ
き
の
色
と
な
り
ぬ
る

や
が
て
見
よ
真
白
き
鳥
は

い
づ
く
へ
か
の
ぼ
り
行
く
ら
し
｡

い
ま
波
に
描
け
る
姿

う
る
は
し
き
夢
に
も
似
た
り

消
え
行
き
て
ま
た
も
あ
ら
は
る

波
の
上
友
の
顔

わ
が
胸
に
幾
度
弛
み
し

な
つ
か
し
き
そ
の
ほ
ほ
え
み
も
-
…
･｡

灰
色
の
日
ぐ
れ
の
色
は

音
も
な
く
せ
ま
り
来
り
ぬ

あ
あ
彼
方
彼
地
の
磯
に

友
も
ま
た
愁
に
人
ら
ん

わ
れ
も
ま
た
愁
に
入
れ
る

く
れ
か
か
る
夏
の
夕
よ
｡

息
ひ
出
は
げ
に
も
い
た
ま
し

一
と
せ
の
春
の
夜
な
り
き

ほ
の
か
な
る
月
の
ひ
か
り
に

う
な
だ
れ
て
森
を
あ
ゆ
み
し

昨
日
の
日
の
わ
あ
き
お
も
ひ
で

今
胸
に
ほ
の
め
き
初
め
ぬ
｡

海
お
ひ
し
島
の
遠
鳴

い
つ
し
ら
ず
日
は
暮
れ
行
き
て

波
の
音
も
､
砂
上
に
刻
む

わ
が
か
げ
も
お
ぼ
ろ
に
な
り
ぬ

青
ざ
め
し
浪
の
ゆ
ら
め
き

7



幾
日
か
胸
に
恥
む
ら
む
｡

1組
!

森
さ
び
は
て
し
森
に
き
く

な
つ
か
し
き
秋
の
音
｡

〉

夕
ぐ
れ
の
寂
し
み
は

木
の
か
げ
に
嘆
か
ひ
ぬ
｡

森
の
色
I

わ
か
き
絵
よ

鳴
き
か
は

す
鳥
の
声
｡

落
日
の
光
り
は

あ
き
ら
か
に
透
け
る
見
よ
｡

そ
の
森
に
わ
れ
は
入
り

お
も
ひ
出
に
泣
か
ま
し
｡

【12
】

以
上
の
作
品
は
､
『芳
水
詩
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
全
部

で
二
一七
編
の
作
品
の
う
ち
､
文
語
で
あ
る
こ
と
'
定
型
で
あ
る
こ
と
t
の

条
件
を
含
み
､
少
年

･
少
女

･
子
ど
も
時
代
が
関
連
し
て
い
る
作
品
か
ら
例

と
し
て
選
択
し
た
｡

こ
れ
ら
は
ど
れ
も
季
節
の
終
わ
り
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

一
編
の
長
さ

が
長
い
と
い
う
点
に
懸
念
は
あ
る
が
'
難
し
い
表
現
は
少
な
く
､
藤
村
の
詩

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大
人
で
な
い
と
分
か
り
に
く
い
表
現
も
ほ
と
ん
ど
な
い

と
言
え
る
｡
ま
た
'
藤
村
が
内
面
を
描
き
出
し
て
い
る
の
に
対
し
'
芳
水
の

詩
は
描
写
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
'
情
景
を
想
像
す
る
手
が
か
り
は

ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
理
由
か
ら
'
中
学
生
に
は
等
身
大
で
理
解
し

や
す
い
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
｡

三
I
三
､
唱
歌
と
文
語
少
年
詩
と
の
対
比

一
方
'
近
年

｢伝
統
的
な
言
語
文
化
｣
が
重
ん
じ
ら
れ
る
向
き
に
な
り
'

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
一
つ
が

｢唱
歌
｣
で
あ
る
｡
例
え
ば
'

『月
刊
国
語
教
育
研
究
』
N
o
.
4
1
4

【13
】
に
は
'
第
三
一
回
西
日
本

(関
西
)
集
会
に
お
け
る
倉
揮
栄
吉
の
講
演
要
旨

｢童
謡

･
唱
歌
へ
文
語
文
｣

が
掲
載
さ
れ
'
そ
こ
に

｢唱
歌
と
い
う
の
は
'
こ
れ
は
学
校
な
ど
で
歌
っ
て
'

み
ん
な
口
ず
さ
む
の
で
'
そ
の
文
芸
的
な
色
彩
み
た
い
な
も
の
は
じ
ゆ
う
ぶ

ん
で
は
な
い
が
'
し
か
し
､
子
ど
も
た
ち
が
喜
ん
で
歌
え
る
も
の
で
あ
っ
て
'

し
か
も
へ
日
本
の
人
情
や
風
景
な
ど
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡｣
【14
】
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
｡
難
易
度
や
興
味
性
等
に
お
い
て
十
分
子
ど
も
が
受
容
で
き
る

範
囲
の
も
の
で
あ
り
'
日
本
人
の
感
性
と
し
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
も
の
が

含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
得
る
｡

ま
た
'
同
じ
く

『月
刊
国
語
教
育
研
究
』
N
o
.
4
2
7

【15
】
に
は
'

第
七
〇
回
国
語
教
育
全
国
大
会
に
お
け
る
提
案
授
業

｢歌
が
伝
え
る
日
本
の

心
-
言
語
文
化
の
継
承
を
願
っ
て
-
｣
(授
業
者
-
千
葉
市
立
幕
張
西
中
学
校

･

飯
田
良
氏
)
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
授
業
の
中
で
は
'
唱
歌
等
'
歌
い

継
が
れ
て
来
た
歌
に
は

｢日
本
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
事
柄
や
思
い
が
潜
ん
で

い
る
｣
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
'
こ
れ
ら
の
歌
を
用
い
て

｢春
夏
秋
冬
を
描

い
た
歌
詞
を
通
し
て
､
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
感
じ
取
る
学
習
を
設
定

し
た
｣
授
業
が
提
案
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
り
､
｢今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ

た
も
の
の
見
方
や
語
嚢
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
実
感
さ
せ
｣
る
こ
と
が
目
指
さ

れ
て
い
る

【16
】｡
こ
こ
か
ら
は
'
前
述
の
倉
浮
に
よ
る
講
演
に
挙
げ
ら
れ
た
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日
本
人
の
感
性
の
一
つ
に
'
豊
か
な
四
季
に
対
す
る
感
覚
が
あ
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
｡

確
か
に
､
唱
歌
は
四
季
が
豊
富
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
｡
こ
こ
に
'
現
在
で
も
歌
い
継
が
れ
て
い
る
代
表
的
な
唱
歌
で

あ
る

｢臆
月
夜
｣
(高
野
康
之

･
詞
/
岡
野
貞

一
･
曲
)
を
例
示
す
る
｡

臆
月
夜

｢

菜
の
花
畠
に

入
り
日
薄
れ
､

見
わ
た
す
山
の
端

春
風
そ
よ
ふ
く

夕
月
か
か
り
て

こ
､
呈
わ
の
火
影
も
'

田
中
の
小
路
を

蛙
の
な
く
ね
も
､

さ
な
が
ら
霞
め
る

霞
ふ
か
し
｡

空
を
見
れ
ば
､

に
お
い
淡
し
｡

森
の
色
も
､

た
ど
る
人
も
､

か
ね
の
音
も
､

鹿
月
夜
｡

【17
】

し
か
し
'
こ
れ
と
前
に
示
し
た
有
本
芳
水
の
文
語
少
年
詩
と
を
比
べ
る
と
'

唱
歌
に
は
季
節
感
が
表
れ
て
い
る
が
'
ご
く
平
面
的
に
措
か
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
｡
そ
の
原
因
は
､
文
部
省
唱
歌
が
'
花
鳥
風
月
を
盛
り
込
む
こ
と

に
し
た
も
の
の
､
全
国
各
地
ど
こ
に
い
て
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
感
覚

を
歌
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
針
に
立
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ

る
｡
そ
れ
に
対
し
'
近
代
浪
漫
詩
の
流
れ
に
あ
る
芳
水
の
文
語
少
年
詩
に
は
'

描
写
が
多
い
も
の
の
誰
も
が
感
じ
る
季
節
感
で
は
な
く
､
個
人
の
実
感
に
基

づ
い
た
季
節
感
が
表
さ
れ
て
い
る
｡
前
節
に
示
し
た
三
編
は
'
春

･
夏

･
秋

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
で
あ
る
が
､
ど
れ
も
寂
参
感
に
貫
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は

唱
歌
と
異
な
り
'
必
ず
し
も
共
感
を
誘
う
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
独
白

の
感
性
で
切
り
取
っ
た
季
節
の
一
側
面
で
あ
る
だ
け
に
'
新
鮮
に
感
じ
ら
れ

た
り
新
し
い
発
見
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
｡
自
分
と
比
べ

て
ど
う
か
t
と
い
う
こ
と
や
'
そ
の
表
現
者
特
有
の
感
じ
方
を
知
る
こ
と
が

文
語
少
年
詩
で
は
で
き
る
の
で
あ
る
｡

唱
歌
は
小
学
校
の
実
践
で
'
特
に
音
楽
科
と
の
合
科
で
扱
わ
れ
る
こ
と
を

前
提
と
す
れ
ば
'
日
本
人
誰
も
が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
唱
歌
の
感
性

(季
節
感

を
始
め
)
に
対
し
'
文
語
少
年
詩
で
は
個
々
の
表
現
者
な
ら
で
は
の
特
有
の

感
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

四
'
文
語
少
年
詩
の
可
能
性

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
'
筆
者
は
芳
水
の
前
掲
の
詩
を
と
り
上
げ
以
下
の

よ
う
な
学
習
活
動
が
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
な
授
業
が
で
き
る
の
で
な
い
か
と

考
え
る
｡

①
各
自
が
音
読
を
し
て
み
て
'
好
き
な
詩
を

1
編
選
ぶ
｡

②
そ
の
1
編
を
音
読
し
な
が
ら
情
景
を
想
像
す
る
.

③
季
節
と
絡
め
な
が
ら
'な
ぜ
そ
の
一
編
が
良
い
と
思
っ
た
か
を
考
え
る
(義

現
に
触
れ
る
)
｡
唱
歌
と
の
比
べ
読
み
を
入
れ
る
の
も
良
い
と
考
え
る
｡

④
そ
の
表
現
を
味
わ
い
な
が
ら
朗
読
す
る
｡

㌔

⑤
お
互
い
に
'
選
ん
だ
理
由
と
と
も
に
朗
読
を
聞
き
合
い
評
価
し
合
う
｡

①
は
'
第

一
印
象
で
好
き
な
詩
を
選
ぶ
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
ま
っ
た

く
意
味
が
分
か
ら
な
い
状
態
で
選
ぶ
こ
と
も
'
知
識
と
し
て
1
語

1
語
の
意

味
を
与
え
る
こ
と
も
考
え
て
い
な
い
｡
語
釈
を
隣
に
書
き
込
ん
だ
形
の
荻
原

磨
道
式
プ
リ
ン
ト
を
作
っ
て
お
け
ば

【18
】'
一
読
し
た
だ
け
で
も
語
感
の
印

象
と
と
も
に
大
体
の
内
容
が
掴
め
る
と
考
え
る
｡
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②
は
'
何
度
も
音
読
L
t
つ
ま
ず
か
ず
に
読
む
こ
と
を
目
指
し
た
レ
ベ
ル

か
ら
'
そ
の
リ
ズ
ム
･
語
感
と
イ
メ
ー
ジ
を

一
体
に
創
造
す
る
レ
ベ
ル
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
る
.

③
で
は
'
味
わ
っ
た
上
で
'
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
独
自
性

(表
現
者
特
有

の
感
覚
な
ど
)
に
気
付
く
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
｡
唱
歌
の
季
節
の
表

し
方
と
比
べ
る
こ
と
で
'
そ
の
特
徴
は
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
｡

〉

④
に
至
っ
て
'聞
き
手
を
意
識
し
た
音
声
化
に
変
わ
る
｡③
ま
で
に
味
わ
っ

た
こ
と
を
土
台
と
L
t
ど
の
よ
う
に
読
み
た
い
か
を
決
め
'
表
出
す
る
｡

⑤
は
'
④
で
聞
き
手
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
止
め
る
た
め
に
設
定

し
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
伝
え
る
こ
と
を
メ
イ
ン
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
た
め
'
評
価
の
仕
方
は
感
想
程
度
で
も
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
｡

こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
'
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
親
し
み
を
感
じ
な
が
ら
こ
の

作
品
を
享
受
す
る
の
と
同
時
に
'
そ
の
リ
ズ
ム
の
中
で
情
景
の
想
像
が
広
が

り
'
実
感
を
持
っ
て
こ
の
作
品
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
藤
村
の
授
業
事

例
が
､
内
容
を
捉
え
る
こ
と
と
音
声
表
現
す
る
こ
と
と
が
別
々
に
成
り
立
っ

て
い
た
の
に
対
し
'
本
提
案
で
は
そ
れ
ら
を
融
合
す
る
こ
と
で
語
感
を
自
分

自
身
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡

さ
ら
に
､
教
材
の
選
択
に
注
意
を
払
う
こ
と
で
､
次
の
こ
と
が
可
能
に
な

る
｡
文
語
少
年
詩
を
扱
う
こ
と
で
､
文
体
的
な
難
易
度
や
中
学
生
年
代
の
感

覚
と
し
て
も
藤
村
の
詩
に
比
べ
無
理
な
く
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
､

唱
歌
に
比
べ
典
型
的
な
感
覚
だ
け
で
な
く
個
人
の
感
覚
が
ど
の
よ
う
に
表
現

さ
れ
る
の
か
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

も
ち
ろ
ん
個
人
の
感
覚
は
現
代
詩
に
遺
憾
な
く
発
拝
さ
れ
て
i
る
の
で
あ

る
が
'
こ
れ
が
心
地
よ
い
7
･
5
調
の
定
型
リ
ズ
ム
に
乗
せ
ら
れ
て
お
り
'

口
ず
さ
む
過
程
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
文
語
詩
の
特
徴
と
そ
れ
を
扱
う
場
合
の
意
義
を
明
ら
か
に

し
た
上
で
'
代
表
的
な
近
代
文
語
詩
を
扱
う
前
に
'
ま
た
'
唱
歌
に
小
学
校

で
触
れ
た
後
で
'
文
語
少
年
詩
を
扱
う
こ
と
を
提
案
し
た
｡

も
ち
ろ
ん
'
文
語
少
年
詩
､
特
に
今
回
取
り
上
げ
た
有
本
芳
水
の
作
品
に

は
'
教
材
化
す
る
際
に
手
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
も
あ
る
と
考

え
る
｡
そ
れ
は
例
え
ば
'
長
さ
が
教
材
と
し
て
用
い
る
詩
と
し
て
は
か
な
り

長
い
と
い
う
こ
と
'
表
現
の
仕
方
が
感
傷
的
な
も
の
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
'
な
ど
で
あ
る
｡

し
か
し
'
現
在
の
中
学
生
が
読
む
場
合
に
'
文
語
で
あ
る
こ
と
､
昔
の
習

慣

･
感
覚
が
表
れ
て
い
る
こ
と
'
以
外
の
違
和
感
を
抑
え
た
題
材
を
持
ち
込

む
こ
と
は
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
｡
こ
れ
に
よ
り
'
で
き
る
だ
け
音
読
の
み

を
通
し
て
情
景
を
把
握
し
想
像
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
'
特
有
の
リ
ズ
ム
の

心
地
よ
さ
を
実
感
で
き
る
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
'
リ
ズ
ム
と
表
現
と
内
容

と
を

一
緒
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
'
リ
ズ
ム
を
感
じ
る
中
で
想
像
を
広
げ
､

同
時
に
自
分
の
感
覚
と
も
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'

日
本
人
が
類
型
的
に
感
じ
て
来
た
感
覚
か
ら

一
歩
抜
け
出
し
た
'
個
人
の
感

覚
と
表
現
と
に
触
れ
る
こ
と
で
､
日
常
の
自
分

(学
習
者
)
が
季
節
等
の
周

囲
の
環
境
に
対
し
て
感
じ
る
感
覚
を
意
識
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡

最
後
に
､
今
後
の
課
題
を
三
点
示
す
｡

1
点
目
は
教
材
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
｡
藤
村
の
詩
は
大
人
向
け
に
書
か

れ
'
芳
水
の
詩
は
少
年
向
け
に
書
か
れ
た
と
言
わ
れ
る
が
'
芳
水
の
詩
の
少

年
性
に
つ
い
て
は
今
回
具
体
的
に
触
れ
な
か
っ
た
｡
そ
れ
を
究
明
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
｡

二
点
目
は
､
授
業
を
構
想
す
る
の
で
あ
れ
ば
'
唱
歌
や
藤
村
の
詩
と
芳
水

の
詩
と
の
接
続
の
仕
方
を
よ
り
明
確
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

三
点
目
は
､
教
材
の
特
性
と
授
業
に
お
け
る
音
読
と
の
関
わ
り
が
表
面
的
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に
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
生
徒
の
読

み
方
の
実
態
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
｡

【1
】
明
治
図
書
'
二
〇
〇
八
年
十
二
月
号

【2
】
国
語
教
育
研
究
所
編
'
明
治
図
書
'

1
九
九

一
年

【3
】
三
五
七
頁

【4
】
三
省
堂
中
三
国
語

二
〇
〇
六
年
よ
り
｡
原
詩
が
発
表
さ
れ
た
の
は

一
八
九
六
年
｡

【5
】
現
代
の
国
語
編
集
委
員
会

『現
代
の
国
語
3
学
習
指
導
書

学
習
指

導
事
例
集
』

【6
】

一
〇
二
-

一
〇
七
貢

【7
】
国
語
教
育
研
究
所
編
'
明
治
図
書
､

一
九
九
三
年

【8
】

二
二
三
頁
｡
位
藤
紀
美
子
執
筆
｡

【9
】
山
本
和
夫

｢少
年
詩
に
つ
い
て
｣
/
児
童
文
学
者
協
会

『児
童
文
学

入
門
』
牧
書
店
'

一
九
五
七
年
'

一
七
〇
頁

【10
】
(『芳
水
詩
集
』

実
業
の
日
本
社
､

一
九
二
二
年
/

一
九
六
〇
年
復

刊

一
三
一
-

一
三
四
4
貢

【11
】
同
書

一
八
六
-

一
九
〇
貢

【12
】
同
書

1
八
四
-
一
八
六
貢

【13
】
明
治
図
書
'
二
〇
〇
六
年
十
月

【14
】
六
六
頁

【15
】
二
〇
〇
七
年
十

一
月

【16
】
以
上
'
十
貢
よ
り
の
引
用

【17
】
堀
内
敬
三
･
井
上
武
士
編

『日
本
唱
歌
集
』
岩
波
書
店

二

九
五
八

年
よ
り
｡
原
詩
が
発
表
さ
れ
た
の
は

一
九

一
四
年
｡

【18
】
『大
村
は
ま
国
語
教
室
』第
三
巻
/
筑
摩
書
房
'
一
九
八
三
年
､
三
一
-

三
二
貢
参
頗

ll




