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宮

崎

県

の
生

活

綴
方

教
師

･木
村
寿

～

南
方
小

･
岡
富
小

･
延
岡
小

～

二

出
発
期
の
木
村
寿

～
東
臼
杵
郡
南
方
村

･
南
方
尋
常
高
等
小
学
校

-

1
､
自
然
観
察
の
綴
方

木
村
寿
は
'
土
々
呂
小
学
校
で
の
文
集

『光
』
(昭
和
七
､
八
､
九
年
)
に

よ
っ
て
､
当
時
全
国
的
に
知
ら
れ
た
生
活
綴
方
教
師
で
あ
る
｡
そ
の
木
村
寿
が
､

綴
方
教
師
と
し
て
の
第

一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
が
､
東
臼
杵
郡
南
方
尋
常
高
等

小
学
校
で
あ
る
｡
大
正
九
年
に
宮
崎
師
範
学
校
本
科
第

一
部
を
卒
業
し
た
木
村

寿
は
､
最
初
の
勤
務
校
で
あ
る
東
臼
杵
郡
北
川
小
を
経
て
､
大
正
十
四
年
三
月
､

南
方
小
学
校
に
赴
任
し
た
｡
そ
こ
で
初
め
て
一
年
生
を
受
け
持

っ
た
の
で
あ
る
｡

大
正
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
｡

｢大
正
十
五
年
'
南
方
と
い
ふ
農
村
で
､
初
め
て
一
年
生
を
受
け
持

っ
た
時
､

子
供
の
毎
日
の
生
活
に
接
し
て
ゐ
名
と
､
国
語
教
育
の
重
要
さ
を
痛
感
し
た
｡

国
語
に
力
が
は
い
り
､
随

つ
て
綴
方
を
丹
念
に
見
る
様
に
な
っ
た
｡｣
(
｢私
と

綴
方
｣
『綴
方
実
践
の
開
拓
』
所
収
)

生
徒
の
国
語
力
の
無
さ
を
痛
感
し
､

一
年
生
か
ら
着
実
に
力
を
付
け
て
い
-

必
要
性
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
南
方
に
比
べ
て
北
川
が
都
会
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
の
で
､
農
村
の
子
ど
も
だ
か
ら
国
語
力
が
無
い
と
言

っ
て
い
る

の
で
は
な
い
0

1
年
生
を
初
め
て
受
け
持

っ
て
み
て
､
｢始
め
｣
が
い
か
に
肝

心
か
痛
感
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
基
礎
的
な
力
を
確
実
に
付
け
て
お
-
こ

と
の
重
要
性
で
あ
る
｡

し
か
し
木
村
の
言
う

｢基
礎
力
｣
は
､
文
字
力
な
ど
に
限
定
し
た
も
の
で
は

な
い
｡
｢随

つ
て
綴
方
を
丹
念
に
見
る
様
に
な
っ
た
｣
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ

菅

邦

男

る
｡
そ
れ
も
単
に

｢文
を
書
-
力
｣
の
養
成
で
は
な
-
､
物
を
見
る
目
､
観
察

力
の
養
成
で
あ
っ
た
｡
具
体
的
に
は

｢自
然
観
察
の
綴
方
｣
で
あ
る
｡

｢
田
舎
と
い
ふ
関
係
も
あ
っ
た
の
か
､
特
に
自
然
観
察
の
綴
方
を
実
施
し
た
｡

子
供
が
､
自
然
の
懐
に
抱
か
れ
て
ゐ
な
が
ら
､
自
然
を
観
る
眼
が
出
来
て
ゐ
な

い
の
を
知

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡｣

こ
れ
は

｢自
然
を
見
る
眼
が
大
切
だ
｣
と
い
う

一
般
的
な
話
で
は
な
い
｡

｢自
然
の
懐
に
抱
か
れ
て
ゐ
な
が
ら
､
自
然
を
観
る
眼
が
出
来
て
ゐ
な
い
｣
と

い
う
と
こ
ろ
に
木
村
寿
の
教
育
観
は
あ
る
｡
自
分
の
周
囲
､
環
境
､
生
活
に
目

が
行

っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
自
分
の
周
囲
､
生
活
を
見
つ
め
る
と
い

う
こ
と
は
､
ひ
い
て
は
自
分
を
見

つ
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
生
活
を
見

つ

め
'
自
分
を
見

つ
め
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
生
活
も
生
き
方
も
変
わ
っ
て

い
く
｡
そ
う
い
う

｢眼
｣
を
育
て
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡

｢子
供
の
生
活
を
正
し
-
み
る
が
た
め
の
綴
方
､
生
活
を
よ
-
し
て
い
-
た
め

の
綴
方
'
私
の
綴
方
は
､
研
究
と
い
ふ
こ
と
よ
り
も
､
常
に
子
供
の
生
活
が
目

標
で
あ
っ
た
｡
｣

教
師
の
立
場
か
ら
言
え
ば
､
そ
れ
は
子
ど
も
の
生
活
を
正
し
-
把
握
す
る
た

め
の
綴
方
で
あ
っ
た
｡
教
師
は
子
ど
も
の
生
活
を
見

つ
め
､
子
ど
も
は
自
分
の

生
活
を
見

つ
め
る
'
そ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
生
活
を
よ
-
し
て
い
-
､
そ
れ

が
木
村
寿
の
綴
方
教
育
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
､
子
ど
も
の
書
い
た
綴
方
を
全
国
誌
に
投
稿
し
た

り
､
文
集
を
作

っ
た
り
も
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
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宮崎県の生活綴方教師 ･木村寿
～ 南方小 ･岡富小 ･延岡小 ～

-
'
文
集
の
発
行
と

｢鑑
賞
文
選
｣

｢小
砂
丘
氏
な
ど
の
や
っ
て
ゐ
ら
れ
た
'
鑑
賞
文
選
に
作
品
を
投
稿
し
て
､
二

三
は
掲
載
し
て
も
ら
っ
た
｡
(中
略
)
只
子
供
が
､
綴
方
を
喜
び
､
文
集
を
楽

し
み
に
し
て
ゐ
る
の
を
み
る
と
､
自
分
の
労
力
を
無
条
件
に
提
供
し
て
､
や
っ

て
や
ら
う
心
持
に
な
っ
て
'
文
集
を
作

っ
た
り
し
て
ゐ
た
｡
｣

｢子
供
の
文
章
が
優
れ
て
ゐ
る
と
､
い
ほ
れ
て
も
､
そ
れ
に
か
れ
こ
れ
価
値
づ

け
て
､
物
を
言
ほ
う
と
は
恩
は
な
か
っ
た
｡
雑
誌
に
で
も
載
る
と
､
子
供
の
方

が
喜
ぶ
の
で
'
そ
の
喜
び
が
う
れ
し
さ
に
､
私
は
投
稿
も
し
た
の
で
あ
る
｡
｣

木
村
寿
は
当
時
の
心
境
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
子
ど
も
の
喜
び
の
た

め
に
作

っ
た
文
集
は
今
は
失
わ
れ
て
存
在
し
な
い
が
､
鑑
賞
文
選
に
載

っ
た
作

品
は

1
例
だ
け
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

昭
和
二
年
八
月

l
日

(
1
九
二
七
)
発
行
の

『
カ
ン
シ
ョ
ウ
ブ
ン
セ
ン

二

ネ
ン
』
(
『鑑
賞
文
選

二
年
』
)
第
十
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
､
黒
木
道
男
の
綴

方

｢
つ
ゆ
｣
で
あ
る
｡

つ

ゆ

宮
崎

･
東
臼
杵

･
南
方
校

黒

木

道

男

け
さ
私
が
学
校
に
-
る
と
き
あ
さ
日
が
て
つ
て
､
草
の
つ
ゆ
が
玉
の
や
う
に

き
ら
き
ら
光

っ
て
ゐ
ま
す
｡
風
が
ふ
い
て
き
て
､
つ
ゆ
が
き
ら
き
ら
ひ
か
つ
て
､

お
ち
ま
し
た
｡

そ
れ
か
ら
､
だ
ん
だ
ん
い
き
よ
り
ま
す
と
､
な
へ
が
､
は
ら
は
ら
ゆ
れ
て
､

な
へ
の
水
が
､
ち
ょ
ぼ
つ
と
お
ち
ま
し
た
｡
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
い
き
よ
り
ま

す
と
､
ち
ょ
ぼ
つ
と
し
た
む
ぎ
の
い
が
に
､
又
つ
ゆ
が
き
ら
き
ら
光

っ
て
t
で

ん
さ
が
つ
い
て
ゐ
る
や
う
に
き
ら
き
ら
光

っ
て
ゐ
ま
す
｡
あ
っ
ち
の
方
に
も
､

こ
っ
ち
の
方
に
も
､
む
ぎ
の
ほ
の
い
が
に
'
ぴ
か
ぴ
か
っ
と
ひ
か
つ
て
る
｡
そ

れ
か
ら
は
し
に
き
ま
し
た
｡
は
し
を
通
っ
て
い
き
よ
り
ま
す
と
､
ち
や
の
は
に

つ
ゆ
水
が
た
ま
っ
て
ゐ
ま
す
｡
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
行
-
と
学
校
に
き
ま
し
た
｡

学
校
に
き
て
見
ま
す
と
､
学
校
の
せ
ん
だ
ん
の
木
に
も
､

つ
ゆ
が
た
ま
っ
て
ゐ

ま
し
た
｡
家
の
中
に
は
い
ろ
う
と
し
た
ら
､

つ
ゆ
が
ぼ
て
つ
と
お
ち
て
き
ま
し

た
｡
そ
れ
か
ら
家
の
中
に
は
い
っ
て
､
さ
ん
じ
ゆ
つ
を
か
き
ま
し
た
｡

低
学
年
の
子
ど
も
に
し
か
書
け
な
い
魅
力
的
な
文
章
で
あ
る
｡
｢
そ
れ
か
ら
､

だ
ん
だ
ん
い
き
よ
り
ま
す
と
｣
｢
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
い
き
よ
り
ま
す
と
｣
｢
は

し
を
通

っ
て
い
き
よ
り
ま
す
と
｣
｢
そ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
行
-
と
学
校
に
き
ま

し
た
｣
｢
そ
れ
か
ら
家
の
中
に
は
い
っ
て
､
さ
ん
じ
ゆ
つ
を
か
き
ま
し
た
｣
と

い
っ
た
た
た
み
か
け
る
よ
う
な
繰
り
返
し
は
､
昔
話
の
語
り
口
を
思
わ
せ
る
｡

｢
い
き
よ
り
ま
す
と
｣
と
い
う
延
岡
方
言
の
言
い
回
し
が
'
独
特
の
味
わ
い
を

も
た
ら
し
て
い
る
｡

木
村
寿
の
言
う

｢自
然
観
察
の
綴
方
｣
そ
の
も
の
で
あ
る
｡
露
そ
の
も
の
を

じ
っ
-
り
観
察
す
る
の
で
は
な
-
､
登
校
中
に
見
た
情
景
の
中
の
露
を
描
写
し

て
い
る
｡
自
宅
か
ら
学
校
ま
で
の
道
の
り
を
漠
然
と
歩
-
の
で
は
な
-
､
何
が

そ
こ
に
あ
る
か
､
見
え
る
か
'
変
化
し
て
い
る
か
､
観
察
し
な
が
ら
歩
い
て
い

る
｡
通
学
は
児
童
に
と
っ
て
生
活
の
1
部
で
あ
る
｡
自
宅
か
ら
学
校
ま
で
の
道

の
り
を
見

つ
め
め
る
こ
と
は
､
生
活
を
見

つ
め
る
こ
と
で
も
あ
る
｡

｢
つ
ゆ
｣
の
作
者
､
黒
木
道
男
氏
に
よ
る
と
､
学
級
文
集
は
､
毎
月
だ
っ
た

か
､
四
半
期
に

1
冊
く
ら
い
だ
っ
た
か
の
割
合
で
出
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
文

集
名
は

『
星
の
む
れ
』
『赤
い
鳥
』
で
あ
る
｡
青
や
赤
色
の
表
紙
が
付
け
ら
れ

て
お
り
､
『赤
い
鳥
』
は
当
然
赤
い
表
紙
で
あ
っ
た
｡
木
村
寿
の

｢北
原
白
秋
｣

へ
の
関
心
が
伺
え
る
｡
木
村
は
雑
誌

『赤
い
鳥
』
へ
童
謡
を
投
稿
し
､
選
外
佳

作
に
な
っ
て
い
る
｡
土
々
呂
小
時
代
に
は
子
ど
も
た
ち
の
詩
を

『赤
い
鳥
』
に

投
稿
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
ア
ル
ス
版
白
秋
全
集
も
所
蔵
し
て
い
た
｡
青
木

幹
勇
氏
は
､
当
時
木
村
の
家
で
白
秋
全
集
が
並
ん
で
い
る
の
を
見
た
と
証
言
し

て
い
る
｡
白
秋
へ
の
深
い
関
心
が
､
『
赤
い
鳥
』
と
い
う
学
級
文
集
名
に
な
っ

て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

当
時
は
男
組
女
組
そ
れ
ぞ
れ

一
学
級
で
､
男
組
は
六
十
名
-
ら
い
だ
っ
た
が
'
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木
村
寿
は
ク
ラ
ス
の
全
員
に
綴
方
を
書
か
せ
､
ガ
-
で
刷

っ
て
全
員
に
配

っ
て

い
た
｡
綴
方
に
は
赤
ペ
ン
で

｢評
｣
が
書
か
れ
て
い
た
が
'
文
集
に
も
'

一
人

一
人
の
綴
方
に
評
が
書
い
て
あ

っ
た
｡
評
と
は
言

っ
て
も
は
め
言
葉
で
､
｢
よ

く
目
を
見
開
い
て
､
よ
く
見
て
き
た
ね
え
｣
と
い
っ
た
も
の
だ

っ
た
｡
｢自
然

観
察
の
綴
方
｣
の
評
で
あ
る
｡

こ
う
し
た

｢評
｣
付
き
の
文
集
は
､
全
国
的
に
も
ま
だ
ま
れ
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
｡

佐
藤
茂
は

｢
文
集
と
そ
の
系
譜
｣
(
『
生
活
綴
方
と
作
文
教
育
』
昭
二
七

金
子
書
房
)
の
中
で
､
｢文
集
の
発
展
過
程
｣
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡

(-
)
は
じ
め
は
詩
と
文
ぐ
ら
い
に
分
け
て
､
漫
然
と
な
ら
べ
た
文
集
が
多
か
っ

た
｡
(略
)
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
指
導
意
識
を
持
た
ず
､
と
に
か
-
子
ど
も
の

作
品
を
大
事
に
し
取
り
あ
げ
て
や
ろ
う
と
い
う
素
朴
な
気
持
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

(-
)
だ
ん
だ
ん
と
評
語
､
文
話
を
加
え
た
も
の
が
出
て
き
た
｡

『葛
城
』

一
九
号

(秋
田
県
湯
沢
小
学
校
)
は
昭
和
五
年
に
も
う
詩
の
特
集

を
出
し
､
そ
の
批
評
座
談
会
も
の
せ
て
い
た
｡
『
ふ
き
の
た
う
』
(昭
六
)
は

一
つ
一
つ
の
文
に
批
評
を
つ
け
､
詩
の
合
評
を
し
て
い
る
｡

こ
れ
に
よ
る
と
､
評
語
や
文
話
を
載
せ
た
文
集
が
発
行
さ
れ
る
の
は
､
昭
和

五
年
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
｡
木
村
寿
が
南
方
小
学
校
で
文
集
を
発
行
し
た
の

は
､
大
正
十
五
年
か
ら
昭
和
二
年

一
学
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
木

村
は
全
国
的
に
見
て
も
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
指
導
意
識
を
持

っ
て
文
集
を
作
っ

て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
木
村
寿
の
先
見
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

-
､
木
村
寿
の
綴
方
指
導

綴
方
は
宿
題
と
し
て
で
は
な
-
､
学
校
で
書
い
た
｡

黒
木
道
男
氏
は
木
村
寿
の
綴
方
指
導
に
つ
い
て
､
｢
一
時
間
な
ら

一
時
間
'

ど
ん
な
事
で
も
良
い
か
ら
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
書
け
と
言

っ
た
｡
子
ど
も
た

ち
は

『喧
嘩
し
た
こ
と
』
な
ど
も
書
い
た
｡
字
を
訂
正
し
た
り
す
る
程
度
で
'

綴
方
を
訂
正
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
｡
方
言
を
使
う
な
と
は
言
わ
な
か
っ
た
｡
あ

り
の
ま
ま
を
書
け
と
言

っ
た
｣
と
言

っ
て
い
る
｡
そ
の
結
果
'
文
集
に
は
学
級

の
子
ど
も
全
員
の
綴
方
を
載
せ
る
こ
と
が
で
き
た
｡

し
か
し
こ
れ
は
､
木
村
寿
の
厳
し
い
指
導
の
成
果
だ
っ
た
｡
厳
し
す
ぎ
て
､

綴
方
を
書
-
こ
と
は
､
生
徒
に
と
っ
て

｢
あ
ま
り
楽
し
-
は
な
か
っ
た
｣
よ
う

で
あ
る
｡

黒
木
道
男
氏
に
よ
る
と
､
綴
方
は
強
制
的
で
､
子
ど
も
が

｢書
か
れ
ん
｣

(書
け
な
い
)
と
言

っ
て
も
書
か
せ
､
そ
の
子
は
泣
き
な
が
ら
綴
方
を
書
い
て

い
た
｡
と
に
か
く
二
行
で
も
三
行
で
も
書
か
せ
た
そ
う
で
あ
る
｡

木
村
寿
の
学
級
で
は
､

一
年
生
の
時
か
ら
習
字
を
や
っ
た
｡
教
室
に
丸
い
テ
ー

ブ
ル
が
置
い
て
あ
っ
て
､
用
紙
が
用
意
さ
れ
て
い
る
｡
子
ど
も
た
ち
は
筆
と
墨
､

下
敷
き
を
家
か
ら
用
意
し
て
-
る
｡
用
紙
は
先
生
が
準
備
し
て
い
た
｡

一
枚
ず

つ
テ
ー
ブ
ル
に
取
り
に
行
か
せ
て
書
か
せ
る
の
で
あ
る
｡
用
紙
を
四
つ
に
折
り
､

｢
ハ
ナ
ハ
ト
｣
と
い
っ
た
よ
う
に
四
文
字
を
カ
タ
カ
ナ
で
書
-
｡
木
村
寿
は
子

ど
も
が
書
-
の
を
側
で
見
て
い
て
､
字
が
悪
い
と
取
り
上
げ
､
破
り
す
て
た
｡

｢
あ
れ
だ
け
言

っ
た
の
に
､
ま
だ
分
か
ら
ん
の
か
｣
と
怒
ら
れ
て
'
子
ど
も
は

泣
き
な
が
ら
用
紙
を
取
り
に
行
-
｡
黒
木
氏
も
､
泣
き
な
が
ら
取
り
に
行

っ
た

こ
と
が
何
度
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
｡
文
字
通
り
子
ど
も
の
手
を
取

っ
て
教
え
て

く
れ
た
が
､
｢
一
年
生
の
終
わ
り
頃
は
相
当
な
も
の
だ
っ
た
｡
｣
｢寡
黙
な
先
生

で
､
た
た
き
は
し
な
か
っ
た
が
､
そ
う
い
う
激
し
さ
､
気
の
短
さ
が
あ
っ
た
｡

厳
し
か
っ
た
｡
｣
と
黒
木
氏
は
言

っ
て
い
る
｡
そ
れ
だ
け
真
剣
だ
っ
た
の
で
あ

る
｡後

に
木
村
寿
は
､
｢
あ
の
時
､
綴
方
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ら
教
師
を
辞

め
よ
う
と
思

っ
て
い
た
｣
と
､
黒
木
氏
に
語

っ
た
そ
う
で
あ
る
｡
教
師
と
し
て

の
資
質
が
あ
る
か
無
い
か
､
自
分
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
厳
し
い
指
導
の

一
方
で
､
木
村
は
音
楽
や
絵
が
好
き
で
'
子
ど
も

3
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た
ち
に
よ
-
唱
歌
を
歌
わ
せ
た
り
写
生
を
さ
せ
た
り
し
て
い
た
｡
黒
木
氏
は
色
々

な
童
謡
を
木
村
寿
か
ら
習

っ
た
と
言

っ
て
い
る
｡
｢
子
ど
も
の
村
は
子
ど
も
で

作
れ
｡
み
ん
な
で
住
も
う
よ
｣
と
い
っ
た
歌
も
習

っ
た
｡
｢
そ
の
頃
は

『
軍
人

大
好
き
』
と
い
っ
た
感
じ
だ
っ
た
が
､
そ
う
い
う
の
は
い
っ
さ
い
や
ら
な
か
っ

た
｡
｣
と
黒
木
道
男
氏
は
言

っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
世
相
に
迎
合
し
な
い
姿
勢

が
'
木
村
に
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
歌
は
北
原
白
秋
の
｢子
供
の
村
｣
で
あ
る
｡

文
字
の
指
導
は
､
習
字
の
指
導
を

一
年
生
か
ら
や
っ
て
い
た
く
ら
い
で
あ
る

か
ら
､
か
な
り
早
-
か
ら
や
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
黒
木
氏
は
'
｢自
分
は

学
校
に
上
が
る
前
に
カ
タ
カ
ナ
を
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
､
い
つ
頃

他
の
子
ど
も
た
ち
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
'
二
学

期
か
ら
は
習
字

(毛
筆
)
を
や
っ
て
い
た
の
で
'

一
学
期
の
終
わ
り
に
は
み
ん

な
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
思
う
｣
と
言
う
｡
い
ず
れ
に
し
ろ
､
文
字
の

習
得
を
早
め
に
や
り
､
綴
方
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
､
岡
富
小
学
校
時
代
に
同
僚
だ
っ
た
青
木
幹
勇
氏
が
､

そ
の
著

『
わ
た
し
の
授
業
』
(明
治
図
書
)
の
中
で
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
｡

｢
だ
れ
も
が
知

っ
て
い
る
よ
う
に
､
あ
の
こ
ろ
は
､
カ
タ
カ
ナ
先
習
で
し
た
｡

ひ
ら
が
な
は
､
ち
ょ
う
ど
今
の
カ
タ
カ
ナ
の
学
習
と
同
じ
よ
う
に
､

一
年
後
期

か
ら
､
ぼ
つ
ぼ
つ
指
導
を
始
め
､
二
年
生
の

一
学
期
で
一
応
'
仕
上
げ
る
と
い

う
､
カ
-
キ

ュ
ラ
ム
だ
っ
た
の
で
す
｡

と
こ
ろ
が
､
木
村
教
室
で
は
､
カ
タ
カ
ナ
は

一
学
期
に
終
了
､
二
学
期
か
ら

は
'
ひ
ら
が
な
の
け
い
こ
､
そ
し
て
'
二
学
期
の
終
わ
り
に
は
､
大
半
の
子
ど

も
が
､
ひ
ら
が
な
の
読
み
書
き
､
も
ち
ろ
ん
､
作
文
も
書
け
る
と
い
う
状
況
で

し
た
｡
｣

こ
れ
は
南
方
小
の
次
に
木
村
が
教
鞭
を
執

っ
た
岡
富
小
学
校
で
の
話
だ
が
､

黒
木
道
男
氏
の
話
と

一
致
し
て
い
る
｡
黒
木
氏
は
生
徒
の
立
場
か
ら
'
青
木
氏

は
同
僚
教
師
の
立
場
か
ら
の
証
言
で
あ
る
｡

ま
た
青
木
氏
は
続
け
て
､

｢他
は
､
お
し
て
知
る
べ
し
､
理
科
で
も
'
音
楽
で
も
､
体
操
､
手
工
ま
で
､

ま
ん
べ
ん
な
く
､
そ
の
指
導
に
情
熱
を
傾
け
た
の
で
す
｡
木
村
さ
ん
の
指
導
の

本
命
で
あ
る
､
作
文
ビ
ラ
-
ツ
ド
を
高
-
す
る
に
は
'
そ
の
､
底
面
積
を
広
げ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
木
村
さ
ん
は
､
そ
れ
を
十
二
分
に
見
通
し
て
お
ら
れ

た
の
だ
と
思
い
ま
す
｡
｣

と
述
べ
て
い
る
｡

生
徒
の
目
に
は
木
村
先
生
は
音
楽
が

｢好
き
｣
､
絵
が

｢好
き
｣
と
映

っ
た

こ
と
も
､
同
僚
教
師
の
目
か
ら
見
れ
ば
､
綴
方
に
つ
な
が
る
指
導
だ
っ
た
の
で

あ
る
｡

木
村
寿
自
身

｢綴
方
の
作
業
を
す
る
た
め
に
､

一
日
の
教
科

一
つ
で
も
お
ろ

そ
か
に
は
し
な
か
つ
た
｡
か
へ
つ
て
､
他
の
教
科
に
精
神
を
集
中
し
た
｡
せ
ず

に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
｡
綴
方
が
､
算
術
も
し
っ
か
り
や
れ
'
絵
も
し
っ
か
り

や
れ
と
命
じ
て
-
れ
た
の
だ

っ
た
｡
｣
(
『
綴
方
実
践
の
開
拓
』
)
と
言

っ
て
い

る
｡
青
木
氏
の
言
う

｢作
文
ビ
ラ
-
ッ
ド
｣
で
あ
る
｡
木
村
寿
は
作
文
ビ
ラ
-
ツ

ド
を
高
-
す
る
に
は
何
が
必
要
か
､
｢十
二
分
に
見
通
し
て
｣
い
た
わ
け
で
あ

る
｡生

徒
に
厳
し
か
っ
た
木
村
寿
は
､
自
分
を
律
す
る
こ
と
に
も
厳
し
か
っ
た
｡

黒
木
道
男
氏
は

｢先
生
は

一
番
早
く
学
校
に
来
て
､
子
ど
も
の
机
を
拭
い
て
い

た
｣
と
言

っ
て
い
る
｡
黒
木
氏
は
家
が
遠
か
っ
た
の
で
朝
早
く
学
校

へ
行

っ
て

い
た
が
､
学
校
に
着
-
と
､
必
ず
木
村
先
生
が
来
て
い
て

｢黒
板
や
生
徒
の
机

を
全
部
拭
い
て
い
た
｡
そ
れ
で
自
分
も

一
緒
に
床
の
掃
除
な
ど
を
し
た
｣
そ
う

で
あ
る
｡
木
村
寿
の
独
身
時
代
で
あ
る
｡

木
村
寿
の
謹
厳
実
直
さ
に
つ
い
て
は
､
青
木
氏
も
黒
木
氏
と
同
様
の
こ
と
を

言

っ
て
い
る
｡

木
村
さ
ん
は
'
子
ど
も
に
き
び
し
い
こ
と
の
数
倍
自
分
に
き
び
し
い
教
師
で

し
た
｡
こ
れ
も
､
木
村
さ
ん
に
対
し
て
も
つ
､
わ
た
し
の
尊
敬
の
ひ
と
つ
で
す
｡

木
村
さ
ん
の
目
に
映
る
､
サ
ボ
る
教
師
'
グ
ラ
シ
な
い
教
師
'
す
じ
を
通
さ
な

4



い
校
長
に
は
､
と
き
に
づ
け
づ
け
と
批
判
､
忠
告
を
と
ば
し
ま
し
た
｡

三
十
幾
人
か
の
職
員
中
､
木
村
さ
ん
の
出
勤
は
断
然
､
早
い
方
で
し
た
｡
し

マ
マ

か
も
そ
れ
が
､
お
よ
そ
八
K
の
､
道
を
歩
い
て
の
出
勤
な
の
で
す
｡
学
校
の
す

ぐ
そ
ば
､
運
動
場
の
は
ず
れ
と
い
っ
た
所
に
下
宿
し
て
い
た
わ
た
し
が
'
そ
こ

ら
を
ぶ
ら
つ
き
な
が
ら
歯
を
磨
い
て
い
る
と
､
木
村
さ
ん
は
､
も
う
出
勤
な
の

で
す
｡
わ
た
し
の
ダ
ラ
シ
な
さ
を
見
か
ね
て
の
こ
と
だ

っ
た
で
し
ょ
う
｡
あ
る

と
き
､
｢
子
ど
も
の
登
校
し
た
あ
と
か
ら
､
の
こ
の
こ
教
室
に
や

っ
て
く
る
よ

う
で
は
だ
め
だ
｡
早
-
出
勤
し
て
い
て
､
教
師
の
呼
び
か
け
る

『
お
は
よ
う
』

で
､
子
ど
も
を
迎
え
る
よ
う
で
な
-
ち
ゃ
あ
｡｣

と
'
き

つ
-
た
し
な
め
ら
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡

こ
の
頃
青
木
氏
は
文
検
の
受
験
準
備
中
で
夜
遅
-
ま
で
勉
強
し
て
お
り
､
決

し
て
怠
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
､
木
村
寿
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
｡
し
か
し
青
木
氏
も
､
登
校
し
た
木
村
寿
が
黒
板
や
子
ど
も
の
机
ま

で
掃
除
し
て
お
く
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
と
は
思
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
｡

青
木
幹
勇
氏
は

｢木
村
寿
氏
の
作
文
教
育
が
､
狭
い
､
作
文
指
導
で
な
か

っ

た
こ
と
は
､
木
村
さ
ん
を
知
り
､
木
村
さ
ん
の
業
績
を
解
明
す
る
う
え
に
､
だ

い
じ
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま
す
｡
｣
と
指
摘
し
て
い
る
｡

｢木
村
さ
ん
の
作
文
教
育
は
､
文
字
通
り
教
育
で
あ
っ
て
､
小
学
校
教
育
に
対

す
る
深
い
洞
察
に
立
ち
､
広
い
実
践
の
裾
野
を
も

っ
た
も
の
で
し
た
｡
そ
の
実

践
の
軸
心
に
作
文
が
あ
り
､
そ
の
作
文
指
導
の
成
果
が
､
文
集

『
ひ
か
り

･
光
』

と
し
て
実

っ
て
い
っ
た
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
｡

作
文
が
あ
れ
だ
け
作
れ
る
子
ど
も
を
育
て
る
に
は
､
文
字
力
､
筆
写
力
､
発

想
､
推
考
力
と
い
っ
た
'
作
文
プ
ロ
パ
ー
の
能
力
は
も
ち
ろ
ん
､
読
解
力
､
直

観
力
､
さ
ら
に
は
'
感
受
､
感
動
の
心
情
を
培
う
と
い
う
､
指
導
も
な
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
｡

事
実
､
木
村
さ
ん
は
､
そ
う
い
う
､
作
文
､
な
い
し
は
､
表
現
の
素
地
に
な

る
よ
う
な
､
基
礎
指
導
を
徹
底
的
に
や
っ
て
い
ま
し
た
｡
｣

作
文
を
知
り
､
木
村
寿
と
い
う
人
間
を
知
る
人
物
故
の
的
確
な
指
摘
だ
と
い

え
よ
う
｡
そ
し
て
こ
う
し
た
総
合
的
な
綴
方
指
導
は
'
初
め
て

一
年
生
を
受
け

持

っ
た
南
方
小
学
校
時
代
か
ら
､
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

4
､
｢鑑
賞
文
選
｣

へ
の
入
選

後
に
､
数
多
-
の
作
品
を
全
国
誌
に
入
選
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
木
村
寿
も
､

当
然
の
事
な
が
ら
南
方
小
学
校
時
代
に
は
ま
だ
入
選
作
品
の
数
は
少
な
い
｡
黒

木
道
男
氏
は
綴
方

｢
つ
ゆ
｣
の
こ
と
は
覚
え
て
い
な
い
と
言

っ
て
い
る
が
､

｢家
で
養

っ
て
い
た

(生
産
し
て
い
た
)
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
に
飼
い
葉
を
や
る
様

子
を
綴
方
に
書
い
た
ら
そ
れ
が
挿
絵
付
き
で
雑
誌
に
載
り
､
賞
品
を
も
ら
っ
た

こ
と
が
あ
る
｡
『
鑑
賞
文
選
』
だ

っ
た
と
思
う
が
､
は
っ
き
り
し
な
い
｣
と
も

言

っ
て
い
る
｡
｢鑑
賞
文
選
｣
等
の
雑
誌
が
残

っ
て
い
れ
ば
､
も

っ
と
多
-
の

入
選
作
品
を
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡

綴
り
方
の
入
選
者
は
黒
木
道
男
氏

一
人
で
､
雑
誌
に
載

っ
た
時
は
､
全
校
集

会
で
そ
の
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
と
い
う
｡

詩
の
方
で
は
､
『
日
本
の
子
ど
も
の
詩

宮
崎
』
(日
本
作
文
の
全
編
)
に
南

方
小
の
子
ど
も
の
作
品
が
三
編
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も

｢片
寄
静

二

と
い
う
子
ど
も
の
詩
で
あ
る
｡

テ
ッ
ポ
ウ

片
寄
静

一

小
-

カ
リ
ウ
ド
ガ

目
ノ

ニ
キ

ニ

ウ
ッ
タ
テ
テ

ド
ロ
ン
ト

ウ
チ
マ
シ
タ

ト

ン

ト
ト
ン

ト

ン

ト
ト
ン

5

ド
コ
カ
デ
モ
ナ
ル

テ
ッ
ポ
ウ
ノ

オ
ト
ハ

テ
ッ
ポ
ウ
ノ

オ
ト
ガ

オ
モ
シ
ロ
イ

ヤ

マ
ニ
ヒ
ビ
ク
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ド

ロ
ン

ド

ロ
ン

テ

ッ
ポ

ウ

ノ

オ
ト

ハ

､
イ
サ

ン
デ

ル

ア

ン
マ
-

ハ
バ
シ
カ
ラ

ママ

ミ

ミ
ガ

ト
ウ
ク
ナ
ル

東
臼
杵
郡
南
方
校

水
た
ま
り

水
た
ま
り
に
､

木
と
家
が
う
つ
っ
て
た
｡

空
が
青
-
う
つ
っ
て
た
｡

木
が
ゆ
れ
る
と
水
の
中
で
も
ゆ
れ
て
た
｡

う
つ
っ
た
空
も
家
も

ゆ
ら
ゆ
ら
ゆ
れ
た
｡

片
寄
静

一

＼.〟.2

東
臼
杵
郡
南
方
校

な
み

海
の
な
み
が
小
さ
く
て

小
さ
く
光
り
が
う
つ
っ
て
た

な
み
に
風
ふ
い
て

ゆ
ら
ゆ
ら
な
み
が
ゆ
れ
た

な
み
ざ
あ
ぼ
り

う
ち
あ
げ
た

む
か
う
の
海
が

ぴ

っ
か
り
ぴ

っ
か
り
ひ
か
っ
て
た

片
寄
静

一

小
-

東
臼
杵
郡
南
方
校

『
日
本
の
子
ど
も
の
詩

宮
崎
』
に
は
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
､

ど
の
雑
誌
に
い
つ
掲
載
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
｡
し
か
し
黒
木
道
男
氏
に

よ
る
と
､
片
寄
静

一
は
南
方
小
学
校
の

1
､
二
年
生
の
頃
の
同
級
生
と
い
う
こ

と
な
の
で
､
木
村
寿
の
指
導
作
品
で
あ
る
｡
木
村
寿
は
最
初
か
ら
詩
と
綴
方
の

両
方
を
指
導
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

-
'
綴
方
指
導

へ
の
理
解
と
無
理
解

黒
木
道
男
氏
に
よ
る
と
､
こ
う
し
た
木
村
寿
の
綴
方
指
導
を
め
ぐ
っ
て
､
保

護
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
中
に
は
､
綴
方
ば
か
り
や
っ
て

い
る
と
子
ど
も
の
成
績
が
悪
-
な
る
ば
か
り
だ
と
怒
鳴
り
込
む
親
も
い
た
の
で

あ
る
｡
し
か
し
木
村
寿
は
そ
ん
な
こ
と
に
は
無
頓
着
で
あ

っ
た
｡

木
村
寿
の
岡
富
小

へ
の
転
勤
は
'
二
年
生
の
二
学
期
だ

っ
た
｡
南
方
小
学
校

の

『
創
立
八
十
周
年
記
念
誌
』
の

｢
旧
職
員
名
簿
｣
に
も
'
｢木
村
寿

T
､

1
-

･
-
～
S
､
-
･
-
｣
と
あ
る
｡
二
学
期
か
ら
の
転
勤
で
あ
る
｡
転
勤
に

伴

っ
て
､
当
時
の
保
護
者
六
㌧
七
人
が
子
ど
も
を
連
れ
て

｢
お
世
話
に
な
っ
た
｣

と
､
別
れ
の
挨
拶
に
行

っ
た
そ
う
で
あ
る
｡
木
村
寿
の
綴
方
指
導
を
是
と
す
る

理
解
者
も
い
た
の
で
あ
る
｡
黒
木
道
男
氏
の
父
親
も
､
文
集
が
出
る
と
手
に
取

っ

て
読
ん
で
い
た
｡

黒
木
氏
に
よ
る
と
､
木
村
寿
が
転
勤
し
た
後
は
､
以
後
卒
業
す
る
ま
で
綴
方

の
指
導
は
な
く
､
文
集
も
出
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
指
導
者
が
去
れ
ば
､

そ
こ
で
の
綴
方
教
育
は
途
絶
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
木
村
寿
の
個
人
的
な
綴

方
指
導
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

-
､
黒
木
道
男
氏
と
木
村
寿

～
な
が
-
薫
陶
を
受
け
た
木
村
先
生

～

平
成
十
五
年
十

一
月
､
黒
木
道
男
氏
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
出
来
た
｡
八
十

四
歳
の
ご
高
齢
だ
が
､
お
元
気
で
､
記
憶
力
も
よ
-
､
当
時
の
こ
と
や
戦
争
中

兵
士
と
し
て
前
線
に
出
た
と
き
の
こ
と
な
ど
､
興
味
あ
る
お
話
を
楽
し
-
伺
う

こ
と
が
出
来
た
｡
延
岡
市
の
助
役
だ

っ
た
方
で
あ
る
｡

黒
木
道
男
氏
は
大
正
十
五
年
四
月
に
南
方
尋
常
高
等
小
学
校

へ
入
学
｡
木
村
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寿
が
担
任
し
た
最
初
の
一
年
生
で
あ
る
｡
習

っ
た
の
は
南
方
小
の

一
年
生
､
お

よ
び
二
年
生
の
一
学
期
の
こ
と
だ
が
､
木
村
寿
は
そ
の
後
も
な
が
く

｢薫
陶
を

受
け
た
｣
先
生
だ
っ
た
｡

黒
木
氏
は
､
昭
和
七
年
三
月
､
南
方
尋
常
小
学
校
を
卒
業
す
る
と
､
県
立
延

岡
中
学
校
に
進
学
し
た
｡
二
年
生
の
時
､
十
日
間
ほ
ど
､
木
村
先
生
宅
に
泊
ま

り
込
ん
で
中
学
校
に
通

っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
｡
永
田

(現

･
松
山
町
)
の

家
か
ら
学
校
ま
で
は
遠
-
'
歩
い
て
一
時
間
二
十
分
の
道
の
り
を
通
っ
て
い
た
｡

寒
稽
古
の
時
な
ど
､
朝
七
時
か
ら
始
ま
る
の
で
､
五
時
頃
に
は
家
を
出
な
-
て

は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
を
見
か
ね
て
､
木
村
寿
が
自
分
の
家
か
ら
通
う
よ
う
に
言
っ

て
-
れ
た
の
で
あ
る
｡
三
年
の
時
に
は
自
転
車
で
通

っ
た
の
で
､
木
村
先
生
宅

に
泊
ま
り
込
ん
だ
の
は
二
年
生
の
時
だ
け
で
あ
る
｡
当
時
木
村
寿
は
結
婚
し
て

お
り
'
｢奥
さ
ん
も
先
生
だ
っ
た
の
で
､
鍵
を
三
個
に
し
､
そ
れ
ぞ
れ
鍵
を
持

っ

て
家
を
出
た
｣
そ
う
で
あ
る
｡

延
岡
市
役
所
の
課
長
だ
っ
た
頃
､
退
職
し
た
木
村
寿
が
社
会
教
育
課
の
係
長

(嘱
託
)
で
や
っ
て
来
た
｡
｢自
分
は
課
長
で
先
生
よ
り
上
だ
っ
た
が
'
教
え
子

な
の
で
､
子
ど
も
扱
い
だ

っ
た
｡｣
と
黒
木
氏
は
笑

っ
て
お
ら
れ
た
｡
そ
の
後
､

木
村
寿
は
椎
葉
村
の
教
育
長
に
転
出
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
黒
木
氏
は
長
期
に
わ
た
っ
て
木
村
寿
と
接
触
の
あ
っ
た
方
で
あ

る
｡
後
年
､
木
村
寿
が
宮
崎
を
去
る
時
､
送
別
会
の
席
上
で
､
厳
し
か
っ
た
習

字
の
時
間

(南
方
小
学
校
)
の
こ
と
を
話
す
と
､
隣
に
座

っ
て
い
た
木
村
先
生

は
'
こ
そ
こ
そ
逃
げ
出
し
た
そ
う
で
あ
る
｡

な
お
'
木
村
寿
は
黒
木
道
男
氏
が
小
学
校
を
卒
業
す
る
と
き
に
､
教
師
に
向

い
て
い
る
か
ら
師
範
学
校
を
目
指
す
よ
う
に
と
勧
め
て
い
る
｡
意
に
背
い
て
旧

制
中
学
校
に
進
む
と
'
今
度
は
中
学
校
の
卒
業
時
に
､
師
範
学
校
の
二
部
を
受

け
る
よ
う
に
再
度
勧
め
た
そ
う
で
あ
る
｡
自
分
と
同
じ
教
職
の
道
を
歩
ま
せ
た

い
素
質
あ
る
生
徒
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

木
村
寿
の
教
師
像
､
人
間
像
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
｡

二
､
岡
嘗
小
学
校
の
文
集

｢日
の
光
｣

昭
和
二
年
十
月
､
木
村
寿
は
三
番
目
の
勤
務
校
､
東
臼
杵
郡
岡
富
村
岡
富
尋

常
高
等
小
学
校

へ
赴
任
し
た
｡
生
徒
数

一
二
九
八
名
､
学
級
数
二
五
の
､
東
臼

杵
郡
の
中
で
は
大
規
模
校
で
あ
る

(岡
富
村
は
､
昭
和
五
年
四
月

一
日
に
延
岡

町
と
合
併
し
て
い
る
)
0

岡
富
小
で
も
木
村
寿
は
文
集
を
発
行
し
た
｡

『綴
方
生
活
』
第
三
巻
第
二
号

(昭
和
六
年
二
月

1
日

郷
土
社
)
で
は
'

小
砂
丘
忠
義
が

｢文
集
展
望
｣
の
中
で

｢文
集
を
作
る
こ
と
も
綴
方
の
一
つ
の

作
業
と
見
な
し
て
､
す
っ
か
り
子
供
の
手
で
作
り
上
げ
る
や
う
に
な
り
た
い
と

僕
は
思
ふ
｡｣
と
述
べ
､
木
村
寿
の
文
集
を
例
に
挙
げ
て
い
る
｡

｢全
然
子
供
の
手
で
作
る
の
で
は
な
い
が
､
例
へ
ば
宮
崎
県
岡
富
校
の
木
村
君

の
や
つ
て
る

『
日
の
光
』
は
表
紙
絵
か
ら
挿
絵
す
べ
て
子
供

(二
年
生
)
の
手

に
な
る
も
の
で
あ
る
｡

道
具
さ
へ
貸
し
て
や
れ
ば
'
子
供
は
自
分
ら
で
編
集
会
議
を
開
き
､
原
稿
募

集
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
り
､
字
を
書
-
人
､
挿
絵
を
か
-
人
､
製
本
を
す
る
人
と

い
ふ
や
う
に
手
分
け
を
し
て
や
つ
て
ゆ
-
｡
｣

木
村
寿
は
岡
富
小
時
代
に
も
文
集
を
作
り
中
央
に
送

っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

文
集
名
は

『
日
の
光
』'
二
年
生
の
担
任
で
あ
る
｡
｢文
集
展
望
｣
は
昭
和
六
年

二
月

一
日
の
発
行
で
あ
る
か
ら
､
こ
こ
で
言
う
文
集

『
日
の
光
』
の
発
行
は
昭

和
五
年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｢表
紙
絵
か
ら
挿
絵
す
べ
て
子
供

(二
年
生
)
の

手
に
な
る
も
の
｣
と
い
う
方
針
は
､
以
後
の
文
集
で
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
｡

土
々
呂
小
の

『光
』
に
先
立

っ
て
､
岡
富
小
で
既
に

｢光
｣
と
い
う
言
葉
が
文

集
名
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡

岡
富
小
に
居
た
の
は
昭
和
五
年
ま
で
で
あ
る
｡
六
年
に
は
延
岡
小
に
転
勤
に

な
っ
て
い
る
｡
南
方
小
で
初
め
て
一
年
生
を
持
っ
た
の
が
大
正
十
五
年
だ
と
言
っ

て
い
る
か
ら
'
五
年
-
ら
い
の
間
に
､
｢文
集
展
望
｣
で
引
用
さ
れ
る
ほ
ど
に

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
文
集

『光
』
に
先
だ
っ
て
､
か
な

り
早
く
か
ら
木
村
寿
の
名
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
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宮崎県の生活綴方教師 ･木村寿
～ 南方小 ･岡富小 ･延岡小 ～

文
集

『
日
の
光
』
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
､
岡
富
小
の
作
品
は
､
当
時
の

雑
誌

『
綴
方
読
本
』
(小
砂
丘
忠
義
編
集
発
行

郷
土
社
)
に
掲
載
さ
れ
た
も

の
を
幾

つ
か
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
指
導
者
名
は
な
い
が
､
小
砂
丘
忠
義
の

｢文
集
展
望
｣
に
よ
れ
ば
'
昭
和
六
年
二
月

一
日

(『綴
方
生
活
』
第
三
巻
第
二

号
発
行
日
)
段
階
で
二
年
生
の
担
任
で
あ
る
か
ら
､
昭
和
五
年
度
の
二
年
生
の

作
品
は
木
村
寿
の
指
導
作
品
で
あ
る
｡

※

『
綴
方
読
本
』
昭
和
五
年
十
月
号

｢文
の
研
究
｣

尋
常
二
年

木
の
ゑ

宮
崎
県
延
岡
町
岡
富
小
学
校

池
田
良
雄

ぼ
く
が
､
べ
ん
き
ゃ
う
し
よ
っ
た
ら
､
ひ
さ
み
が
来
て
､
そ
れ
を
か
せ
､
そ

れ
を
か
せ
､
と
い
ひ
ま
し
た
か
ら
､
そ
れ
た
何
か
､
と

ぼ
-
が
い
ひ
ま
す
と
､

そ
れ
よ
と
い
ひ
ま
し
た
｡
又
'
そ
れ
た
何
か
と
ぼ
-
が
い
ひ
ま
す
と
､
又
､
そ

れ
よ
と
､
い
ひ
ま
し
た
｡

何
か
､
こ
の
え
ん
ぴ

つ
か
､
と
い
ひ
ま
す
と
､
ん
､
と
い
ひ
ま
し
た
｡
え
ん

ぴ

つ
を
か
し
ま
し
た
ら
､
何
を
す
る
の
か
と
お
も
つ
て
見
て
ゐ
ま
し
た
ら
､
そ

こ
ら
の
紙
を
ひ
ろ
つ
て
来
て
'
木
の
と
こ
ろ
を
書
き
よ
り
ま
し
た
｡
木
を
書
-

の
か
､
木
な
ら
の
､
か
う
書
-
の
だ
､
と
を
L
へ
ま
す
と
､
ん
t
と
い
っ
て
､

叉
木
の
ゑ
を
書
き
は
じ
め
ま
し
た
｡

見
て
ゐ
る
と
､
ど
う
し
て
も
う
ま
-
書
き
ま
せ
ん
か
ら
､
又
を
L
へ
て
や
り

ま
し
た
｡
す
る
と
ひ
さ
み
は
､
ち
が
ふ
え
ん
ぴ
つ
で
､
ぼ
く
が
書
き
よ
る
紙
に
､

又
書
き
ま
し
た
｡

ぼ
く
は
書
く
の
が
す
ん
で
し
ま
っ
て
､
え
ん
ぴ

つ
を
お
き
ま
し
た
｡
す
る
と

ひ
さ
み
も
書
い
て
'
え
ん
ぴ
つ
を
お
き
ま
し
た
｡

二
人
が
書
い
た
木
の
ゑ
を
-
ら
べ
て
み
る
と
'
や
っ
ぱ
り
ぼ
-
の
が
う
ま
-

出
来
て
ゐ
ま
し
た
｡

か
ん
が
へ
ま
し
た
｡
さ
う
じ
ゃ
､
五
つ
も
ち
が
ふ
の
に
､
ぼ
く
の
方
が
う
ま

い
よ
と
お
も
ひ
ま
し
た
｡

最
後
の
行

｢
か
ん
が
へ
ま
し
た
｡
さ
う
じ
ゃ
'
五
つ
も
ち
が
ふ
の
に
､
ぼ
-

の
方
が
う
ま
い
よ
と
お
も
ひ
ま
し
た
｡
｣
は
'
｢
そ
う
じ
ゃ
､
五
つ
も
違
う
の
だ

か
ら
､
ぼ
く
の
方
が
う
ま
い
は
ず
だ
と
恩
い
ま
し
た
｡
｣
の
意
味
で
あ
ろ
う
｡

｢か
ん
が
へ
ま
し
た
｡｣
が
子
ど
も
独
特
の
表
現
独
特
の
味
わ
い
を
出
し
て
い
る
｡

ま
だ
幼
児
で
あ
る
弟
の
様
子
と
､
｢
五
歳
も
上
な
ん
だ
か
ら
｣
と
い
う
兄
と
し

て
の
意
識
が
よ
-
表
れ
て
い
る
｡

こ
の
綴
方
は

｢文
の
研
究
｣
の
素
材
と
し
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
入
選

し
た
綴
方
の
掲
載
欄
は
別
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
､
｢木
の
ゑ
｣
は
他
の
子

ど
も
の
参
考
に
な
る
綴
方
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
木
村
寿
の
指

導
作
品
は
､
岡
富
小
時
代
に
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
で

あ
る
｡

◆

よ
-
､
こ
の
綴
方
を
､
よ
ん
で
下
さ
い
｡
よ
-
よ
ん
で
か
ら
､
下
の
だ
ん
を

よ
ん
で
'
こ
た
へ
て
下
さ
い
｡

◆
よ
-
わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
､
も
う

一
ペ
ん
､
こ
の
綴
方
を
､
よ
ん
で
ご
ら
ん

な
さ
い
｡
そ
し
て
こ
た
へ
は
､
は
か
の
ノ
ー
ト
に
､
か
き
つ
け
て
下
さ
い
｡

(下
段
)

良
雄
-
ん
は
､
兄
さ
ん
で

｢
ひ
さ
み
｣
と
い
ふ
の
は
､
弟
さ
ん
か
､
い
も
う

と
か
で
せ
う
ね
｡

つ
ぎ
の
こ
と
を
考
へ
て
下
さ
い
｡

1
､
良
雄
-
ん
は
､
ひ
さ
み
さ
ん
と
､
な
か
よ
し
で
せ
う
か
､
ど
う
で
せ
う
｡

そ
し
て
そ
れ
は
､
ど
こ
で
わ
か
り
ま
す
か
｡

-
､
良
雄
く
ん
は
'
え
ん
ぴ

つ
を
か
し
て
や
つ
て
か
ら
'
ど
う
し
ま
し
た
か
｡

-
'
木
を
か
く
こ
と
を
､
を
L
へ
て
や
つ
て
か
ら
､
ど
う
し
て
ゐ
ま
し
た
か
｡

4
'
良
雄
く
ん
が
､
も
う

一
ど
､
を
L
へ
て
や
っ
て
ゐ
る
と
､
ひ
さ
み
さ
ん
も
､
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1
し
よ
に
な
っ
て
'
そ
の
紙
へ
か
き
だ
し
ま
し
た
ね
｡
二
人
が
'
あ
た
ま
を

つ
き
あ
は
し
て
､
書
い
て
ゐ
る
や
う
す
が
､
わ
か
り
ま
せ
う
｡
そ
こ
を
よ
ん

で
､
あ
な
た
は
'
ど
う
お
も
ひ
ま
す
か
｡

-
､
ゑ
が
､
で
き
あ
が
る
と
､
良
雄
く
ん
は
ど
う
し
ま
し
た
か
｡

-
'
ひ
さ
み
さ
ん
は
､
い
-
つ
ぐ
ら
ゐ
の
子
供
で
す
か
｡

私
は
､
こ
の
綴
方
は
'
だ
い
ぶ
ん
､
じ
ゃ
う
ず
に
書
け
て
ゐ
る
と
､
お
も

ひ
ま
す
｡
ど
こ
が
じ
ゃ
う
ず
に
書
け
て
ゐ
る
の
か
t
か
ん
が
へ
て
下
さ
い
｡

ど
う
し
て
も
､
わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
､
先
生
に
で
も
､
お
母
さ
ん
に
で
も
､

き
い
て
ご
ら
ん
な
さ
い
｡

こ
の
綴
方
に
は
､
良
雄
く
ん
と
､
ひ
さ
み
さ
ん
と
､
お
は
な
し
し
て
ゐ
る

こ
と
ば
が
､
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
｡
そ
の
お
は
な
し
の
と
こ
ろ
を
､
か
ぎ

｢

｣
の
中
に
入
れ
る
と
､
お
は
な
し
で
あ
る
こ
と
が
､
よ
く
わ
か
り
ま
す
｡

｢
そ
れ
を
か
せ
｣
と
い
ひ
ま
し
た
｡

｢
そ
れ
は
何
か
｣
と
い
ひ
ま
し
た
｡

か
う
い
う
ふ
う
に
'
べ
つ
の
ノ
ー
ト
に
､
｢

｣
を
入
れ
て
､
こ
の
綴
方

を
か
き
う
つ
し
て
ご
ら
ん
｡

問
い
に
答
え
る
と
い
う
形
で
の
､
非
常
に
具
体
的
な
指
導
で
あ
る
｡
｢木
の

ゑ
｣
を
模
範
に
な
る
綴
方
と
し
な
が
ら
も
､
会
話
文
に

｢

｣
(カ
ギ
カ
ッ
コ
)

が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
こ
の
指
摘
に
は
木
村
寿
も
も

っ

と
も
だ
と
思

っ
た
ら
し
く
､
以
後
の
綴
方
に
は

｢

｣
が
使
わ
れ
て
い
る
｡

児
童
詩
で
は
'
同
号
に

｢田
の
中
｣
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

田
の
中

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
岡
富
小
学
校

本
母

宣
子

田
の
中
は
い
る

ま
め
の
は
に
つ
ゆ
が

た
ま
っ
て
ち
べ
た
い
｡

げ
た
が
ぬ
れ
て

す
る
す
る
す
べ
る
｡

稲
を
刈
っ
た
後
､
田
に

｢ま
め
｣
を
植
え
た
の
で
あ
る
｡
当
時
､
空
豆
を
植

え
た
と
も
い
う
が
､
は
っ
き
り
し
な
い
｡
そ
の
豆
の
葉
の
露
が
手
に
触
れ
て
冷

た
い
､
素
足
に
履
い
た
下
駄
が
濡
れ
て
す
る
す
る
す
べ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

豆
を
取
り
に
と
い
う
よ
り
､
戯
れ
に
入

っ
た
の
だ
ろ
う
｡
ま
だ
田
植
え
前
の
､

春
先
の
こ
と
で
あ
る
｡

な
お
､
『綴
方
読
本
』
に
は

ゐ
た
人
｡
｣
と
い
う
欄
が
あ
り
､

｢
こ
ん
げ
っ
､

つ
ゞ
り
か
た
の
､
よ
く
で
き
て

そ
こ
に
は
二
人
の
名
前
が
載

っ
て
い
る
｡
選

外
佳
作
で
あ
る
｡

お
月
さ
ん

じ
て
ん
車

宮
崎

同

池
田
良
雄
は

｢木
の
ゑ
｣

あ
る
｡

臼
井

毒
雄

池
田

良
雄

の
作
者
で
あ
る
｡
選
外
佳
作
に
も
選
ば
れ
た
の
で

WHn

『綴
方
読
本
』
昭
和
六
年

一
月
号
に
は
､
｢す
い
つ
ち
ょ
ん
｣
と
い
う
綴
方

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

す
い
つ
ち
ょ
ん

宮
崎
県
延
岡
町
岡
富
小
学
校

小
島
政
雄

あ
さ
学
校
に
来
る
時
､
あ
ん
ど
う
さ
ん
と
こ
ろ
の
か
き
は
､
石
の
い
た
が
な

ら
べ
て
あ
る
か
ら
､

一
つ
二
つ
三
つ
と
か
ぞ
へ
て
い
そ
い
で
ゐ
ま
す
｡
す
る
と

そ
の
四
つ
目
に
す
い
つ
ち
ょ
ん
が
ゐ
ま
し
た
｡
じ
つ
と
し
て
ゐ
ま
す
｡
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そ
つ
と
つ
か
ま
へ
ま
し
た
｡
げ
ん
さ
が
あ
り
ま
せ
ん
｡

つ
か
ま
へ
て
は
し
り
な
が
ら
､
学
校

へ
い
そ
ぎ
な
が
ら
､
す
い
つ
ち
ょ
ん
を

見
る
と
､
う
し
ろ
の
長
い
足
が

一
つ
と
れ
て
ゐ
ま
す
｡
お
や
と
お
も
っ
て
見
る

と
､
今
は
し
る
時
と
れ
た
の
で
す
｡

ち
ん
ば
で
か
わ
い
そ
う
に
お
も
っ
て
'

一
つ
の
足
も
ち
ぎ
っ
て
草
は
ら
に
に

が
す
と
､
足
が
な
い
の
で
え
え
と
び
ま
せ
ん
｡

見
て
ゐ
る
と
'
少
し
つ
つ
と
ぶ
や
う
で
す
｡

ど
こ
で
と
ぶ
の
か
し
ら
ん
と
お
も
っ
て
､
よ
く
見
る
と
は
ね
が
す
こ
し
づ
つ

ま
ひ
な
が
ら
と
ん
で
い
き
ま
す
｡

は
ね
が
う
ご
-
と
､
ほ
ん
の
す
こ
し
と
ん
で
草
の
中
へ
い
き
ま
す
｡

そ
の
み
と
れ
て
ゐ
る
う
ち
に
､
す
こ
し
づ
つ
と
ん
で
行
く
う
ち
に
､
見
え
な

く
な
り
ま
し
た
｡

学
校
が
お
-
れ
た
と
す
ぐ
お
も
ひ
つ
い
て
､
い
そ
い
で
一
L
や
う
け
ん
め
い

が
く
か
う
に
き
ま
し
た
｡

そ
し
て
つ
づ
り
か
た
の
じ
か
ん
に
､
す
い
つ
ち
ょ
ん
の
こ
と
を
書
き
ま
し
た
｡

な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
綴
方
で
あ
る
｡
学
校

へ
行
き
が
け
に

｢
す
い
っ
ち
ょ

ん
｣
を
見

つ
け
て
捕
ま
え
た
の
は
良
い
が
､
足
が
と
れ
て
元
気
が
な
い
｡
そ
れ

で
一
本
足
で
は
可
哀
想
だ
思
っ
て
も
う

一
本
の
足
も
取

っ
て
バ
ラ
ン
ス
良
く
し

て
や
っ
た
と
い
う
の
だ
｡
子
ど
も
独
特
の
発
想
で
あ
る
｡
優
し
い
の
か
残
酷
な

の
か
｡

足
が
な
い
の
に
少
し
ず
つ
飛
ぶ
の
は
な
ぜ
か
と
思

っ
て
観
察
を
続
け
る
､
そ

こ
が
ま
た
す
ご
い
｡
学
校
に
遅
れ
る
の
で
一
生
懸
命
急
い
で
来
て
､
｢
つ
づ
り

か
た
の
じ
か
ん
に
､
す
い
つ
ち
ょ
ん
の
こ
と
を
書
き
ま
し
た
｡
｣
と
い
う
終
わ

り
方
も
独
特
の
味
わ
い
が
あ
る
｡
｢
す
い
つ
ち
ょ
ん
｣
は

｢す
い
っ
ち
ょ
｣
'
ウ

マ
オ
イ
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
綴
方
の
観
察
に
は
､
南
方
小
の

｢自
然
の
観
察
｣
を
思
わ
せ
る
も
の
が

あ
る
｡
｢素
材
｣
は
違
う
が
､
登
校
途
中
の
観
察
と
い
う
展
開
は

｢
つ
ゆ
｣
(黒

木
道
男
)
と
同
じ
で
あ
る
｡
引
き
続
い
て

｢自
然
の
観
察
｣
を
指
導
し
な
が
ら
､

｢
見
る
｣
対
象
が

｢木
の
ゑ
｣
な
ど
の
子
ど
も
の
生
活
全
般
に
広
げ
ら
れ
た
の

で
あ
る
｡

『
綴
方
読
本
』
昭
和
六
年
三
月
号
に
は
､
児
童
詩
に

｢
あ
ぜ
み
ち
｣
､
綴
方

に

｢
か
が
み
｣
が
入
選
し
て
い
る
｡

あ
ぜ
道

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
岡
富
小
学
校

村
山
信

一
郎

向
ふ
の
あ
ぜ
道

草
ば
か
り

道
が
あ
る
の
か

人
が
み
え
る

文
字
通
り
､
見
た
ま
ま
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
｡
草
深
い
季
節
で
､
道
が
隠
れ

て
い
る
｡
人
が
通
る
の
で
道
が
あ
る
の
が
知
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
理
屈

を
言
え
ば
､
｢道
が
あ
る
の
か

人
が
み
え
る
｣
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
'
初

行
に

｢向
ふ
の
あ
ぜ
道
｣
と
持

っ
て
来
る
の
は
ま
ず
い
｡
草
で
道
が
見
え
な
い

の
に
人
が
通
る
の
で
道
が
あ
る
の
が
分
か
る
と
い
う
の
だ
か
ら
､
初
行
で

｢
あ

ぜ
道
｣
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
後
半
の
二
行
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
｡

題
名
も

｢
あ
ぜ
道
｣
で
は
な
い
方
が
よ
い
｡

か

が

み

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
岡
富
小
学
校

井
上
正
信

僕
が
か
が
み
を
見
て
ゐ
た
ら
､
か
は
が
う
つ
り
ま
し
た
｡
か
が
み
を
い
ご
か

す
と
､
か
ほ
も
い
ご
い
て
お
も
し
ろ
い
｡
外
に
は
日
が
て
つ
て
ゐ
た
か
ら
､
ぼ

10



-
が
日
の
方
に
む
け
て
､
く
ら
い
と
こ
ろ
に
う
つ
し
た
ら
'
そ
こ
が
あ
か
る
く

な
り
ま
し
た
｡
か
が
み
を
う
ご
か
せ
ば
､
あ
か
る
い
と
こ
ろ
も
う
ご
い
て
ゐ
ま

し
た
｡
そ
れ
で
､
せ
ん
だ
ん
の
木
か
ら
う
つ
し
た
ら
う
つ
り
ま
せ
ん
の
で
か
ん

が
へ
て
ゐ
る
と
､
あ
あ
､
く
ら
い
と
こ
ろ
に
う
つ
さ
に
や
う
つ
ら
ん
の
だ
と
い

ひ
な
が
ら
'
く
ら
い
と
こ
ろ
に
う
つ
し
た
ら
､
う
ま
い
こ
と
う
つ
り
ま
し
た
｡

そ
の
時
う
ち
の
の
ぶ
あ
き
が
き
ま
し
た
の
で
､
か
は
に
か
が
み
を
み
せ
た
ら
､

の
ぶ
あ
き
は
､
｢
あ
あ
'
ま
ば
ゆ
い
な
｣
と
い
ひ
ま
し
た
｡
僕
が

｢
お
れ
が
し

た
と
じ
ゃ
が
｣
と
い
ひ
ま
し
た
ら
弟
は

｢何
で
し
た
つ
か
｣
と
い
ひ
ま
し
た
｡

｢
か
が
み
で
し
た
つ
じ
ゃ
が
｣
と
い
ひ
ま
し
た
｡
の
ぶ
あ
き
は

｢僕
が
し
て
は

な
ら
ん
ど
か
い
｣
と
い
ひ
ま
し
た
｡
僕
が

｢
な
る
よ
､
し
て
見
ね
｡
｣
と
い
ひ

ま
し
た
｡
｢
し
た
ら
､
そ
れ
を
か
し
て
み
ね
｣
と
い
ひ
ま
し
た
｡
か
し
た
ら
､

ぱ

っ
と
く
ら
い
と
こ
ろ
に
う
つ
り
ま
し
た
｡
ぼ
く
は
､
そ
れ
を
見
て
､
｢
そ
う

ら
､
う
つ
つ
た
じ
ゃ
ね
け
｣
と
い
ひ
ま
し
た
｡

○
く
ら
い
と
こ
ろ
に
う
つ
さ
ね
ば
､
だ
め
で
す
ね
｡
な
ぜ
で
せ
う
｡

○
の
ぶ
あ
き
く
ん
は
､
き
み
が
､
か
は
に
う
つ
し
た
と
き
､
び
つ
-
り
し
て
､

こ
れ
は
､
な
ん
だ
ら
う
と
､
お
も
っ
た
の
で
す
ね
｡

○
す
る
と
き
み
は
､
の
ぶ
あ
き
く
ん
に
､
を
L
へ
て
や
っ
て
､
か
ゞ
み
を
か
し

て
や
り
ま
し
た
ね
｡
そ
れ
か
ら
二
人
が
な
か
よ
く
t
か
ゞ
み
で
､
う
つ
し
て
あ

そ
び
ま
し
た
ね
｡

子
ど
も
の
頃
､
誰
も
が
や
っ
た
遊
び
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
を
綴
方
に
書
こ

う
と
思
う
子
ど
も
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
木
村
寿
の
指
導
作
品
は
､
誰
も

が
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
経
験
だ
け
に
終
わ
ら
せ
ず
､
よ
-
見
つ
め
さ
せ
て
い

る
｡
｢す
い
つ
ち
ょ
ん
｣
も
そ
う
だ
が
､
よ
く
考
え
さ
せ
て
い
る
｡

『
綴
方
読
本
』
昭
和
六
年
六
月
号
に
は
､
小
島
政
男
の
綴
方

｢
ね
ら
み
ご
っ

こ
｣
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
学
年
は
二
年
と
な
っ
て
い
る
｡
小
島
政
男
は

｢す

い
つ
ち
ょ
ん
｣
を
書
い
た
子
ど
も
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
昭
和
五
年
度
に
書
か

れ
た
も
の
が
､
学
年
は
そ
の
ま
ま
二
年
生
と
し
て
六
年
度
の

『綴
方
読
本
』
に

掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

ね
ら
み
ご
っ
こ

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
岡
富
小
学
校
二
年

小
島
政
男

｢
だ
る
ま
さ
ん
'
ね
ら
み
ご
っ
こ
い
た
し
ま
せ
う
､
わ
ろ
た
ら
だ
め
よ
､
う

ん
と
こ
ど
っ
こ
い
し
ょ
い
｣

い
も
う
と
は
僕
を
に
ら
ん
で
わ
ら
は
せ
や
う
と
し
ま
し
た
の
で
､
僕
は
､
目

を
白
黒
に
さ
せ
て
や
り
ま
し
た
｡
い
も
う
と
は

｢
な
に
-
そ
､
ま
-
る
も
ん
か
｣
と
い
っ
て
'
僕
を
ね
ら
み
か
へ
し
ま
し
た
｡

そ
の
ね
ら
み
か
た
が
を
か
し
か
っ
た
の
で
､
｢
あ
は
は
は
は
､
あ
あ
を
か
し
い
｣

と
､
わ
ら
ひ
ま
し
た
｡

｢又
す
う
や
｣
と
い
ひ
ま
し
た
ら
､
い
も
う
と
が

｢
う
ん
､
又
し
て
'
勝

っ

て
や
ろ
な
｣
と
い
ひ
ま
し
た
｡
今
度
は
'
僕
が
勝
た
な
き
や
､
そ
ん
ぢ
や
と
い

っ
て
､
ね
ら
み
ま
し
た
｡

｢
う
ん
と
こ
ど
っ
こ
い
し
ょ
｣

僕
は
目
を
ひ
が
ら
め
に
し
て
､
わ
ら
は
せ
や
う
と
し
た
ら
'
い
も
う
と
は

｢今
度
も
負
け
ん
ぞ
｣
と
い
ひ
ま
し
た
か
ら
､
手
を
ち
ょ
っ
と
出
し
て
､
-
び

を
ち
ょ
こ
ぐ
つ
て
や
り
ま
し
た
ら
､
｢
あ
ゝ
ち
ょ
こ
ば
い
｣
と
､
わ
ら
ひ
ま
し
た
0

そ
れ
で
､
ね
ら
み
つ
こ
は
､
L
や
う
ぶ
に
な
り
ま
し
た
｡

〔評
〕

1
､
｢
だ
る
ま
さ
ん
､
ね
ら
み
ご
っ
こ
い
た
し
ま
せ
う
､
わ
ろ
た
ら
だ
め
よ
､

う
ん
と
こ
ど
っ
こ
い
し
ょ
い
｣
と
い
ふ
､
あ
ひ
づ
が
､
な
か
な
か
お
も
し
ろ

-ヽ
0-V

-
､

い
も
う
と
さ
ん
は
､
な
か
く

､
げ
ん
き
が
あ
り
ま
す
ね
｡

-
､
き
み
は
､
二
ど
め
に
も
､
ど
う
も
､
ま
け
た
ら
し
い
ね
｡

4
､
す
こ
し
'
ず
る
い
こ
と
を
し
て
ゐ
ま
す
が
'
仲
の
い
～
き
ゃ
う
だ
い
だ
か

ll
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ら
､
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
が
､
か
へ
つ
て
､
お
も
し
ろ
い
と
恩
ひ
ま
し
た
｡

い
か
に
も
､
に
ら
め
っ
こ
ら
し
く
て
､
い
～
文
で
す
｡

｢評
｣
に
も
あ
る
よ
う
に
､
兄
妹
の
仲
の
良
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
ほ
の
ぼ
の

と
し
た
綴
方
で
あ
る
｡
｢
ね
ら
み
ご

っ
こ
｣
の

｢
ね
ら
む
｣
は
延
岡
弁
だ
ろ
う

か
｡
む
ろ
ん

｢
に
ら
む
｣
の
意
味
で
あ
る
｡

昭
和
八
年
七
月
に
は
､
『綴
方
読
本

尋
常

一
年
』
に
臼
井
毒
雄
の

｢
ヒ
カ

ウ
キ
｣
と
い
う
詩
が
載

っ
て
い
る
｡

ヒ
カ
ウ
キ

宮
崎
県
延
岡
町
岡
富
小
学
校

臼
井
善
雄

ヒ
カ
ウ
キ

ハ
ヤ
イ
ナ

ウ

ナ
リ
ヲ

タ
テ
テ

ピ
カ
ビ
カ

ハ
ヤ
イ

ア
ヲ
ゾ

ラ

ニ

ヒ
カ

ッ
テ
イ
ク

ク
モ
ノ
ナ
カ

ニ

ハ
イ
リ

ハ
イ
-

ハ
ヤ
イ

(昭
和
八
年
七
月
号
)

茅
葺
き
の
家
が
並
ぶ
村
の
一
角
か
ら
子
ど
も
た
ち
が
空
を
見
上
げ
て
い
る
挿

し
絵
と
共
に
'
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
号
は
昭
和
八
年
七
月

1
日
に
発
行
さ
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
臼
井
毒

雄
は
昭
和
八
年
に
尋
常

一
年
生
の
は
ず
で
あ
る
が
､
『綴
方
読
本

尋
常
二
年
』

昭
和
五
年
十
月
号
に

｢お
月
さ
ん
｣
と
い
う
作
品
が
選
外
佳
作
に
入

っ
て
お
り
､

矛
盾
す
る
｡
理
由
は
分
か
ら
な
い
が
､
昭
和
四
年
度
に
書
か
れ
た
も
の
が
八
年

度
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
ほ
か

『綴
方
読
本

尋
常
三
年
』
昭
和
六
年
七
月
号
に
は
小
野
宮
子
の

詩
が
掲
載
さ
れ
､
三
人
が
選
外
佳
作
に
な
っ
て
い
る
｡

※

『綴
方
読
本

尋
常
三
年
』
昭
和
六
年
七
月
号

と
う
番

宮
崎
県
延
岡
町
岡
富
校

小
野
宮
子

え
ん
が
は
を

日
の
あ
た
つ
た
え
ん
が
は
を

ふ
い
て
も
ふ
い
て
も

ひ
や
が
る
ば
か
り

ふ
い
た
あ
と
か
ら

す
ぐ
ひ
や
が
る

【評
】
は
ん
き
に
な
っ
て
と
う
番
を
し
て
ゐ
る
あ
な
た
の
す
が
た
が
み
え
ま
す
｡

1 2

*
選
外
佳
作

せ
ん
ば
烏

え
ん
し
う

か
ね
こ
り

宮
崎
県
岡
富
校

井
上
正
信

岡
田

泉

柳
田
つ
な
子

こ
れ
ら
も
昭
和
五
年
度
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

前
述
し
た
よ
う
に
'
『綴
方
読
本

尋
常
二
年
』
昭
和
六
年
六
月
号
に
は
､

小
島
政
男
の
綴
方
が
二
年
生
の
作
品
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
二
年
生
の
時
､



即
ち
五
年
度
に
書
か
れ
た
も
の
が
六
年
度
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

昭
和
六
年

『
綴
方
読
本

尋
常
三
年
』
七
月
号
の
選
外
佳
作
に
入

っ
た

｢井

上
正
信
｣
は
､
同
年

『綴
方
読
本

尋
常
二
年
』
三
月
号
に
綴
方

｢
か
が
み
｣

を
書
い
た
子
ど
も
で
あ
る
｡

し
た
が

っ
て
こ
れ
ら
の
子
ど
も
は
皆
同
級
生
で
あ
る
｡

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
作

品
は
五
年
度
に
木
村
寿
の
指
導
の
も
と
に
書
か
れ
た
作
品
が
､
六
年
度
の
雑
誌

に
三
年
生
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

な
お
､
『
日
本
の
子
ど
も
の
詩

宮
崎
』
(
日
本
作
文
の
会
編
)
に
は
､
岡
富

小
の
作
品
が
数
多
-
再
録
さ
れ
て
い
る
｡
出
典
も
無
-
､
初
出
誌
に
あ
た
る
こ

と
も
で
き
な
か

っ
た
が
､
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
-
｡

ア
メ
ノ

フ
ル
ト
キ

チ
ヂ

コ
マ
ル

エ
サ

ヲ

ヤ

ル
ト

ウ

レ
シ
ガ

ル

ボ
ク
ト

イ

モ
ウ
ト
ト

ミ
テ
ィ

ル
ト

ニ
ワ
ト
リ

ボ
ク
タ
チ

ミ
テ
イ

ル
ヨ

東
臼
杵
郡
岡
富
校

す
ず
め
と
か
が
し

か
が
L
が
立

っ
た

に
ら
ん
だ
か
が
し

す
ず
め
は
に
げ
る

し
ゃ
べ
っ
て
に
げ
る

か
が
し
の
着
物
は

あ
か
い
着
物

す
ず
め
は
お
ど
け
て

に
げ
て
い
る

か
が
し
ほ
く
ろ
目
で

に
ら
ん
で
る
｡

井
上
正
信

小
-

ジ

ド
ゥ
シ

ャ
ノ
ア
ト

ジ

ド
ゥ

シ
ャ
ガ

ハ
シ

ッ
テ
イ
ク

ジ

ド
ゥ

シ
ャ
ノ
ア
ト
カ

ラ

ホ

コ
リ
ガ

ポ

ッ
ポ

ッ
ト

ア
ガ
リ

マ
ス

真
武
静
丸

小
-

東
臼
杵
郡
岡
富
校

東
臼
杵
郡
岡
富
校

ニ
ワ
ト
リ

ウ
チ

ノ

ー
ナ
-

ノ

ニ
ワ
ト
リ

波
速

適

中
-

(ご
っこ)

き
し
ゃ
な
ん
ご

き

し
ゃ
の

う
ん
て
ん
し
ゅ
は

ぼ
く
よ
ね

お
き
ゃ
く
さ
ん
は

せ
い
ち
ゃ
ん
､
ひ
ろ
ち
ゃ
ん
よ
ね

し

ゅ

う

し

ゅ

う

つ
き
山
ぐ
る
ぐ
る

な
ん
べ
ん
も
ま
わ
る

て
い
し
ゃ
ば

げ
ん
か
ん

真
武
静
丸

小
-
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し

ゅ
う

が
た
ん

は
う
ら

つ
き
ま
し
た

あ
め
ふ
り

あ
め
が

あ
め
が

も
っ
た

し
ず
く
が

ふ
る
｡

ふ
る
｡

か
さ
に

あ
め
が

ふ
る
｡

お
ち
る
｡

ぽ
て
ん

ば
て
ん

し
ず
く
が

お
ち
る
｡

か
さ
を

な
が
れ
て
､
し
ず
く
が

お
ち
る
｡

す
べ
り
だ
い

上
か
ら
つ
る
つ
る
つ
る

す
べ
り
だ
い

中
々
お
も
し
ろ
い

す
べ
り
だ
い
｡

上
か
ら
つ
-
る
､
つ
-
る
'
つ
-

す
べ
り
だ
い

ほ
た
る

東
臼
杵
郡
岡
富
校

真
武
静
丸

小
-

東
臼
杵
郡
岡
富
校

真
武
静
丸

小
-

東
臼
杵
郡
岡
富
校

臼
井
寿
雄

小
2

ほ
た
る
､

ぽ
か
っ
と

ひ

か

っ
た

｡

あ
お
い
ろ
の

ひ
か
り
｡

-
ら
い

小
や
ぶ
へ
､

へ
っ
て

い

っ
た
｡

東
臼
杵
郡
岡
富
校

三
'
延
岡
小
学
校
の
文
集

『草
の
芽
』

1
､
延
岡
小
の
作
品

木
村
寿
は
昭
和
六
年
に
延
岡
尋
常
小
学
校
に
移

っ
て
い
る

(延
岡
小
は
､
こ

の
年
高
等
科
を
廃
止
し
て
い
る
)
｡

一
年
生
の
担
任
で
あ
る
｡
当
時
の
生
徒
で

士血こと

あ
る
木
谷
靖
氏
や

｢宗

真
｣
(現

･
長
友
)
さ
ん
に
よ
る
と
､

一
年
生
は
乗

組
､
中
組
､
西
組
に
分
か
れ
て
い
て
'
木
村
寿
は
乗
組
の
先
生
だ

っ
た
｡
延
岡

小
学
校
に
い
た
の
は

1
年
間
だ
け
だ
が
､
そ
の
間
に
文
集

『草
の
芽
』
を
発
行

し
て
い
る
｡

｢宗
｣
さ
ん
は

1
年
生
の
時
に
木
村
寿
の
学
級
だ
っ
た
が
､
四

～
六
年
生
の

担
任
は
柴
田
清

一
で
､
綴
方
の
時
間
や
休
み
時
間
､
雨
の
日
な
ど
に

『赤
い
鳥
』

を
読
ん
で
聞
か
せ
て
く
れ
た
と
い
う
｡

柴
田
清

一
は
､
『赤
い
鳥
』
で
活
躍
し
た
草
川
小
学
校
で
､
学
校
文
集

『草

川
文
苑
』
を
編
集
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
｡
延
岡
小
で
は
､
文
集

『
城
山
』

(昭
和
九
年
)
を
出
し
て
い
る
｡
木
村
寿
は
当
時
の

｢県
下
綴
方
童
詩
教
育
人

展
望
｣
(
『宮
崎
県
教
育
』
)
の
中
で
柴
田
清

1
に
触
れ
､
｢城
山
の
真
下
延
岡

に
は
､
重
厚
な
柴
田
君
､
専
攻
科
の
光
を
出
さ
う
と
し
て
ゐ
る
｡
文
集

『城
山
』

の
一
号
を
見
る
｡
生
活
指
導
の
目
標
の
も
と
に
新
綴
方
の
工
作
を
あ
ざ
や
か
に

示
し
て
ゐ
る
｡
或
る
意
味
に
於
て
都
市
の
文
は
骨
抜
き
に
な
っ
て
ゐ
る
と
い
ば

れ
て
ゐ
る
｡
動
脈
を
取
り
の
ぞ
い
た
や
う
な
文
に
作
り
上
げ
て
ゐ
る
と
よ
く
批

評
を
う
け
る
｡
こ
の
批
評
を
､
柴
田
君
の
熱
と
力
と
精
進
は
打
破
し
て
､
都
会

14



的
特
質
を
持

つ
作
品
と
生
活
を
構
成
す
る
だ
ら
う
｡
｣
と
期
待
し
て
い
る
｡
『
城

山
』
が
何
号
ま
で
続
い
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
｡

木
村
寿
は

『
城
山
』
を
紹
介
し
た
文
の
中
で
'
延
岡
小
を
都
市
の
学
校
と
認

識
し
て
い
る
｡
宗
さ
ん
に
よ
る
と
､
延
岡
小
は
名
門
だ

っ
た
の
で
､
恒
富
あ
た

り
か
ら
の
越
境
入
学
者
も
お
り
'
生
徒
の
人
数
が
多
く
な

っ
た
そ
う
で
あ
る
｡

事
実
､
延
岡
小
の
創
立
百
周
年
記
念
誌
の

｢
思
い
出
｣
に
は
､
自
分
は
越
境
入

学
だ

っ
た
と
書
い
て
い
る
人
が
い
る
｡
旭
化
成
が
あ

っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
｡
当
時
の
延
岡
小
学
校
の
生
徒
数
を
調
べ
て
み
る
と
､
木
村
寿

が
い
た
昭
和
六
年
は
八
七
三
人
で

一
八
学
級
､
翌
七
年
が
九
八
六
人
で
二

〇
学

級
､
木
村
寿
が
再
度
赴
任
し
た
昭
和
十

一
年
に
は
生
徒
数

一
〇
四
八
人
､
学
級

数
は
二
三
に
増
え
て
い
る
｡

文
集

『
草

の
芽
』
も
見

つ
か

っ
て
い
な
い
が
､
岡
富
小
と
同
じ
く
､
『
綴
方

読
本
』
に
延
岡
小
の
作
品
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡

昭
和
六
年
六
月
の

『
綴
方
読
本

尋
常

一
年
』

に
は
'
鮫
島
義
昌

の
綴
方

｢
ハ
ー
モ
ニ
カ
｣
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡

※

『
綴
方
読
本

尋
常

一
年
』
昭
和
六
年
六
月
号

ハ
ー
モ
ニ
カ

ボ
ク

ハ

ハ
ー
モ
ニ
カ
ヲ

ツ
テ
ヰ

マ
ス
｡
ナ
ン
デ
モ

モ

フ
キ

マ
ス
｡
ウ
チ
ニ
ハ

イ
ヲ

モ
ツ
テ

ネ

マ
ス
｡

宮
崎
県
延
岡
町
延
岡
尋
常
小
学
校

鮫
島
義
昌

モ
ツ
テ
ヰ

マ
ス
｡
オ
テ
テ

ツ
ナ
イ
デ
モ

シ

シ
ツ
テ
ヰ

マ
ス
｡

ハ
ー
モ
ニ
カ

ハ

ネ
ル
ト
キ
デ

ハ
ー
モ
ニ
カ
ノ

フ
シ
モ

ア
リ
マ
ス
｡
ト
ケ

ホ
ン
モ

モ
ツ
テ

ネ

マ
ス
｡

イ
ツ
ト
キ

シ
マ
ス
｡
ネ
ム
ツ
テ

シ
マ
ヒ
マ
ス
｡

ソ
シ
テ

オ
ケ
テ

ガ
ク
カ
ウ
へ

キ
マ
ス
｡
カ
へ
ツ
テ
カ
ラ

マ
タ

ハ

ー

モ
ニ
カ
ヲ

フ
キ

マ
ス
｡

△
キ
-
ハ

タ
イ

へ
ン

ハ
ー
モ
ニ
カ
ガ

ス
キ
デ
ス
ネ
｡
ジ
ヤ
ウ
ズ

ニ

フ

ケ
マ
ス
カ
｡

△
キ
-
ハ

ジ
ブ
ン
デ

ハ
ー
モ
ニ
カ
ノ

フ
シ
ガ

ヨ
メ
マ
ス
カ
｡

ピ
ア
ノ
が

一
般
家
庭
に
普
及
し
て
い
な
か

っ
た
時
代
､

ハ
ー
モ
ニ
カ
は
手
軽

な
こ
と
も
あ

っ
て
､
子
ど
も
た
ち
の
身
近
な
楽
器
だ

っ
た
｡
戦
前
の
こ
の
時
代
'

ハ
ー
モ
ニ
カ
が
ど
の
-
ら
い
の
値
段
だ

っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
､
木
谷
靖

氏
よ
る
と
､
そ
れ
ほ
ど
高
い
物
で
も
な
か

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
宗
さ
ん
も

尋
常
三
年
生
の
時
に
音
楽
の
先
生
か
ら
買
わ
さ
れ
た
と
言

っ
て
い
る
｡

し
か
し
こ
の
綴
方
を
読
む
と
､
少
し
得
意
げ
で
､
尋
常

一
年
生
で
は
ま
だ

ハ
ー

モ
ニ
カ
を
持

っ
て
い
る
子
ど
も
は
少
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
｡

ハ

モ
ニ
カ
が
大
好
き
で
､
大
事
に
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
｡

同
じ
-
昭
和
七
年
十
二
月
号
に
は
綴
方

｢
ス
ズ
ム
シ
｣
が
､
昭
和
八
年
七
月

号
に
は

｢
ア
メ
フ
-
｣
が
載

っ
て
い
る
｡

※
昭
和
七
年
十
二
月
号

ス
ズ
ム
シ

宮
崎
県
延
岡
町
延
岡
尋
常
小
学
校

首
藤
芳
明

コ
ナ
ヒ
ダ
ノ
バ
ン

ボ
ク
ガ

ス
ズ
ム
シ
ノ

ソ
バ
へ
イ
ツ
タ
ラ

リ
ン
リ

ン

ナ
キ

マ
ス
｡
ボ
ク
ガ

ヲ
ル
マ
デ
ハ

ナ
キ
ヨ
ツ
タ
ノ
ガ

ボ
ク
ガ

フ

ロ
へ
へ
ツ
テ

キ
イ
タ
ケ
ン
ド
ン

ナ
キ

マ
セ
ン
｡

ア
ガ
ツ
テ

ソ
バ
ニ

イ
ツ
テ
ミ
タ
ラ

マ
タ

ナ
イ
テ
ヰ
マ
ス
｡

ス
ズ
ム
シ
ハ

ボ
ク
ガ

ス
キ
ダ

ト

オ
モ
ヒ
マ
シ
タ
｡
ボ
ク
ガ

ネ
ル
コ
ロ
モ

ナ
キ

マ
ス
｡
ボ
ク
モ

ス
ズ

ム
シ
ハ

ダ
イ
ス
キ
デ
ス
｡
パ
パ
チ
ャ
ン
モ

ヂ
イ
チ
ヤ
ン
モ

ダ
イ
ス
キ
デ

ス
｡ス

ズ
ム
シ
ニ
ハ

ナ
ス
ヤ

カ
キ
ガ

イ
レ
テ
ア
リ
マ
ス
｡
カ
キ
ヤ

ナ

ス

15



57
宮崎県の生活綴方教師 ･木村寿
～ 南方小 ･岡富小 ･延岡小 ～

ガ

ク
サ
レ
ル
ト

デ
イ
チ
ャ
ン
ガ

マ
タ

イ
レ
カ
へ
テ
ヤ
ン
ナ
リ
マ
ス
｡

ソ
レ
ジ
ヤ
カ
ラ

ス
ズ
ム
シ
ハ
ナ
ク
ノ
デ
ス
｡

ス
ズ
ム
シ
ハ

カ
ゴ

ニ
イ
レ
テ

マ
ツ
ノ
ヨ
コ
ニ

カ
ケ
テ
ア
リ
マ
ス
｡
ソ

シ
テ

マ
イ
バ
ン

ナ
ク
ノ
デ
ス
｡
ボ
ク
ハ

マ
イ
バ
ン

ネ
ム
-
ナ
ガ
ラ

ナ
キ
ゴ

エ
ヲ

キ
キ
マ
ス
｡
ス
ズ
ム
シ
ハ

ヒ
ル
モ

バ
ン
モ

ナ
キ
マ
ス
｡

ス
ズ
ム
シ
を
飼

っ
て
い
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
が
､
｢
ス
ズ
ム
シ
ハ

ボ
ク
ガ

ス
キ
ダ
ト

オ
モ
ヒ
マ
シ
タ
｣
と
､
こ
こ
ま
で
言
い
切
れ
る
人
は
少
な
い
だ

ろ
う
｡
ス
ズ
ム
シ
は
自
分
の
た
め
に
鳴
い
て
い
る
と
自
信
を
も

っ
て
言
い
切

っ

て
い
る
｡

※
昭
和
八
年
七
月
号

ア
メ
フ
リ

キ
ノ
フ
､
ア
メ
ガ

フ
ッ
テ

ル
デ

ヤ
キ
ウ
ノ
ケ
イ
コ
ヲ

オ
ダ
イ
ド
コ
ロ
ノ

マ
ド
ヲ

宮
崎
県
延
岡
町
延
岡
小
学
校

真
武
弘
之

コ
マ
-
マ
シ
タ
｡
ウ
チ
ノ
中
デ

ケ
ッ
ト
ボ
ー

シ
マ
シ
タ
｡
ア
イ
テ
シ
マ
ッ
テ

コ
ン
ド
ハ

ア
ケ
テ

ホ
シ
ザ
ヲ
ヲ

-
テ
ヰ
ル
ト

ツ
ユ

ガ

ナ
ガ
レ
タ
ト

オ
モ
ッ
タ
ラ

ピ
カ
ッ
ト

オ
チ
マ
シ
タ
｡
オ
チ
タ
ト

オ
モ
ッ
タ
ラ

マ
タ

ナ
ガ
レ
テ
キ
テ

オ
チ
マ
シ
タ
｡
オ
チ
タ
ト

オ
モ
ッ

タ
ラ

マ
タ

ナ
ガ
レ
マ
シ
タ
｡
ナ
ガ
レ
タ
ト

オ
モ
ッ
タ
ラ

マ
タ

オ
チ
マ

シ
タ
｡
ボ
ク
ガ

-
テ
ヰ
ル
ア
ヒ
ダ

ツ
ユ
ガ

イ
ツ
マ
デ
モ

ナ
ガ
レ
テ

オ
チ
マ
シ
タ
｡

(筆
者
注

｢
ケ

ッ
ト
ボ
ー
ル
｣
に
は
､
｢
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
｣
と
い
う
ル
ビ
が

つ
い
て
い
る
｡
)

｢
オ
チ
マ
シ
タ
｡
オ
チ
タ
ト

オ
モ
ッ
タ
ラ

マ
タ
｣
と
い
う
繰
り
返
し
が

い
か
に
も

1
年
生
と
い
う
感
じ
で
あ
る
｡
｢
ス
ズ
ム
シ
｣
も
そ
う
だ
が
､
そ
の

素
朴
な
見
方
と
表
現
が
子
ど
も
な
ら
で
は
の
魅
力
で
あ
る
｡

｢
ス
ズ
ム
シ
｣
(首
藤
芳
明
)
は
昭
和
七
年
､
｢
ア
メ
フ
-
｣
(真
武
弘
之
)

は
昭
和
八
年
の
掲
載
で
共
に

｢
尋
常

一
年
｣
だ
が
'
｢
ハ
ー
モ
ニ
カ
｣
を
書
い

た
鮫
島
義
昌
も
､
首
藤
芳
明
も
真
武
弘
之
も
全
員
延
岡
小
学
校
の
昭
和
十

一
年

度
の
卒
業
生
で
あ
る
｡
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
掲
載
年
度
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な

っ
た
の

か
は
分
か
ら
な
い
が
､
卒
業
者
名
簿
に
よ
れ
ば
皆
同
窓
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
､
延
岡
小
学
校
の
作
品
で
は
､
雑
誌

『綴
方
教
育
』
掲
載
の
菊
池

知
勇
等
の
文
章
中
に
引
用
さ
れ
た
も
の
が
幾

つ
か
見
ら
れ
る
｡

※

『綴
方
教
育
』
第
七
巻
第
九
号

(昭
和
七
年
九
月

一
日
)

菊
池
知
勇
は

『綴
方
教
育
』
第
七
巻
第
九
号
に
書
い
た

｢児
童
作
品
の
鑑
識

と
指
導
-
よ
き
題
材
と
表
現
と
指
導
と
を
も
と
め
る
人
々
の
た
め
に
-
｣
と
い

う
文
章
の
中
で
､
｢
主
観
語
の
削
除
｣
の
例
と
し
て
､
延
岡
小
学
校
の
子
ど
も

の
詩
を
引
用
し
て
い
る
｡
木
村
寿
の
指
導
作
品
で
あ
る
｡

ス

ズ

メ

ス
ズ
メ
ノ
コ
ガ
デ
キ
マ
シ
タ

ス
ズ
メ
ノ
コ
ハ
マ
ダ
ト
ビ
マ
セ
ン

ス
ズ
メ
ノ
コ
ハ
カ
ハ
イ
イ
デ
ス
ヨ

チ
エ
チ
ユ
ナ
キ
マ
ス
｡

(宮
崎
県
延
岡
校

尋

1

渡
連
甲

l
)

雛
に
な
っ
た
ば
か
り
の
子
雀
に
対
す
る
愛
撫
の
心
を
と
ら
へ
た
と
こ
ろ
､
粗

末
な
が
ら
も
詩
を
見
出
し
て
ゐ
ま
す
｡
尋

一
の
詩
は
ま
づ
か
う
し
た
も
の
と
思

っ
て
い
い
で
せ
う
｡

｢雀
の
子
が
出
来
ま
し
た
｣
の

｢出
来
｣
は

一
寸
問
ひ
返
せ
ば

｢生
れ
｣
と

い
ふ
で
せ
う
か
ら
､
訂
正
さ
せ
た
方
が
よ
い
で
せ
う
｡
｢雀
の
子
は
か
ば
い
い
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で
す
よ
｣
は
､
こ
の
詩
の
中
心
感
動
で
す
が
､
こ
れ
は
削

っ
て
言
外
に
お
い
て

も
､
他
の
事
実
か
ら
そ
の
心
持
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
､
削
ら
せ
た

方
が
よ
い
で
せ
う
｡
無
理
に
わ
た
ら
な
い
程
度
で
､
は
や
-
か
ら
正
し
い
指
導

を
加

へ
て
行
か
な
け
れ
ば
､
い
つ
の
問
に
か
悪
い
型
を
作

っ
て
し
ま
ふ
も
の
で

す
｡菊

池
知
勇
は

｢雀
の
子
が
出
来
ま
し
た
｣
は

｢生
ま
れ
ま
し
た
｣
に
訂
正
さ

せ
た
方
が
良
い
と
言

っ
て
い
る
が
､
宮
崎
で
は

｢子
が
で
け
た
｣
と
い
う
言
い

方
が
普
通
に
あ

っ
た
か
ら
､
こ
う
い
う
表
現
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
｡

｢
ス
ズ
メ
ノ
コ
ハ
カ
ハ
イ
イ
デ
ス
ヨ
｣
は
'
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
で
良
い
の

で
は
な
い
か
｡
｢他
の
事
実
か
ら
そ
の
心
持
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
'

削
ら
せ
た
方
が
よ
い
｣
と
い
う
菊
池
知
勇
の
言
葉
も
､
｢説
明
で
は
な
-
描
写

を
｣
と
い
う
表
現
上
の
問
題
と
し
て
は
分
か
る
が
､
そ
う
し
た
か
ら
詩
と
し
て

良
く
な
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
｡
｢
ス
ズ
メ
ノ
コ
ハ
カ
ハ
イ
イ
デ
ス

ヨ
｣
の
中
に
は
､
そ
う
言

っ
て
い
る
子
ど
も
自
身
の
可
愛
さ
が
表
れ
て
い
る
｡

作
者
の
波
速
甲

l
も
昭
和
十

1
年
度
の
卒
業
生
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
昭
和

七
年
に
は
二
年
生
で
あ
り
'
こ
の
作
品
は
前
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

同
年
の
十

一
月
に
は
'
｢
児
童
作
品
の
鑑
識
と
指
導
｣

の
中
で
､
菊
池
は

｢
う
し
｣
(西
川
英
子
)
と
い
う
詩
を
引
用
し
て
い
る
｡

※

『綴
方
教
育
』

第
七
巻
第
十

言
方

｢児
童
作
品
の
鑑
識
と
指
導
｣
菊
地
知
勇

動
物

へ
よ
す
る
心

･つ

し

の
つ
ば
ら
で

牛
が
な
い
て
ゐ
る

モ
ー
モ
ー
と
な
い
て
ゐ
る

子
供
が
む
か
ふ
の
は
う
で

み
て
ゐ
ま
す
｡

(宮
崎
県
延
岡
校

尋

一

西
川
英
子
)

野
原
で
鳴
い
て
ゐ
る
牛
を
､
お
も
し
ろ
さ
う
に
'
お
そ
ろ
し
さ
う
に
見
と
れ

て
ゐ
る
､
と
､
向
ふ
に
も
同
じ
や
う
に
見
と
れ
て
ゐ
る
子
供
が
あ
る
こ
と
を
発

見
し
て
､

一
層
興
味
を
感
じ
た
の
で
せ
う
｡
幼
童
ら
し
い
感
動
を
と
ら
へ
た
お

も
し
ろ
い
題
材
で
す
｡

｢牛
が
鳴
い
て
ゐ
る
｣
｢
モ
ー
モ
ー
と
な
い
て
ゐ
る
｣
と
い
ふ
-
り
か

へ
し

は
'
幼
い
子
供
に
も
か
う
い
ふ
風
に
い
へ
る
の
で
せ
う
｡
大
人
だ

つ
て
か
う
し

か
い
へ
な
い
こ
と
を
恩
ふ
と
､
自
然
の
発
声
は
お
そ
ろ
し
い
も
の
だ
と
恩
ひ
ま

す
｡
｢子
供
が
む
か
ふ
の
は
う
で

み
て
ゐ
ま
す
｣
は
先
方
の
子
供
の
こ
と
ば

か
り
い
っ
て
､
自
分
を
忘
れ
て
ゐ
ま
す
｡
｢
子
供
が
向
ふ
の
方
で
も
見
て
ゐ
ま

す
｣
と
し
て
､
自
分
を
そ
こ
に
あ
ら
は
し
て
お
く
べ
き
と
こ
ろ
で
し
た
｡

｢野
原
で
牛
が
モ
ー
モ
ー
と
鳴
い
て
い
る
｡
そ
の
向
こ
う
に
牛
を
見
て
い
る

子
ど
も
が
い
る
｣
と
い
う
の
ど
か
な
情
景
描
写
で
あ
る
｡
対
象
は
あ
-
ま
で
牛

と
そ
れ
を
見
て
い
る
子
ど
も
で
あ

っ
て
､
自
分
で
は
な
い
｡
牛
と
'
そ
れ
を
自

分
と
同
じ
よ
う
に
見
て
い
る
子
ど
も
に
関
心
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
牛
を
見
て
い

る
自
分
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
菊
池
知
勇
の
よ
う
に

｢子
供

が
向
ふ
の
方
で
も
見
て
ゐ
ま
す
｣
と
す
る
と
､
自
分
が
現
れ
す
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
｡
ど
ち
ら
が
良
い
か
と
い
う
よ
り
'
微
妙
に
違

っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

西
川
英
子
の
名
前
は
､
昭
和
十

一
年
度
の
卒
業
生
名
簿
に
は
無
い
｡
昭
和
十

二
年
度
の
名
簿
に
も
名
前
が
な
い
の
で
､
転
校
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
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昭
和
七
年
十
二
月

『綴
方
教
育
』
第
七
巻
第
十
二
号
に
は
'
鵜
滞
覚
の

｢児

55

童

へ
の
詩
話
｣
の
中
に
渡
連
甲

】
の

｢
ス
ズ
メ
｣
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡

宮崎県の生活綴方教師･木村寿
～ 南方小 ･岡富小 ･延岡小 ～

※
第
七
巻
第
十
二
号

児
童

へ
の
詩
話

鵜
滞

覚

(略
)

そ
う
し
た
ら
､
そ
れ
を
詩
に
書
き
表
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
～
で
せ
う
?

そ
れ
に
は
'
皆
さ
ん
が
見
て
感
じ
た
ま
～
､
聴
い
て
か
ん
じ
た
ま
～
､
感
じ

が
胸
に
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
次
々
と
叫
ば
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
言
葉
の
ま
～
に

お
書
き
な
さ
い
｡

或
日
､
雀
の
子
が
巣
に
生
れ
て
ゐ
る
の
を
見

つ
け
ま
し
た
｡
生
れ
た
て
で
す

か
ら
ま
だ
と
べ
ま
せ
ん
｡
本
当
に
か
は
い
ら
し
い
雀
の
子
｡
掌
に
の
せ
て
も
､

巣
に
入
れ
て
置
い
て
も
､
小
さ
い
お
口
を
い
っ
ぱ
い
あ
け
て
チ
ユ
､
チ
ユ
つ
て

鳴
き
ま
す
｡
本
当
に
か
は
い
い
雀
の
子
｡
雀
の
子
を
見
て
､
そ
ん
な
感
じ
が
し

ま
し
た
ら
､
皆
さ
ん
の
見
た
通
り
､
心
持
に
強
い
感
じ
を
持

っ
た
通
り
に
書
け

ば
よ
い
の
で
す
｡
こ
～
に

一
人
の
人
が
書
い
て
来
て
あ
り
ま
す
｡

ス

ズ

メ

ス
ズ
メ
ノ
コ
ガ
デ
キ
マ
シ
タ

ス
ズ
メ
ノ
コ
ハ
マ
ダ
ト
ビ
マ
セ
ン

ス
ズ
メ
ノ
コ
ハ
カ
ハ
イ
イ
デ
ス
ヨ

チ
エ
チ
ユ
ナ
キ
マ
ス
｡

雀
の
子
が
出
来
ま
し
た
と
い
ふ
の
は
?

そ
う
で
す
｡
雀
の
子
が
生
れ
ま
し

た
と
い
ふ
こ
と
で
す
ね
｡
(生
れ
ま
し
た
と
書
い
た
方
が
い
～
で
す
ね
)

一
番
始
め
に
雀
の
子
の
生
れ
た
喜
び
､
生
れ
た
の
を
見
付
け
た
喜
び
が
心
に

先
ず
起

っ
た
か
ら
そ
の
通
り
書
い
た
の
で
せ
う
｡
本
当
に
見
て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
ほ

ど
か
は
ゆ
く
な
る
の
で
t
か
は
い
～
で
す
よ
と
書
き
ま
し
た
｡
チ
ユ
チ
エ
ナ
キ

マ
ス
も
わ
か
り
ま
す
ね
｡

こ
の
様
に
自
分
の
恩
ひ
つ
い
た
ま
～
に
､
心
で
叫
ぶ
通
り
に
書
い
て
行
け
ば

い
ゝ
の
で
す
｡

詩
を
書
く
に
は

｢見
た
ま
ま
､
感
じ
た
ま
ま
､
思

っ
た
ま
ま
｣
を
書
け
ば
良

い
と
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
に
教
え
て
い
る
の
だ
が
､
そ
の
具
体
的
な
例
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
ス
ズ
メ
｣
は
そ
れ
ほ
ど
典
型
的
な
例
だ
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
｡

昭
和
八
年
二
月
号
の

｢児
童

へ
の
詩
話
｣
(
『綴
方
教
育
』
)
で
も
､
鵜
滞
覚

は

｢
ス
ズ
メ
｣
を
引
用
し
て
い
る
｡
｢行
の
切
り
方
｣
の
説
明
に
使

っ
て
い
る

の
で
あ
る
｡ス

ズ

メ

ス
ズ
メ
ノ
コ
ガ
デ
キ
マ
シ
タ
｡
ス
ズ
メ
ノ
コ
ハ
マ
ダ
ト
ビ
マ
セ
ン
｡
ス
ズ
メ
ノ

コ
ハ
カ
ハ
イ
イ
デ
ス
ヨ
｡
チ
ユ
チ
ユ
ナ
キ
マ
ス
｡

鵜
滞
覚
は

｢
こ
の
様
に
書
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
｡
｣
と
言
い
､
こ
れ
が
四
行

の
詩
に
な
る
理
由
を
述
べ
て
い
る
｡
そ
し
て

｢行
を
分
け
る
の
は
い
～
加
減
に

切
る
の
で
は
な
-
て
､
大
体
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
所
で
分
け
る
の
で
す
｡
即

ち
'
行
を
切
る
所
は

1
､
息
を
切
る
と
こ
ろ
で
あ
り

-
､
書
-
こ
と

(内

容
)
の
分
か
れ
目
の
さ
か
ひ
の
所
で
す
｡
｣
と
結
論
づ

け
て
い
る
｡
｢
ス
ズ
メ
｣

は
低
学
年
の
子
ど
も
に
手
本
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の

｢
児
童

へ
の
詩
話
｣
で
は
､
｢
ス
ズ
メ
｣
が
雑
誌

『
綴
方
教
育
』
に
掲

載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
こ
か
ら
引
用
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
何
号

に
載

っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
｡
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『
綴
方
教
育
』
昭
和
八
年

一
月
号
に
は
､
菊
池
知
勇

｢児
童
作
品
の
鑑
識
と

指
導
｣
に
'
｢感
動
の
不
純
｣
の
例
と
し
て
首
藤
芳
明
の

｢
と
け
い
｣
が
引
用

さ
れ
て
い
る
｡

※
昭
和
八
年

一
月
号

感
動
の
不
純

と
け
い

と
け
い
が
か
っ
ち
り

あ
さ
の
あ
た
ら
し
い

へ
や
で

と
け
い
が
か
っ
ち
り

ぼ
く
た
ち
の
へ
や
は
あ
た
ら
し
い

と
け
い
の
お
と
が
い
い
ね
｡

(宮
崎
県
延
岡
校

専

一

首
藤
芳
明
)

菊
池
知
勇
は

｢朝
の
新
し
い
部
屋
で
時
計
の
鳴

っ
て
ゐ
る
音
は
､
ど
ん
な
に

か
快
い
も
の
で
せ
う
｡
さ
う
し
た
心
持
を
と
ら
へ
た
こ
と
は

一
年
生
と
し
て
大

上
出
来
で
す
｡
｣
と
は
め
た
上
で
､
｢
し
か
し
､
こ
の
表
現
は
あ
ま
り
に
ご
た
づ

い
て
ゐ
ま
す
｡
感
動
が
純

一
に
な
っ
て
ゐ
な
い
の
で
す
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
｡

｢
何
か
し
ら
心
を
乱
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
や
う
で
す
｡
そ
れ
が
若
し
よ
い
詩

を

つ
-
ら
う
と
か
､
面
白
-
書
か
う
と
い
ふ
や
う
な
考

へ
か
ら
か
う
な
っ
て
ゐ

る
の
だ
っ
た
ら
､
大

へ
ん
よ
-
な
い
こ
と
で
す
｡
｣

｢良
い
詩
を
作
ろ
う
｣
と
い
う
作
為
的
な
意
識
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
と
も

か
-
､
｢感
動
が
純

一
に
な
っ
て
ゐ
な
い
｣
と
い
う
指
摘
は
分
か
ら
な
い
で
も

な
い
｡
題
名
は

｢
と
け
い
｣
で
あ
る
が
､
こ
の
詩
の

｢感
動
｣
は

｢自
分
た
ち

の
部
屋
が
新
し
い
｣
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
部
屋
が
新
し
-
な
っ
た
喜
び
で
時
計
の

音
も
良
い
響
き
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
｡
時
計
と
新
し
い
部
屋
と
の
関
係
が
整

理
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
｡

同
年
二
月
号
に
は
､
同
じ
-
菊
池
知
勇

｢児
童
作
品
の
鑑
識
と
指
導
｣
の
中

に
､
真
武
弘
之
の
詩
が
引
用
さ
れ
て
い
る
｡
｢
題
材
の
重
点
｣
と
い
う
項
目
の

中
で
の
引
用
で
あ
る
｡

※
昭
和
八
年
二
月
号

題
材
の
重
点

か

ら

す

か
ら
す
か
あ
か
あ

あ
を
ぞ
ら
と
ん
だ

ま
つ
く
ろ
い
か
ら
す
の
は
ね
が

ぴ
か
ぴ
か
ひ
か
る

か
ら
す
が
か
あ
か
あ

あ
を
空
の
中
を
と
ん
で
い
く
｡

(宮
崎
県
延
岡
校

尋

一

真
武
弘
之
)

菊
池
知
勇
は

｢
と
ん
で
行
く
か
ら
す
の
超
の
ひ
か
り
を
と
ら
へ
た
と
こ
ろ
が

お
も
し
ろ
い
と
恩
ひ
ま
す
｡
｣
と
述
べ
た
上
で
､
表
現
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

言

っ
て
い
る
｡

マ
マ

｢表
現
は
二
行
目

『
あ
を
ぞ
ら
を
と
ん
だ
』
は
事
実
を
忠
実
に
い
つ
て
を
り
ま

せ
ん
｡
｢
あ
を
ぞ
ら
を
｣
な
ど
い
ふ
言
葉
は
な
-
と
も
よ
い
か
ら

｢
と
ん
で
い

-
｣
と
い
ふ
べ
き
で
し
た
｡
｢
あ
を
ぞ
ら
を
｣
は
少
し
巧
み
す
ぎ
て
人
真
似
-

さ
-
な
っ
て
ゐ
ま
す
｡
最
後
の
二
行
も
､
い
か
に
も
童
謡
く
さ
い
-
り
か
へ
し

で
､
な
い
方
が
ど
ん
な
に
自
然
だ
か
知
れ
ま
せ
ん
｡
｣

要
す
る
に
､
｢
と
ん
で
行
-
か
ら
す
の
題
の
ひ
か
り
を
と
ら
へ
た
と
こ
ろ
が
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お
も
し
ろ
い
｣
の
だ
か
ら
､
そ
こ
を
重
点
化
し
た
表
現
に
す
べ
き
だ
と
い
う
の

だ
ろ
う
｡
｢
最
後
の
二
行
も
､
い
か
に
も
童
謡
-
さ
い
く
り
か
へ
し
で
､
な
い

方
が
ど
ん
な
に
自
然
だ
か
知
れ
ま
せ
ん
｡
｣
と
言

っ
て
い
る
が
､
問
題
は

｢
か

あ
か
あ
｣
で
あ
る
｡
こ
う
い
う
類
型
的
な
表
現

(と
ら
え
方
)
が
'
こ
の
詩
を

童
謡
風
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡

更
に
､
同
年
三
月
号
に
も
菊
池
知
勇
の

｢児
童
作
品
の
鑑
識
と
指
導
｣
に
､

篠
田
甲

一
の
詩
が
二
篇
､
井
上
弘
の
詩
が

一
篇
引
用
さ
れ
て
い
る
｡

※
昭
和
八
年
三
月
号

落
花
の
瞬
間
の
美

梅
の
花

梅
の
え
だ
か
ら

花
び
ら
が
ち

つ
て
く
る

ち
ら
ち
ら
と

え
だ
の
あ
ひ
だ
を

ち

つ
て
く
る
｡

あ
ち
ら
の
く
さ
に

こ
ち
ら
の
土
に
｡

(宮
崎
県
延
岡
校

尋

一

篠
田
甲

一
)

菊
池
知
勇
は
こ
の
詩
の
良
さ
を
､
｢梅
の
花
が
散

っ
て
く
る
と
は
､
見
な
い

で
も
誰
に
も
い
へ
ま
す
が
､
『枝
か
ら
』
『
花
び
ら
が
ち

つ
て
-
る
』
と
は
､
よ

-
見
て
ゐ
た
人
に
し
て
は
じ
め
て
い
へ
る
言
葉
で
す
｡
こ
と
に

『
え
だ
の
あ
ひ

だ
を
ち

つ
て
く
る
』
う

つ
-
し
さ
は
'

一
そ
う
よ
く
見
て
ゐ
た
人
に
し
て
い
へ

る
言
葉
で
す
｡
｣
と
'
｢
よ
-
見
て
い
る
｣
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
い
る
｡
的
確

な
評
価
で
あ
る
｡

ま
た
､
｢
『
あ
ち
ら
の
草
に
』
『
こ
ち
ら
の
土
に
』
は
あ
ま
り
に
巧
み
過
ぎ
､

作
り
過
ぎ
て
こ
の
作
の
純
粋
さ
を
傷

つ
け
て
ゐ
ま
す
｡
こ
の
詩
は
枝
か
ら
散
る

う

つ
-
し
さ
を
と
ら
へ
た
と
こ
ろ
が
よ
い
の
で
あ

っ
て
､
土
に
お
ち

つ
-
と
こ

ろ
は
白
か
ら
別
の
景
で
な
-
て
は
な
り
ま
せ
ん
｡
｣
と
も
言

っ
て
い
る
｡
視
点

が
二
分
化
し
､
焦
点
化
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
指
摘
で
あ
る
｡

菊
池
知
勇
の

｢
よ
し
と
す
る
詩
｣
は
'
作
為
が
無
-
､
具
体
的
で
､
感
動

･

視
点
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
作
品
と
言
え
そ
う
で
あ
る
｡
短
詩
に
な
る
理
由
が

こ
こ
に
あ
る
｡

子
供
ら
し
い
感
じ

か
い
が
ら

か
い
が
ら
ふ
ん
だ

か
い
が
ら
は

ぼ
く
を
し
ら
ず
に

ざ
う
り
の
下
で

か
さ
か
さ
わ
れ
た

か
い
が
ら
ふ
ん
だ

す
な
の
上
｡

(宮
崎
県
延
岡
校

尋

一

篠
田
甲

一
)

｢
か
い
が
ら
は
僕
を
知
ら
ず
に
ざ
う
り
の
下
で
｣
は
子
供
ら
し
い
お
も
し
ろ
い

心
持
で
す
｡
こ
の
詩
の
よ
い
と
こ
ろ
は
そ
こ
で
す
｡
を
は
り
の

｢
か
い
が
ら
ふ

ん
だ
す
な
の
上
｣
は
い
ら
な
い
つ
け
た
り
で
す
｡

貝
殻
が

｢
ぼ
-
を
し
ら
ず
に

ざ
う
り
の
し
た
で

か
さ
か
さ
わ
れ
た
｣
と

い
う
発
想
は
面
白
い
｡
菊
池
知
勇
ふ
う
に
言
え
ば
､
こ
の
詩
は
こ
こ
に

｢感
動
｣

が
純
化
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
故
に
終
わ
り
の
二
行
も

｢
い
ら
な
い
つ
け
た
り
｣
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だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡

具
体
的
な
情
景

つ
ば
き

つ
ば
さ
が
お
ち
た

子
供
が
ひ
ろ
つ
た

さ
さ
に
と
は
し
て

あ
そ
ん
で
る
｡

(宮
崎
県
延
岡
校

尋

一

井
上

弘
)

菊
池
知
勇
は

｢『
さ
さ
に
と
は
し
て
あ
そ
ん
で
る
』
は
み
ぢ
か
い
け
れ
ど
も
､

よ
-
そ
の
情
景
を
は
っ
き
り
と
ら

へ
て
こ
の
詩
を
生
か
し
て
ゐ
ま
す
｡
｣
と
評

価
し
､
｢
し
か
し

『
つ
ば
き
が
お
ち
た
』
は
何
と
い
っ
て
も
拙
い
｡

こ
れ
は

『
つ
ば
き
の
花
が
ち

つ
た
』
と
し
な
け
れ
ば
美
し
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
｡
｣
と

述
べ
て
い
る
｡

し
か
し
こ
れ
は
､
子
ど
も
に
す
れ
ば
､
椿
の
花
の
重
さ
を

｢
お
ち
た
｣
と
表

し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
､
椿
の
花
に

｢散

っ
た
｣
と
い
う
感
じ
は
も
と
も
と
無

い
の
で
あ
る
O
｢
さ
さ
に
と
は
し
て

あ
そ
ん
で
る
｣
の
は
椿
の
花

一
個

1
個

を
通
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
､
花
び
ら

一
枚

一
枚
を
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
｡
菊
池
知
勇
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

｢
よ
-
見
て
ゐ
た
人
に
し
て
は
じ
め
て
い

へ
る
言
葉
｣
な
の
で
あ
る
｡

な
お
､
昭
和
六
年
の

『
綴
方
読
本
』
七
月
号
に
は
､
延
岡
小
学
校
尋
常
三
年

柏
谷
義
人
の
綴
方

｢
は
い
が
と
ま

っ
た
｣
が
入
選
し
て
い
る
｡

は
い
が
と
ま

っ
た

宮
崎
県
東
臼
杵
郡
延
岡
小
学
校

柏
谷
義
人

僕
が
学
校
か
ら
か
へ
つ
て
べ
ん
き
ゃ
う
を
し
て
ゐ
ま
す
と
'
は
い
が
手
や
頭

に
と
ま

っ
て
ゐ
た
｡
僕
は
う
る
さ
か

つ
た
の
で

｢
こ
ん
ち
-
し
よ
う
｣
と
お
こ

っ
て
手
で
は
い
を
取
ら
う
と
し
ま
す
と
､
ま
ど
の
が
ら
す
に
と
ま

つ
た
か
ら
'

ふ
で
い
れ
か
ら
小
刀
を
取
り
出
し
て
､
が
ら
す
に
と
ま

っ
て
ゐ
る
は
い
を
切
ら

う
と
す
る
と
､
机
の
上
に
と
ま
っ
た
｡
そ
の
早
い
こ
と
､
ま
る
で
鳥
の
や
う
で

あ

っ
た
｡
僕
が

一
し
ん
に
べ
ん
き
ゃ
う
を
し
て
ゐ
る
と
､
は
い
が
来
て
あ
た
ま

や
､
足
に
と
ま

っ
て
色
々
う
る
さ
か
つ
た
け
ど
､
僕
は

｢
は
い
は
人
げ
ん
と
ち

が
ふ
､
人
げ
ん
の
手
や
あ
た
ま
に
と
ま

つ
て
も
､
人
げ
ん
が
う
る
さ
い
と
い
ふ

こ
と
を
し
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
｣
と
い
っ
て
､
僕
は
が
ま
ん
を
し
て
､
べ
ん
き
ゃ

う
を
し
あ
げ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
｡
(四
月
二
十
五
日
)

〔評
〕
は
ひ
が
と
ま

っ
て
'
う
る
さ
く
て
く

た
ま
ら
な
い
こ
と
が
､
あ
り

ま
す
ね
｡
け
れ
ど
も
､
は
ひ
は
､
人
げ
ん
が
'
う
る
さ
い
の
だ
と
い
ふ
こ
と
は

し
ら
な
い
で
せ
う
｡
で
も
'
そ
ん
な
､
じ
ゃ
ま
を
す
る
や
つ
は
､
な
ぐ
り
つ
け

て
や
り
た
く
な
る
で
せ
う
｡

(『綴
方
読
本
』
尋
常
三
年

昭
和
六
年
七
月
号
)

悟
り
を
開
い
た
禅
僧
が
書
い
た
よ
う
な
綴
方
で
､
お
も
し
ろ
い
｡
｢
は
い
は

人
げ
ん
と
ち
が
ふ
､
人
げ
ん
の
手
や
あ
た
ま
に
と
ま
つ
て
も
､
人
げ
ん
が
う
る

さ
い
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
｣
O
確
か
に
､
そ
う
考
え
れ
ば
､
が

ま
ん
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
い
｡

相
谷
義
人
は
､
延
岡
小

『
創
立
百
周
年
記
念
誌
』
の
名
簿
に
よ
れ
ば
､
昭
和

九
年
度
の
卒
業
生
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
昭
和
六
年
度
は
三
年
生
で
あ
る
｡
木

村
寿
は
､
昭
和
六
年
度
の
み
の
在
職
で
あ
り
､
尋
常

1
年
生
の
担
任
だ
か
ら
､

他
に
指
導
者
が
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

一
年
生
の
作
品
に
し
て
も
'
こ
こ
に
出
て
き
た
す
べ
て
を
木
村
寿
が
指
導
し

た
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
｡
当
時
木
村
寿
に
習

っ
た
宗

(長
友
)
真
さ
ん

は
､
｢真
武
弘
之
､
鮫
島
義
昌
は
乗
組
で
同
級
だ

っ
た
｡
渡
遠
甲

一
と
首
藤
芳
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明
は
同
じ
ク
ラ
ス
だ

っ
た
か
ど
う
か
は
覚
え
て
い
な
い
｡
西
川
英
子
は
記
憶
に

な
い
｡
｣
と
い
う
｡
西
川
英
子
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
'
当
時
は
短

期
間
で
転
校
し
て
い
-
子
ど
も
た
ち
も
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
篠
田
甲

一
も
同
級

だ
が
､
井
上
弘
は
卒
業
生
名
簿
に
は
無
い
｡

-
､
子
ど
も
た
ち
が
作

っ
た
文
集

『草
の
芽
』

宗
真

(長
友
)
さ
ん
に
よ
る
と
､
文
集

『草
の
芽
』
は
年
間
で
十
三
冊
は
ど

出
た
よ
う
で
あ
る
｡
最
初
は
書
け
る
子
ど
も
だ
け
で
作

っ
た
の
で
薄
か
っ
た
が
､

皆
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
と
次
第
に
厚
-
な
り
､
十
三
冊
目
は
二
､
五
セ
ン
チ

-
ら
い
の
厚
い
物
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
｡
文
集
を
作

っ
て
い
た
の
は
乗
組
だ

け
で
､
他
の
学
級
に
は
な
か
っ
た
｡
こ
れ
は
隣
の
組
だ
っ
た
木
谷
靖
氏
も
認
め

て
い
る
｡

内
容
は
主
に
綴
方
で
､
昼
休
み
に
弁
当
を
持

っ
て
城
山
に
行
-
と
､
｢城
山

に
行

っ
た
こ
と
を
書
き
ま
し
ょ
う
｣
と
､
題
を
出
し
て
書
か
せ
た
り
し
た
｡
城

山
は
内
藤
藩
の
城
が
あ
っ
た
所
で
'
当
時
の
延
岡
小
学
校
は
そ
の
近
-
に
あ
っ

た
｡
城
山
の
下
で
､
今
の
延
岡
市
役
所
が
あ
る
所
で
あ
る
｡

前
述
し
た
よ
う
に
､
小
砂
丘
忠
義
は
昭
和
六
年
二
月
の

｢文
集
展
望
｣
(『綴

方
生
活
』
)
の
中
で

｢全
然
子
供
の
手
で
作
る
の
で
は
な
い
が
､
例

へ
ば
宮
崎

県
岡
富
校
の
木
村
君
の
や
つ
て
る

『
日
の
光
』
は
表
紙
絵
か
ら
挿
絵
す
べ
て
子

供

(二
年
生
)
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
宗
さ
ん
は

そ
れ
を
裏
付
け
る
証
言
を
し
て
い
る
｡
自
分
た
ち
で
文
集
を
作

っ
た
と
言

っ
て

い
る
の
で
あ
る
｡

宗
さ
ん
に
よ
る
と
､
｢
日
曜
日
に
木
村
寿
先
生
宅
に
行

っ
て
'
自
分
た
ち
で

ガ
-
を
切

っ
て
文
集
を
作

っ
た
｡
奥
さ
ん
も
岡
富
小
の
先
生
だ
っ
た
｡
先
生
宅

で
昼
ご
飯
を
食
べ
た
｣
そ
う
で
あ
る
｡

岡
富
小
に
続
い
て
､
延
岡
小
で
も
子
ど
も
た
ち
自
身
に
文
集
を
作
ら
せ
て
い

る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
ち
ら
は

一
年
生
で
あ
る
｡
小
砂
丘
忠
義
は

｢文
集
を

作
る
こ
と
も
綴
方
の

1
つ
の
作
業
と
見
な
し
て
､
す
っ
か
り
子
供
の
手
で
作
り

上
げ
る
や
う
に
な
り
た
い
と
僕
は
恩
ふ
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
木
村
寿
も
同

じ
気
持
ち
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

-
､
文
字
の
指
導

こ
う
し
た
文
集
を

一
年
生
で
ガ
リ
を
切

っ
て
作
る
に
は
'
当
然
相
当
の
文
字

力
が
必
要
で
あ
る
｡
仮
名
を
い
つ
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ば
覚
え
て
い
な
い

と
の
こ
と
だ
が
､
漢
字
の
指
導
は
印
象
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
昼
休
み
に
カ

ル
タ
取
り
み
た
い
に
し
て
漢
字
を
覚
え
た
の
で
あ
る
｡
馬
糞
紙
を
十
五
セ
ン
チ

く
ら
い
に
切

っ
た
カ
ー
ド
の
表
に
漢
字
を
書
い
て
､
裏
に
そ
の
読
み
が
ひ
ら
が

な
で
書
い
て
あ
る
｡
そ
れ
を
並
べ
て
お
い
て
､
読
め
る
漢
字
の
カ
ー
ド
を
､
例

え
ば

｢山
｣
を

｢
こ
れ
は
ヤ
マ
｣
と
言

っ
て
あ
た
っ
た
ら
そ
の
カ
ー
ド
を
取
る

の
で
あ
る
｡
難
し
い
漢
字
は
ど
後
に
残
る
こ
と
に
な
る
｡

宗
さ
ん
に
よ
る
と
､
木
村
寿
は

｢素
朴
な
人
｣
だ

っ
た
と
い
う
｡
そ
の
木
村

寿
も
僅
か

一
年
で
延
岡
小
学
校
を
去
り
､
土
々
呂
小
学
校
へ
赴
任
す
る
こ
と
に

な
る
｡
そ
し
て
文
集

『光
』
に
よ
っ
て
全
国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
だ
が
､
そ
の
き

っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
千
葉
春
雄
と
の
出
会
い
で
あ
る
｡

四
'
転
機
を
も
た
ら
し
た
千
葉
春
雄

1
､
千
葉
春
雄
と
の
出
会
い

｢私
が
千
葉
春
雄
先
生
を
知

っ
た
の
は
､
た
し
か
昭
和
七
年
で
あ
る
｡
実
い
ふ

と
､
私
の
本
当
の
綴
方
生
活
は
'
此
の
時
か
ら
は
じ
ま
つ
た
と
い
っ
て
い
い
｡

そ
れ
ま
で
に
'
数
年
､
自
費
を
以
て
､
文
集
な
ど
を
作

っ
て
は
ゐ
た
｡
而
し
今

日
の
様
に
､
文
集
を
以
て
教
育
す
る
と
い
ふ
様
な
は
っ
き
り
し
た
態
度
は
持
た

な
か
っ
た
｡
只
､
綴
方
が
､
子
供
の
生
活
を
知
る
に
は
､
い
い
と
い
ふ
漠
然
と

し
た
心
の
み
で
あ
っ
た
｡
｣
｣
(
『綴
方
実
践
の
開
拓
』
)

木
村
寿
は
､
千
葉
春
雄
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
綴
方
教
育
へ
の
道
が
開
か
れ

た
こ
と
を
､
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
む
ろ
ん
､
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
､
そ
れ
ま
で
の
綴
方
指
導
が

｢漠
然
と
｣
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
､
木
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村
の
中
で
綴
方
教
育
へ
の
意
識
が
明
確
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

木
村
寿
に
よ
れ
ば
､
千
葉
春
雄
と
の
出
会
い
は
､
木
村
の
指
導
作
品
を
千
葉

が
そ
れ
と
知
ら
ず
に

｢児
童
文
の
観
方
の
研
究
｣
の
中
に
引
用
し
た
こ
と
に
あ
っ

た
｡
千
葉
は
昭
和
六
年
に
宮
崎
に
講
演
に
来
た
時
に
も
､
話
の
中
で

｢き
り
｣

と
い
う
木
村
寿
の
指
導
作
品
を
引
用
し
た
｡
そ
こ
で
木
村
は
千
葉
春
雄
に
手
紙

を
書
い
た
の
で
あ
る
｡

｢私
は
､
東
京
の
人
な
ど
が
､
人
の
指
導
作
品
を
材
料
に
物
を
書
い
た
り
､
物

を
言
っ
た
り
す
る
こ
と
に
妙
な
気
が
お
こ
っ
た
の
で
､
私
の
指
導
作
品
で
あ
る

と
い
ふ
こ
と
を
､
知
っ
て
戴
-
つ
も
り
で
手
紙
を
書
い
た
の
で
あ
っ
た
｡｣

木
村
寿
の
手
紙
に
対
し
､
千
葉
は

｢
は
げ
ま
し
と
､
理
解
の
あ
る
言
葉
｣
を

寄
せ
た
｡
木
村
は

｢私
は
､

一
通
の
手
紙
に
ど
れ
だ
け
精
神
が
奮
ひ
立
っ
た
か

わ
か
ら
な
い
｡
又
仕
事
が
決
し
て
無
駄
な
事
で
は
な
か
つ
た
と
思
ふ
と
'
い
っ

そ
う
力
づ

い
て
来
た
｡｣
と
言

っ
て
い
る
｡

-
､
綴
方

｢き
り
｣

千
葉
春
雄
が
宮
崎
の
講
演
で
取
り
上
げ
た
の
は

｢き
り
｣
と
い
う
作
品
で
あ

る
.
千
葉
は

『綴
方
生
活
』
第
二
号

(昭
和
四
年
十

1
月

1
日
)
に

｢
い
か
に

児
童
文
を
見
べ
き
か

児
童
文
の
も
つ
研
究
問
題
的
意
味

(そ
の
二
)
｣
を
書

い
て
い
る
が
､
こ
の
中
に

｢き
り
｣
と
思
わ
れ
る
綴
方
が
載

っ
て
い
る
｡
尋
常

二
年
生
の
綴
方
で
､
作
者
名
､
指
導
者
名
は
な
い
｡

き

hソ

今
日
私
が
お
き
た
時
､
か
は
を
あ
ら
ひ
に
で
た
ら
､
あ
た
ご
山
や
ま
ち
な
ど

が
､
き
り
で
ま
つ
白
-
な
っ
て
見
え
ま
し
た
｡
そ
の
時
川
の
方
を
見
た
ら
'
松

が
か
た
ち
ば
か
り
に
な
っ
て
'
う
つ
く
し
く
て
ゑ
の
や
う
で
し
た
｡
き
り
の
中

の
草
の
つ
ゆ
は
､
金
の
玉
の
や
う
で
し
た
｡
私
が
学
校
に
行
-
道
で
'
き
り
の

あ
る
と
こ
ろ
に
行
く
と
､
む
か
ふ
へ
い
つ
て
し
ま
っ
て
ゐ
ま
し
た
｡
さ
き
に
は

あ
る
が
､
じ
ぶ
ん
の
そ
ば
に
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
き
り
は
ど
ん
ど
ん
と
け
て
い
く

の
で
せ
う
か
｡
人
が
行
く
と
､
そ
ば
に
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
前
に
行
く
人
は
か
げ

の
や
う
で
し
た
｡
き
り
は
､
ぱ
あ
つ
と
ち
ら
ぼ
っ
て
ゐ
る
が
､
上
か
ら
く
る
き

り
も
あ
れ
ば
､
下
か
ら
上
る
の
も
あ
り
ま
す
｡
き
り
が
た
つ
と
､
ゆ
き
が
ふ
る

や
う
に
見
え
ま
す
｡
日
が
て
る
と
､
だ
ん
だ
ん
と
け
は
じ
め
ま
す
｡
の
田
に
き

た
時
､
こ
べ
れ
山
は
ま
つ
白
く
て
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
｡

学
校
も
白
く
て
あ
ん
ま
り
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
｡
な
ん
で
も
ち
か
く
な
る
と
､

は
っ
き
り
見
え
ま
す
が
'
と
は
い
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
'
見
え
ま
せ
ん
｡
学
校

に
く
る
と
､
な
が
田
や
､
こ
む
ね
が
､
ま
つ
白
く
み
え
ま
し
た
｡
畠
の
中
の
で

ん
し
ん
ば
し
ら
が
'
か
た
ち
ば
か
り
で
し
た
｡
杉
や
松
は
'
上
の
方
が
見
え
る

ば
か
り
で
す
｡
高
い
山
を
見
る
と
､
は
ん
ぶ
ん
下
は
見
え
ま
せ
ん
｡
そ
れ
か
ら

下
は
ま
つ
白
く
見
え
ま
す
｡
そ
し
て
､
学
校
に
は
い
っ
て
､
べ
ん
さ
よ
う
を
し

て
で
て
み
た
ら
､
き
り
は
な
く
な
っ
て
ゐ
ま
し
た
｡

千
葉
の
論
文
は
､
適
語
､
不
適
語
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
木
村
寿

も
千
葉
の
講
演
に
つ
い
て
､
｢適
語
､
不
適
語
の
問
題
で
､
不
適
語
が
､
適
語

以
上
の
役
目
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
話
を
さ
れ
て
､
『
き
り
』
を
児
童
性
の
あ
る

文
と
さ
れ
た
｡
き
り
の
中
に
地
方
名
で
私
の
ゐ
た
南
方
村
に
関
係
の
あ
る
の
が

二
つ
三
つ
出
た
｡
私
の
指
導
作
品
で
あ
る
か
ら
無
理
も
な
い
の
だ
｡
｣
と
言

っ

て
い
る
か
ら
､
講
演
の
時
の

｢き
り
｣
は

『綴
方
生
活
』
に
掲
載
の
も
の
と
同

じ
も
の
で
あ
る
｡

木
村
は

｢き
り
の
中
に
地
方
名
で
私
の
ゐ
た
南
方
村
に
関
係
の
あ
る
の
が
二

つ
三
つ
出
た
｣
と
言

っ
て
い
る
が
､
作
中
の
地
名
や
山
を
調
べ
て
み
る
と
､

｢
の
田
｣
は

｢野
田
｣
､
｢
な
が
田
｣
は

｢永
田
｣､
｢
こ
む
ね
｣
は

｢小
峰
｣
で
､

い
ず
れ
も
延
岡
市
の
地
名
で
あ
る
｡
｢
あ
た
ご
山
｣
は

｢愛
宕
山
｣
で
あ
る
｡

標
高
二
五
三
メ
ー
ト
ル
で
､
｢南
方
村
｣
の
南
東
に
位
置
す
る
｡
｢
こ
べ
れ
山

｣

は

｢
こ
び
ら
山
｣
で
'
｢高
平
山
｣
と
書
く
｡
当
時
は

｢
こ
べ
れ
｣
と
発
音
し

て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
だ
け
の
地
名
や
山
が

一
致
す
る
の
だ
か
ら
､
木
村
寿

の
言
う

｢き
り
｣
が
千
葉
の
論
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
こ
と
は
間
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宮崎県の生活綴方教師 ･木村寿
～ 南方小 ･岡富小 ･延岡小 ～

違
い
な
い
｡
南
方
小
学
校
で
の
指
導
作
品
で
あ
る
｡

千
葉
は
､
こ
の
文

(｢き
り
｣)
は

｢き
り
が
た
つ
｣
以
外
は

｢き
り
の
現
象

を
い
ふ
に
､
た
ゞ

一
つ
の
適
語
を
使

っ
た
の
み
で
､
他
は
悉
く
不
適
語
を
用
ひ

て
ゐ
る
｡｣
と
指
摘
す
る
｡
不
適
語
と
は
､
｢き
り
の
あ
る
と
こ
ろ
｣
｢
(き
り

が
)
む
か
ふ
へ
い
つ
て
｣
等
の
よ
う
に
､
常
識
か
ら
外
れ
た
使
い
方
を
し
て
い

る
語
句
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
却

っ
て
そ
の

｢不
適
語
に
よ
っ
て
､
文
に

異
常
な
価
値
を
も
ち
来
し
て
ゐ
る
｣
と
言
う
｡
そ
れ
は
尋
常
二
年
生
の
子
ど
も

が
霧
の
か
か
っ
た
朝
を
見
て

｢
あ
る
不
思
議
を
強
-
感
じ
｣
､
そ
れ
を
表
す
の

に
適
語
が
な
-
'
自
分
な
り
の
言
葉
､

つ
ま
り
不
適
語
を
使

っ
た
｡
｢
そ
の
結

果
､
文
を
具
体
的
に
｣
し
､
｢作
者
の
面
目
を
そ
の
ま
～
の
力
と
し
て
､
文
に

生
力
を
与

へ
｣
た
の
で
あ
る
｡
自
分
の
気
持
ち
､
｢感
じ
｣
に
最
も
近
い
表
現

だ
か
ら
で
あ
る
｡

｢仔
細
に
こ
の
文
を
読
ん
で
ゐ
る
と
､
次
第
に
味
が
出
て
く
る
の
は
不
思
議
で

あ
る
｡
読
め
ば
読
む
ほ
ど
､
文
の
底
か
ら
光
が
さ
し
て
来
る
｡｣

千
葉
は
､
何
の
技
巧
も
な
い
地
味
な
こ
の
文
章
が
魅
力
的
な
の
は
､
田
舎
の

子
ど
も
に
よ
-
あ
る

｢発
生
的
な
物
の
観
方
｣
を
し
て
い
る
か
ら
だ
と
も
言

っ

て
い
る
｡

｢
田
舎
に
育

っ
た
子
供
は
､
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
､
平
凡
､
単
調
な
環
境
に

お
か
れ
る
｡
そ
し
て
変
化
を
求
め
る
余
地
と
い
へ
ば
､
考
へ
る
こ
と
に
あ
る
だ

け
だ
｡
平
面
の
考
へ
方
を
立
体
に
し
て
行
-
だ
け
だ
｡
こ
の
立
体
が
､
や
が
て
､

彼
等
の
生
活
態
度
を
発
生
的
に
す
る
｡｣

発
生
的
態
度
と
は
､
立
体
的
な
物
の
考
え
方
が
物
事
を

｢原
因
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
考

へ
さ
せ
る
｡
結
果
を
想
像
し
て
考

へ
さ
せ
る
｡
｣
こ
と
で
あ
る
｡
霧
を

見
て
様
々
に
疑
問
を
抱
き
考
え
る
､
そ
う
し
た
態
度
で
あ
る
｡

｢平
凡
､
単
調
'
尋
常
'
地
味
で
あ
る
文
が
､
何
故

つ
き
な
い
興
味
を
そ
ゝ
る

ママ

か
と
い
へ
ば
'
要
は
､
さ
う
し
た
感
じ

背
後
に
､
心
の
奥
底
で
物
を
観
る
態

度
が
か
く
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
だ
｡｣

｢人
間
が
物
を
観
る
時
に
と
っ
て
ほ
し
い
態
度
と
し
て
､
暗
に
誰
も
が
望
ん
で

ゐ
る
も
の
を
も
っ
て
ゐ
る
｡｣

千
葉
は

｢き
り
｣
を
こ
こ
ま
で
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
千
葉
春
雄
か
ら

の
手
紙
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
､
木
村
寿
は

｢手
紙
を
よ
ん
で
ゐ
る
と
､
理
解

の
あ
る
言
葉
に
女
の
様
な
心
持
で
泣
い
て
ゐ
た
｡
｣
と
ま
で
言

っ
て
い
る
｡
初

め
て
理
解
あ
る
人
物
に
出
会

っ
た
と
い
う
感
激
で
あ
る
｡

言
い
換
え
れ
ば
､
木
村
寿
は
そ
れ
ま
で
綴
方
指
導
に

｢文
字
通
り
､
不
屈
不

操
の
精
神
で
日
夜
精
進
し
｣
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
努
力
を
認
め
､

正
当
に
評
価
し
て
-
れ
る
人
物
が
い
な
い
と
の
思
い
に
駆
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
｡大

正
十
五
年
に
南
方
小
学
校
で
初
め
て
1
年
生
を
受
け
持

っ
て
以
来
'
岡
富

小
､
延
岡
小
と
綴
方
教
育
を
続
け
て
き
た
木
村
寿
で
あ
る
が
､
周
囲
は
必
ず
し

も
そ
れ
を
評
価
し
て
く
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
｡

｢文
集
を
作
り
､
綴
方
的
作
業
を
二
三
年
も
や
っ
て
ゐ
る
中
'
人
々
は
'
綴
方

の
み
を
や
る
男
と
い
ふ
様
に
な
っ
た
｡
極
端
な
の
は
､
そ
の
他
の
事
は
'
何
も

や
ら
な
い
男
と
い
ふ
の
も
ゐ
た
｡｣

｢数
年
誰
も
､
綴
方
が
､
教
育
の
材
料
に
な
り
得
る
と
い
ふ
こ
と
を
理
解
し
て

-
れ
な
か
っ
た
｡
文
集
で
も
､
趣
味
で
作
る
の
だ
､
と
云
っ
て
ゐ
た
｡
｣

｢
コ
ツ
コ
ツ
と
隅
こ
に
引
込
ん
で
す
る
や
う
な
仕
事
は
､
と
も
す
れ
ば
､
外
形

の
み
を
飾
る
教
育
界
で
は
､
認
め
も
し
な
か
つ
た
｡｣
(
『綴
方
実
践
の
開
拓
』
)

木
村
寿
は
そ
れ
に
対
し
て

｢而
し
私
は
､
そ
の
徒
を
か
へ
り
み
ず
､
反
抗
も
せ
ず
､
夜
通
し
か
～
つ
て
､

原
紙
を
切

っ
た
り
､
文
を
読
ん
だ
り
し
た
｡
綴
方
の
作
業
を
す
る
た
め
に
､

一

日
の
教
科

一
つ
で
も
お
ろ
そ
か
に
は
し
な
か
つ
た
｡｣

｢而
し
認
め
ら
れ
な
い
で
も
､
綴
方
に
真
実
を
は
き
､
教
師
を
信
用
し
て
､
何

も
か
も
訴
へ
て
来
る
の
を
み
る
と
､
ぐ
っ
と
や
ら
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
｡｣

と
言
い
な
が
ら
も
､

｢認
め
ら
れ
な
い
事
は
淋
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡｣

と
､
心
の
内
を
明
か
し
て
い
る
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木
村
寿
に
と

っ
て
千
葉
春
雄
は
､
初
め
て
自
分
の
綴
方
教
育
を
理
解
し
評
価

し
て
く
れ
た
人
物
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
に
南
方
小
学
校
で
始
め
た

｢自
然
観
察
の
綴
方
指
導
｣
が
方
向
と
し
て

間
違

っ
て
い
な
か

っ
た
と
い
う
確
信
を
得
た
喜
び
で
あ
る
｡
更
に
､
文
章

(言

莱
)
の
問
題
で
あ
る
｡
方
言
性
の
強
い
宮
崎
と
い
う
地
で
綴
方
指
導
を
し
て
い

た
木
村
に
と

っ
て
､
言
葉
の
問
題
は
大
き
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
を

｢奥

行
き
を
も

っ
て
ゐ
る
文
で
あ
る
｣
と
評
価
さ
れ
た
の
だ
か
ら
､
進
む
べ
き
方
向

に
確
信
が
持
て
た
と
思
わ
れ
る
｡

千
葉
春
雄
に
よ
っ
て
自
分
の
実
践
を
認
め
ら
れ
た
喜
び
と
自
信
が
'
土
々
呂

小
学
校
で
の
実
践

へ
と
つ
な
が

っ
て
い
く
の
で
あ
る
｡

※
校
正
段
階
で
､
木
村
寿
所
蔵
の

『綴
方
生
活
』
第
二
号
を
見
る
機
会
を
得
た
｡

引
用
さ
れ
た

｢
き
り
｣
の
上
部
に
は
､
木
村
寿
の
手
で

｢片
寄
静

一
｣
と
鉛

筆
書
き
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
｢き
り
｣
の
作
者
は
､
片
寄
静

1
で
あ
る
｡

付
記

本
稿
は

｢宮
崎
県
児
童
詩
教
育
史
｣
の
第
四
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
｡

木
村
寿
が
青
木
幹
勇
氏
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
'
大
内
善

1
氏
の

｢
国
語
教
師

･
青
木
幹
勇
の
形
成
過
程

(-
)
-
生
活
綴
り
方
教
師

･
木

村
寿
と
の
関
わ
り
-
｣
(秋
田
大
学
教
育
文
化
学
部
紀
要

教
育
科
学
第

五
四
集
)
に
詳
し
い
｡

大
内
氏
は
､
｢
(木
村
寿
は
)
『国
語
教
師
と
し
て
仰
ぎ
み
る
に
足
る
人
』､

『
ほ
ん
と
う
の
教
育
が
ど
う
い
う
姿
で
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
を
身

を
も

っ
て
示
し
て
-
れ
た
』
『木
村
さ
ん
以
後
こ
れ
だ
け
の
実
践
人
に
会
う

こ
と
は
つ
い
に
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
』
｣
と
い
う
青
木
幹
勇
氏
の
言
葉
を

引
用
し
､
｢
こ
れ
ら
の
言
葉
だ
け
を
見
て
も
､
こ
の
木
村
寿
と
い
う
人
物

が
青
木
氏
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
｣

と
述
べ
て
い
る
｡

(二
〇
〇
四
年
四
月
三

〇
日
受
理
)
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