
一

一　
「
地
域
教
材
」
と
「
ふ
る
さ
と
教
育
」
に
つ
い
て

加
賀
百
万
石
の
城
下
町
古
都
金
沢
は
、
旧
制
第
四
高
等
学
校
以
来
の
学
都
で
あ
り
、
近
代
日
本

文
学
史
に
名
を
刻
む
文
豪
や
作
家
を
輩
出
し
た
文
学
都
市
で
も
あ
る
。
故
に
、
金
沢
を
舞
台
と
し

た
作
品
も
多
い
が
、
た
と
え
地
元
の
児
童
で
あ
っ
て
も
地
域
教
材
と
し
て
学
ぶ
機
会
が
な
け
れ
ば
、

興
味
を
持
っ
て
自
ら
調
べ
て
訪
れ
る
外
来
の
観
光
客
よ
り
も
知
ら
な
い
ま
ま
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
。

福
井
県
丸
岡
出
身
で
青
春
時
代
を
旧
制
四
高
で
過
ご
し
た
中
野
重
治
は
小
説
「
歌
の
分
か
れ
」

の
中
で
金
沢
の
眺
望
景
観
に
つ
い
て
学
生
主
人
公
の
印
象
論
と
し
て
「
金
沢
と
い
う
町
は
片
口
安

吉
に
と
つ
て
一
種
不
可
思
議
な
町
だ
っ
た
。
犀
川
と
浅
野
川
と
い
う
二
つ
の
川
が
ほ
と
ん
ど
平
行

に
流
れ
て
い
て
、
ふ
た
つ
の
川
の
両
方
の
外
側
に
そ
れ
ぞ
れ
丘
が
あ
り
、
ふ
た
つ
の
川
の
あ
い
だ

に
も
う
一
つ
の
丘
が
あ
り
、
街
全
体
は
、
ふ
た
つ
の
川
と
三
つ
の
丘
と
に
ま
た
が
つ
て
ぼ
ん
や
り

と
眠
つ
て
い
る
体
で
あ
つ
た
。
そ
う
し
て
、
街
の
東
西
南
北
に
た
く
さ
ん
の
お
寺
が
か
た
ま
つ
て

い
て
、
町
の
名
に
も
寺
町
と
か
古
寺
町
と
か
い
う
の
が
あ
つ
た
。
町
の
中
央
に
名
高
い
兼
六
公
園

と
い
う
公
園
が
あ
り 

─ 

つ
ま
り
こ
の
公
園
は
川
に
は
さ
ま
れ
た
丘
陵
に
拠
つ
て
い
る
の
で
あ
つ

た
。」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
金
沢
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
都
市
整
備
局
景
観
政
策
課
に
よ
る

「
景
観
に
関
す
る
指
定
区
域
等>

そ
の
他
景
観
関
連
条
例
（
市
独
自
条
例
）
に
基
づ
く
指
定
区
域

と
の
関
係
」
の
「
眺
望
景
観
保
全
区
域
」「
景
趣
継
承
区
域
（
こ
ま
ち
な
み
保
存
区
域
、
寺
社
風

景
保
全
区
域
、
斜
面
緑
地
保
全
区
域
、
保
全
用
水
区
域
）」
と
ほ
ぼ
重
な
る
〔
平
成
29
年
12
月
閲

覧
〕。
自
然
と
人
工
や
伝
統
と
現
代
が
程
よ
く
調
和
し
、
地
元
民
に
も
外
来
者
に
も
優
し
く
居
心

地
の
よ
い
公
共
空
間
を
形
成
し
た
環
境
で
あ
る
。
身
近
な
日
常
生
活
で
自
然
と
共
生
し
歴
史
と
出

〈
要
旨
〉

ふ
る
さ
と
金
沢
を
舞
台
と
し
た
児
童
向
け
文
学
作
品
に
よ
り
郷
土
愛
を
育
む
地
域
教
材
を
選
定
し
活
用
す
る
一
方
法
を
模
索
す
る
。
金
沢
情
緒
が
集
約
さ
れ
て
い
る
旧
市
街
に

位
置
す
る
金
沢
市
立
馬
場
小
学
校
に
お
い
て
同
校
（
当
時
は
養
成
小
学
校
）
を
卒
業
し
た
文
豪
・
泉
鏡
花
の
名
作
「
化け

鳥ち
よ
う」（
明
治
30
年
4
月
「
新
著
月
刊
」
初
出
。
小
学
校
3

年
生
と
同
じ
年
頃
の
廉れ
ん

少
年
が
主
人
公
。
卯
辰
山
や
浅
野
川
周
辺
が
舞
台
）の
幻
想
的
な
世
界（
番
小
屋
に
住
み
橋
銭
で
生
計
を
立
て
て
い
る
母
を
慕
う
廉
少
年
は
、「
心
の
眼
鏡
」

で
「
中
の
橋
」
を
渡
る
人
々
を
観
察
し
、
各
々
動
物
に
喩
え
る
）
を
地
域
の
身
近
な
教
材
と
す
る
た
め
、
口
語
体
小
説
だ
が
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
て
も
難
し
い
明
治
の
文
章
を
3

年
生
に
も
理
解
し
や
す
い
よ
う
咀
嚼
し
、
中
川
学 

作
『
絵
本 

化
鳥
』（
泉
鏡
花
記
念
館
企
画
編
集
、
国
書
刊
行
会
発
行
、
平
成
24
年
11
月
）
を
活
用
し
た
学
習
指
導
案
を
作
成
し
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
4
回
に
わ
た
り
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
際
、
児
童
全
員
の
共
同
注
視
を
促
す
た
め
添
付
写
真
の
よ
う
に
電
子
黒
板
を
使
用
し
た
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

文
学
都
市　

ふ
る
さ
と
教
育　

絵
本　

視
覚
化　

想
像
力

小
学
校
国
語
科
に
お
け
る
地
域
教
材
活
用
の
一
方
法 

─ 

泉
鏡
花「
化
鳥
」を
中
心
に 

─

O
ne m

ethod of applying regional teaching m
aterial in elem

entary school Japanese classes   ─
 focusing on  A

vian by Izum
i Kyoka─

 

馬
　
場
　
　
　
治
（
人
間
科
学
部
こ
ど
も
学
科
教
授
）

H
ajim

u  B
A

B
A

 (Faculty of H
um

an Sciences, D
epartm

ent of C
hild Study, P

rofessor)

〈金沢星稜大学　人間科学研究　第 11 巻　第 2 号　平成 30 年 2 月〉108



二二

会
え
学
芸
に
勤
し
む
都
市
が
金
沢
と
言
え
る
。
学
都
か
つ
文
学
都
市
で
あ
る
金
沢
は
、
国
語
科
に

お
け
る
「
地
域
教
材
活
用
」
や
「
ふ
る
さ
と
教
育
（
学
習
）」
に
最
適
な
要
件
を
備
え
て
い
る
。

「
地
域
教
材
」
に
つ
い
て
桑
原
正
夫
は
「
地
域
素
材
と
地
域
教
材　

地
域
は
人
び
と
の
生
活
の

た
め
の
拠
点
で
あ
り
、
そ
の
生
活
が
多
面
的
に
包
括
さ
れ
て
い
る
一
定
の
地
理
的
な
広
が
り
が
存

在
す
る
。
／
地
域
に
は
固
有
の
文
化
と
住
民
の
連
帯
感
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
人
び
と
は
日
々
の

暮
ら
し
の
な
か
で
言
語
生
活
を
営
み
育
て
て
い
く
。
地
域
に
は
多
く
の
学
ぶ
素
材
が
あ
り
、
地
域

で
学
び
地
域
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
体
験
的
で
あ
る
実
感
あ
る
学
習
が
期
待
で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
、
地
域
素
材
を
、
学
習
成
立
の
可
能
性
に
着
目
し
て
教
材
化
し
た
も
の
を
地
域
教
材

と
い
う
。
／
国
語
科
に
お
け
る
地
域
教
材　

国
語
科
は
各
教
科
の
な
か
で
も
教
科
書
へ
の
依
存
度

が
高
く
、
い
ま
だ
教
科
書
教
材
中
心
の
学
習
を
克
服
し
え
て
い
な
い
。
主
体
的
な
学
習
者
の
育

成
、
生
き
る
力
の
啓
培
の
た
め
に
も
国
語
科
の
指
導
は
、
学
習
者
の
言
語
生
活
に
着
目
し
つ
つ
、

言
語
能
力
の
育
成
を
目
指
し
て
進
め
ら
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
／
地
域
教
材
は
、
完
成
さ
れ
た

言
語
文
化
財
の
み
な
ら
ず
多
種
多
様
で
あ
る
。
そ
の
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
民
話
、
伝
説
、
郷

土
で
生
ま
れ
た
文
芸
、
民
芸
、
方
言
、
遺
蹟
、
神
社
仏
閣
、
地
域
開
発
の
諸
情
報
な
ど
、
学
習
者

を
取
り
巻
く
あ
ら
ゆ
る
生
活
に
根
を
張
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
直
接
か
か
わ
り
生
き
て
い

る
人
材
も
豊
か
で
あ
る
。
語
り
部
と
し
て
の
お
ば
あ
さ
ん
、
郷
土
の
偉
人･

恩
人
に
か
か
わ
っ
た

人
、
今
、
地
域
文
化
を
担
っ
て
活
躍
し
て
い
る
人
な
ど
、
学
習
者
が
じ
か
に
接
し
親
し
ん
で
い
る

人
び
と
も
ま
た
、
生
き
た
地
域
教
材
で
あ
る
。
／
こ
れ
ら
の
地
域
教
材
を
活
用
し
た
単
元
に
お
い

て
は
、
学
習
者
は
地
域
素
材
に
直
接
か
か
わ
り
、
調
べ
、
地
域
の
人
び
と
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る

な
ど
、
学
習
は
常
に
現
実
的
で
リ
ア
ル
で
あ
る
。
学
習
の
様
相
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
的
な
色
彩

が
濃
く
な
り
体
験
的
と
な
る
。
身
近
で
実
感
的
な
学
習
と
な
る
。
／
そ
れ
だ
け
に
、
単
元
の
構
成

に
当
た
っ
て
は
、
学
習
目
標
に
照
ら
し
た
「
教
材
化
」
と
、
学
習
過
程
の
周
到
な
計
画
が
不
可
欠

で
あ
る
。
地
域
教
材
が
多
様
な
だ
け
に
、
時
に
「
学
習
の
手
引
き
」
な
ど
、
学
習
へ
の
て
い
ね
い

な
誘
い
も
必
要
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
（
日
本
国
語
教
育
学
会
編
『
国
語
教
育
辞
典
』　　
　

（
朝
倉
書
店　

平
成
⓭
年
８
月
）「
地
域
教
材
」
の
項
）。

一
方
、「
ふ
る
さ
と
教
育
」
つ
い
て
は
、
例
え
ば
秋
田
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
公
式
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
「
学
校
教
育
共
通
実
践
課
題
…
ふ
る
さ
と
教
育
の
推
進 

─ 

心
の
教
育
の
充
実･

発
展
を
目
指

し
て 

─ 

」
に
は
「
1
ふ
る
さ
と
教
育
の
ね
ら
い 

／
ふ
る
さ
と
教
育
は
、
人
間
と
し
て
の
よ
り
よ

い
生
き
方
を
求
め
て
昭
和
61
年
度
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
「
心
の
教
育
」
の
充
実･

発
展
を
目
指

し
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
5
年
度
よ
り
学
校
教
育
共
通
実
践
課
題
と
し
て
推
進
し
て
き
て
い

る
。
／
ふ
る
さ
と
教
育
は
、
児
童
生
徒
が
郷
土
の
自
然
や
人
間
、
社
会
、
文
化
、
産
業
等
と
触
れ

合
う
機
会
を
充
実
さ
せ
、
そ
こ
で
得
た
感
動
体
験
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
⑴
ふ
る
さ
と
の

よ
さ
の
発
見 

⑵
ふ
る
さ
と
へ
の
愛
着
心
の
醸
成
⑶
ふ
る
さ
と
に
生
き
る
意
欲
の
喚
起
を
目
指
す
も

の
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
〔
平
成
29
年
12
月
閲
覧
〕。
ま
た
、
島
根
県
教
育
委
員
会
公
式
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ふ
る
さ
と
教
育
推
進
事
業
基
本
方
針
」
に
は
「
2 

ふ
る
さ
と
教
育
の
理
念
／
ふ

る
さ
と
教
育
と
は
、
自
然･

歴
史･

文
化
等
の
郷
土
学
習
に
よ
っ
て
ふ
る
さ
と
に
対
す
る
認
識
を

高
め
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
人
々
と
の
ふ
れ
あ
い
や
地
域
に
出
か
け
て
行
う
自
然
体
験
、
社
会

体
験
、
生
産
体
験
、
職
場
体
験
等
を
通
じ
て
、
ふ
る
さ
と
へ
の
愛
着
と
誇
り
を
養
う
と
と
も
に
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
や
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
身
に
つ
け
た
心
豊
か
な
人
間
性

･

社
会
性
を
持
つ
子
ど
も
を
育
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
の
今
を
知
り
、
地

域
課
題
に
正
対
す
る
こ
と
で
、
ふ
る
さ
と
の
将
来
に
自
分
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
対
す
る
使
命
感

を
醸
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ふ
る
さ
と
教
育
は
、
地
域
の
「
ひ
と･

も
の･

こ
と
」
を
活
用
し
た
教
育
活
動
を
通
じ
て
、
美
し
い
も
の
や
気
高
い
も
の
、
生
命
の
神
秘
な
ど
に

感
動
す
る
心
や
、
他
人
を
や
さ
し
く
思
い
や
り
、
卑
怯
を
恥
じ
る
心
を
養
う
と
と
も
に
、
学
ぶ
喜

び
や
達
成
感
を
味
わ
い
な
が
ら
学
習
意
欲
を
高
め
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
。
／
人
格
形
成
の
最
も

多
感
な
時
期
に
お
い
て
の
こ
う
し
た
教
育
が
、
知
徳
体
の
調
和
的
発
達
を
も
と
に
、
社
会
や
人
と

の
関
わ
り
の
中
で
、
自
分
の
生
き
方
を
考
え
、
決
定
し
、
行
動
し
て
い
く
力
や
問
題
解
決
能
力
の

確
実
な
習
得
に
つ
な
が
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
島
根
県
内
の
全
て
の
公
立
小
中
学
校･

全
学
年･

全
学
級
に
お
い
て
ふ
る
さ
と
教
育
を
推
進
す
る
。」
と
謳
わ
れ
て
い
る
〔
平
成
29
年
12
月
閲
覧
〕。

金
沢
市
教
育
委
員
会
は
平
成
27
年
12
月
「
金
沢
ふ
る
さ
と
学
習　

指
導
資
料
」
を
策
定
し
た
。

「「
金
沢
ふ
る
さ
と
学
習
」
は
、
児
童
生
徒
が
「
何
を
学
ぶ
か
」
と
い
う
内
容
と
し
て
示
し
た
「
金

沢
型
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
一
つ
で
あ
る
。」
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
金
沢
「
学
び
タ
イ
ム
」
の
成

果
や
課
題
を
検
証
し
た
結
果
、「
金
沢
が
も
つ
様
々
な
素
材
や
人
材
を
活
用
し
た
学
習
に
つ
い
て

は
、
意
欲
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
、
金
沢
の
よ
さ
の
理
解
や
金
沢
の
ま
ち
へ
の
愛
着
に
つ
な

が
っ
た
と
い
う
成
果
が
あ
っ
た
。
一
方
で
、
探
究
的
な
学
習
と
な
る
よ
う
、
教
材
・
教
具
、
指
導

方
法
の
工
夫
・
改
善
や
、
身
に
つ
け
さ
せ
た
い
資
質
・
能
力
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

実
践
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
課
題
も
見
ら
れ
た
。」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、【
小
学
校
編
】
の
学
習
内
容
に
つ
い
て
「
児
童
に
と
っ
て
身
近
で
親
し
み
や
す
い
内

容
か
ら
学
習
を
進
め
、
金
沢
の
ま
ち
が
持
っ
て
い
る
伝
統
や
文
化
、
自
然
、
歴
史
、
食
と
い
う
特
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三三

徴
に
つ
い
て
、
人
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
視
点
を
加
え
な
が
ら
、
具
体
的
な
活
動
を
通
し
て
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
各
学
年
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
。
ま
た
、
小
学
生
と
い
う
発
達
段
階
か

ら
、
1･
2
年
生
で
は
「
楽
し
む
」「
親
し
む
」
と
い
っ
た
、
児
童
の
身
近
な
体
験
活
動
を
大
切
に

し
、
3
～
6
年
生
で
は
「
○
○
を
学
ぶ
」「
○
○
を
調
べ
知
る
」
と
い
う
、
具
体
的
な
体
験
活
動

や
調
べ
活
動
を
通
し
て
、
金
沢
の
ま
ち
の
特
徴
を
知
り
、
金
沢
へ
の
愛
着
と
誇
り
が
持
て
る
よ
う

に
単
元
を
設
定
し
た
。」
と
し
て
、
第
1
学
年
「
金
沢
に
伝
わ
る
あ
そ
び
」
／
第
2
学
年
「
金
沢

に
伝
わ
る
民
話
」
／
第
3
学
年
「
人
が
つ
な
が
る
ま
ち
金
沢
」
／
第
4
学
年
「
伝
統
が
息
づ
く
ま

ち
金
沢
」／
第
5
学
年
「
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
金
沢
」／
第
6
学
年
「
未
来
に
向
か
う
ま
ち
金
沢
」

と
い
う
テ
ー
マ
を
定
め
た
。
う
ち
第
4
学
年
に
「
金
沢
の
偉
人
に
学
ぶ
」
と
い
う
単
元
が
設
定
さ

れ
て
い
る
が
、
小
稿
で
の
泉
鏡
花
に
つ
い
て
は
当
該
校
の
第
3
学
年
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

例
年
「
馬
場
の
ス
テ
キ
を
伝
え
よ
う
集
会
」
を
学
校
行
事
と
し
て
開
催
し
て
い
る
当
該
校
は
金
沢

情
緒
溢
れ
る
古
い
街
並
み
に
三
世
代
同
居
で
暮
ら
す
児
童
も
多
く
、
地
域
と
の
絆
が
殊
更
強
い
。

二　

泉
鏡
花
と
「
化
鳥
」
に
つ
い
て

金
沢
は
浅
野
川
（
女
川
）
と
犀
川
（
男
川
）
の
文
化
圏
に
分
か
れ
る
が
、
泉
鏡
花
記
念
館
は
当

該
校
児
童
の
通
学
区
域
に
隣
接
し
た
浅
野
川
界
隈
旧
市
街
の
一
角
に
あ
り
、
身
近
な
施
設
で
あ

る
。
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
「
浪
漫
と
幻
想
の
作
家　

泉
鏡
花
／
幼
い
頃
に
母
を
亡
く
し
た
泉

鏡
花
。
そ
の
作
品
は
亡
母
憧
憬
を
基
底
に
浪
漫
と
幻
想
の
世
界
を
小
説
や
戯
曲
と
い
う
形
で
紡
ぎ

だ
し
て
き
ま
し
た
。
明
治
半
ば
か
ら
創
作
活
動
を
始
め
、
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
、
三
〇
〇
編
あ

ま
り
の
作
品
を
生
み
出
し
た
鏡
花
は
、
や
が
て
文
豪
と
称
え
ら
れ
、
ま
た
天
才
と
も
謳
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。「
義
血
俠
血
」「
高
野
聖
」「
婦
系
図
」「
歌
行
燈
」「
日
本
橋
」「
天
守
物
語
」

な
ど
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
傑
作
の
数
々
は
、
文
学
の
世
界
だ
け
で
な
く
、
視
覚
芸
術
で
あ
る
舞
台

や
映
画
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
も
発
展
し
、
現
在
も
人
々
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。」
と
紹
介

さ
れ
て
い
る
〔
平
成
29
年
12
月
閲
覧
〕。
う
ち
「
義
血
俠
血
」
は
明
治
27
年
11
月
に
発
表
さ
れ
、

近
代
文
学
史
で
金
沢
を
舞
台
と
し
た
最
も
古
い
小
説
で
は
あ
る
が
、
浅
野
川
の
天
神
橋
で
の
運
命

的
な
再
会
場
面
が
有
名
と
は
い
え
、
文
語
体
の
上
に
ヒ
ロ
イ
ン
の
水
芸
役
者･

水
島
友
（
滝
の
白

糸
）
と
村
越
欣
也
の
悲
恋
物
語
（
心
中
に
近
い
死
）
で
あ
り
、
児
童
向
き
の
作
品
で
は
な
い
。
そ

れ
に
対
し
、「
化
鳥
」
は
口
語
体
の
上
に
主
人
公
が
少
年
で
あ
り
、「
亡
母
憧
憬
を
基
底
に
し
た
浪

漫
と
幻
想
の
世
界
」が
描
か
れ
て
お
り
、
現
行『
小
学
校
学
習
指
導
要
領 

国
語
編
』（
文
部
科
学
省
）

教
科
の
目
標
に
「
国
語
を
適
切
に
表
現
し
正
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う
力
を
高

め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
及
び
言
語
感
覚
を
養
い
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
深
め
国
語

を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
。」
に
適
い
、「
想
像
力
を
養
う
」
に
優
れ
た
不
思
議
な
物
語
で
あ
る
。

昔
、
浅
野
川
に
架
か
る
橋
で
、
子
ど
も
た
ち
の
常
識
で
は
理
解
で
き
な
い
不
思
議
な
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
れ
を
発
問
と
し
て
追
究
し
て
い
く
と
、
物
語
を
豊
か
に
読
み
味
わ
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
宛
字
や
旧
仮
名
遣
い
で
綴
ら
れ
た
明
治
の
文
章
な
の
で
、
小
学
生
に
と
っ
て
は
原
文

の
ま
ま
で
は
読
み
に
く
い
。
そ
こ
で
、
原
文
を
読
み
や
す
い
現
代
表
記
に
改
め
節
略
化
し
た
も
の

が
中
川
学 

作
『
絵
本 

化
鳥
』
で
あ
る
。
い
ま
有
名
な
冒
頭
部
分
を
『
鏡
花
全
集 

第
三
巻
』（
岩

波
書
店
、
昭
和
16
年
12
月
）
原
文
と
比
べ
て
み
れ
ば
読
み
や
す
さ
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
「
化
鳥
」
の
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

主
人
公
は
小
学
校
低
学
年
く
ら
い
の
男
の
子･

廉れ
ん

。
橋
袂
の
番
小
屋
で
橋
の
通
行
料
（
橋
銭
）

を
徴
収
す
る
仕
事
を
し
て
い
る
母お
つ
か
さ
ん様と
ふ
た
り
暮
ら
し
。
廉
の
好
奇
心
か
ら
「
心
の
眼め
が
ね鏡
」
に
映

る
橋
を
渡
る
人
々
を
観
察
し
た
風
景
と
大
好
き
な
母
様
と
の
日
常
。
語
り
手
で
あ
る
「
私
」（
廉

少
年
）
の
視
点
で
語
ら
れ
る
話
は
、
学
校
の
先
生
よ
り
も
自
分
の
全
て
を
受
け
容
れ
て
く
れ
る
母

様
の
教
え
を
規
範
と
し
、
自
由
な
想
像
力
に
よ
る
ユ
ー
モ
ア
に
も
満
ち
て
い
る
。
例
え
ば
雨
の
中

絵
本

原
文

お
も
し
ろ
い
な
、
お
も
し
ろ
い
な
、

お
天て
ん
気き

が
悪わ
る
く
っ
て
外そ
と
へ
出で

て
あ
そ
べ
な

く
っ
て
も
い
い
や
、
笠か
さ
を
き
て
、 

蓑み
の
を
き

て
、
雨あ
め

の
ふ
る
な
か
を　

び
し
ょ
び
し
ょ

ぬ
れ
な
が
ら
、
橋は
し
の
上う
え
を
わ
た
っ
て
ゆ
く

の
は
い
の
し
し
だ
。

お
お
か
た
い
の
し
し
ン
中な
か
の
王お
う
様さ
ま
が
あ
ん

な
三さ
ん

角か
く
形な
り
の
冠
か
ん
む
りを
き
て
、
ま
ち
へ
出
て

き
て
そ
し
て
、
わ
た
し
の
母
お
つ
か
さ
ん
様
の
橋は
し
の
上う
え

を
通と
お
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
う
っ
て
み
て
い
る
と　

お
も
し
ろ

い
、
お
も
し
ろ
い
、
お
も
し
ろ
い
。

愉お
も
し
ろ快い

な
、
愉お
も
し
ろ快

い
な
、
お
天て
ん

気き

が
悪わ
る

く
つ
て
、
外そ
と

へ
出で

て
遊あ
そ
べ
な
く
っ
て
も
可い
ゝ
い
い
や
。
笠か
さ
を
着き

て
、
蓑み
の
を
着き

て
、

雨あ
め
の
降ふ

る
な
か
を
、
び
し
ょ
〴
〵
濡ぬ

れ
な
が
ら
、
橋は
し
の
上う
え
を

渡わ
た

つ
て
行ゆ

く
の
は
猪
い
の
し

だゝ
。

菅す
げ
笠が
さ
を
目ま

深ぶ
か
に
冠か
ぶ
つ
て
潵
し
ぶ
きに
濡ぬ

れ
ま
い
と
思お
も
つ
て
向む
か
風ひ

に

俯う
つ
向む

い
て
い
る
か
ら
顔か
ほ
も
見み

え
な
い
。
着き

て
居ゐ

る
蓑み
の
の
裙す
そ
が

引ひ
き
摺ず

つ
て
長な
が
い
か
ら
、
脚あ
し
も
見み

え
な
い
で
歩あ

行る

い
て
行ゆ

く
。

背せ

の
高た
か
さ
は
五ご

尺し
や
くば
か
り
あ
ら
う
か
な
、
猪
い
ぬ
し
ゝ
子
と
し
て
は

大お
ほ
きな
も
の
よ
、
大お
お

方か
た

猪
い
ぬ
し
ゝン
中な
か
の
王わ
う
様さ
ま
が
彼あ
ん
な様
三さ
ん

角か
く
形な
り
の

冠か
ん
む
りを
被き

て
、
市ま
ち
へ
出で

て
来き

て
、
而そ

し
て
、
私
わ
た
しの
母
お
つ
か
さ
ん
様
の
橋は
し
の

上う
へ

を
通と
ほ

る
の
で
あ
ら
う
。

ト
か
う
思お
も
つ
て
見み

て
居ゐ

る
と
愉お
も
し
ろ快
い
、
愉お
も
し
ろ快
い
、
愉お
も
し
ろ快
い
。
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四四

を
菅
笠
と
蓑
を
着
て
濡
れ
な
が
ら
橋
を
渡
る
人
を
「
い
の
し
し
」
と
呼
ん
だ
り
、
洋
装
の
で
っ
ぷ

り
と
太
っ
た
紳
士
を
「
鮟あ
ん

鱇こ
う

博は
か

士せ

」
と
名
づ
け
た
り
、
し
ば
し
ば
人
間
以
外
の
生
き
物
に
喩
え
る
。

し
か
し
、
人
間
を
生
き
物
に
見
立
て
て
馬
鹿
に
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
母
様
の
影
響

か
ら
「
人
が
世
の
中
で
い
ち
ば
ん
偉
い
」
と
説
く
先
生
に
反
論
し
、
人
間
も
動
物
も
同
等
、
い
や

動
物
の
方
が
上
く
ら
い
の
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
昔
、
父お
と
つ
さ
ん様が
所
有
し
て
い
た
卯
辰
山

麓
の
四
季
朝
晩
の
移
ろ
い
を
背
景
に
母
と
子
の
密
な
関
係
を
軸
に
物
語
は
進
ん
で
い
く
。

と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
、
廉
は
土
手
の
石
垣
の
棒
杭
に
麻
縄
で
繋
が
れ
て
い
た
猿
を
構
っ
て
い
る

う
ち
に
足
を
滑
ら
せ
川
に
落
ち
て
し
ま
う
。
あ
わ
や
溺
死
の
危
機
に
突
然
「
翼は
ね

の
生
え
た
美
し
い

姉
さ
ん
」
が
現
れ
て
救
出
さ
れ
る
。
こ
れ
が
題
名
「
化
鳥
」
の
象
徴
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
不

思
議
な
出
来
事
は
廉
の
夢
だ
っ
た
の
か
、
天
上
の
異
界
に
実
在
す
る
生
き
物
な
の
か
、
母
様
が
化

身
し
た
姿
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
正
体
を
巡
る
想
像
は
尽
き
な
い
。
ま
た
、
当
該
校
に
近
い
場
所
で

起
こ
り
、
同
じ
年
頃
の
少
年
が
主
人
公
な
の
で
感
情
移
入
し
や
す
い
。
故
に
、
こ
の
不
思
議
の
謎

解
き
が
、
普
通
お
化
け
好
き
な
児
童
の
興
味
を
誘
う
の
で
あ
る
（
次
章
か
ら
は
筆
書
の
指
導
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
教
材
研
究
と
授
業
案
を
元
に
考
察
す
る
）。

三　

授
業
実
践
と
児
童
の
反
応
に
つ
い
て

三 

─ 

一　

教
材
研
究
（
内
容
に
つ
い
て
）

①
作
品
の
舞
台

明
治
時
代
、
浅
野
川
に
架
か
る
「
中
の
橋
」（
末
尾
の
写
真
を
参
照
。
卯
辰
山
登
り
口
の
「
天
神
橋
」
と
い
う
説
も
あ
る
。
金
沢

市
公
式
観
光
サ
イ
ト
を
閲
覧
す
る
と
、「
泉
鏡
花
の
「
化
鳥
」「
照
葉
狂
言
」
の
舞

台
。
橋
を
渡
る
ご
と
に
一
文
支
払
っ
た
こ
と
か
ら
別
名
「
一

文
橋
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
）
と
、
そ
の
周
辺
で
物
語
は
展
開
し
て
い
く
。

②
主
要
な
登
場
人
物

・
廉
…
主
人
公
。
彼
の
視
点
を
中
心
と
し
て
物
語
は
進
行
し
て
い
く
。
独
特
な
価
値
観
を
持
つ
少

年
で
、
人
を
動
物
に
喩
え
る
こ
と
を
「
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
て
い
る
。

・
母お
つ
か
さ
ん様…

夫
が
亡
く
な
り
凋
落
し
、
い
ま
は
廉
と
番
小
屋
に
住
み
橋
銭
で
生
計
を
立
て
て
い
る
。

・
学
校
の
先
生
…
廉
が
通
う
学
校
の
先
生
で
、
廉
と
は
人
や
生
き
物
に
対
す
る
価
値
観
が
違
う
。

・
爺
さ
ん
の
猿
ま
わ
し
…
猿
の
元
飼
い
主
で
、
廉
や
母
様
と
同
じ
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
。

・
鮟
鱇
博
士
…
橋
銭
を
払
わ
ず
に
橋
を
通
ろ
う
と
し
た
、
醜
い
大
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

・
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
…
川
に
落
ち
た
廉
を
救
出
し
た
謎
の
存
在
（
廉
の
憧
憬
対
象
）。

③
「
化
鳥
」
の
世
界
観

「
化
鳥
」
は
明
治
時
代
に
泉
鏡
花
が
発
表
し
た
作
品
で
、
総
じ
て
語
句
や
表
現
が
難
し
く
、
教

材
化
す
る
に
は
現
代
風
の
分
か
り
や
す
い
表
現
に
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
鏡
花
の
作
品
と
し
て
は

初
の
口
語
体
で
少
年
視
点
で
あ
り
、
絵
本
化
（
視
覚
化
）
さ
れ
て
比
較
的
読
み
や
す
い
が
、
鏡
花

の
作
品
ら
し
く
幻
想
的
で
怪
奇
性
が
強
い
た
め
か
難
解
で
あ
り
、
絵
の
助
け
が
な
け
れ
ば
、
大
人

で
も
内
容
を
理
解
す
る
の
が
大
変
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
児
童
を
指
導
す
る
た
め
の
教
材
化
に
際
し

て
は
、
授
業
者
が
「
化
鳥
」
の
世
界
観
を
し
っ
か
り
把
握
し
、
児
童
の
理
解
を
促
す
よ
う
物
語
を

場
面
ご
と
に
整
理
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、「
化
鳥
」
の
内
容
を
理
解
す
る
に
は
三
つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
、（
Ⅰ
）「
廉
の
心
の
眼
鏡
」、（
Ⅱ
）「
母
様
」、（
Ⅲ
）「
現
実
（
こ
ち
ら
）
と
非
現

実
（
あ
ち
ら
）」
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。

（
Ⅰ
）
廉
の
心
の
眼
鏡

物
語
は
廉
少
年
の
視
点
で
進
行
し
て
い
く
が
、「
化
鳥
」
の
世
界
観
を
理
解
す
る
に
は
廉
の
独

特
な
価
値
観
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
廉
は
「
人
や
獣
は
皆
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
考

え
で
物
事
を
捉
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
理
由
と
な
っ
て
第
一
場
面
で
は
学
校
の
先
生
と
の
意
見
の

衝
突
を
招
き
、
第
二
場
面
で
は
醜
い
大
人
の
典
型
と
し
て
鮟
鱇
博
士
が
登
場
し
て
い
る
。
一
方
、

廉
と
同
じ
よ
う
な
考
え
を
持
つ
人
物
は
、
廉
が
絶
対
的
に
信
頼
す
る
存
在
で
あ
る
母
様
と
そ
の
昔

語
り
に
出
て
き
た
爺
さ
ん
の
猿
ま
わ
し
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
廉
の
価
値
観
か
ら
な
る
「
心
の
眼

鏡
」
が
橋
を
渡
る
様
々
な
人
々
を
動
物
に
喩
え
て
「
お
も
し
ろ
い
」
と
感
じ
た
り
、
物
語
に
幻
想

性
や
怪
奇
性
と
い
っ
た
特
徴
を
与
え
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
児
童
に
理
解
さ
せ
る
に
は
、

登
場
人
物
の
関
係
を
整
理
す
る
時
間
を
与
え
、
廉
の
考
え
に
つ
い
て
注
目
し
た
発
問
を
積
極
的
に

行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
い
。

（
Ⅱ
）
母
様

廉
が
絶
対
的
に
信
頼
す
る
存
在
と
し
て
母
様
が
登
場
す
る
。
基
本
的
に
廉
の
価
値
観
の
原
点
と

な
っ
て
い
る
の
は
母
様
で
あ
り
、
学
校
の
先
生
や
鮟
鱇
博
士
の
場
面
で
も
廉
の
理
解
者
と
し
て
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、「
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
」
の
正
体
に
つ
い
て
、
は

っ
き
り
と
廉
に
話
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
廉
の
行
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
な
ぜ
母
様
が
こ
こ
ま
で

重
要
な
存
在
と
し
て
物
語
に
関
わ
る
の
か
は
、
作
者
で
あ
る
鏡
花
自
身
の
亡
き
母
へ
の
恋
慕
の
情

が
大
き
く
反
映
し
て
い
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
児
童
た
ち
は
既
に
鏡
花
の
人
生
に
つ
い
て
調
べ

学
習
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
根
底
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
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五五

が
、「
化
鳥
」
の
モ
チ
ー
フ
の
理
解
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
Ⅲ
）
現
実
（
こ
ち
ら
）
と
非
現
実
（
あ
ち
ら
）

鏡
花
作
品
の
特
徴
と
し
て
、
現
実
（
こ
ち
ら
）
と
非
現
実
（
あ
ち
ら
）
の
関
係
が
よ
く
物
語
に

絡
ん
で
く
る
。「
化
鳥
」
で
も
、
猿
を
構
っ
た
廉
が
川
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

謎
の
存
在
と
し
て
「
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
」
が
登
場
し
、
彼
女
の
正
体
を
確
か
め
る
た
め

に
探
し
回
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
の
正
体
は
結
局
、
最
後
ま
で
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
故
に
指
導

す
る
際
は
授
業
者
の
考
え
が
唯
一
の
正
解
だ
と
は
決
め
つ
け
ず
、
児
童
の
自
由
な
考
え
に
委
ね
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
曖
昧
な
描
き
方
こ
そ
物
語
を
幻
想
的
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ぞ
鏡
花

作
品
の
醍
醐
味
で
あ
る
。
但
し
、
廉
に
と
っ
て
「
現
実
の
母
様
」
と
「
非
現
実
の
姉
さ
ん
」
の
ど

ち
ら
が
大
切
な
存
在
で
あ
る
か
は
物
語
の
最
後
、「
み
た
い
な
！
は
ね
の
は
え
た
う
つ
く
し
い
ね

え
さ
ん
。
だ
け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
い
い
。
母
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
、
母
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
か
ら
。」（
絵
本
）
を
引
用
し
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三 

─ 

二　

指
導
案

第
三
学
年　

総
合
的
な
学
習
の
時
間 

学
習
指
導
案
／ 

日
時 
平
成
28
年
12
月
12
日
（
火
）
2
限 

／ 

場
所 

金
沢
市
立
馬
場
小
学
校
3
年
1
組
／ 

児
童
数 
19
人
／ 

授
業
者 

馬
場
ゼ
ミ 

／ 

指
導
者 

宮
川
教
諭
・
馬
場
教
授
（
当
日
配
付
し
た
資
料
を
振
り
返
り
、

筆
者
が
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
。）

1 

単
元
名
（
総
時
数
4
時
間
）

「
金
沢
が
舞
台
の
「
化
鳥
」
に
つ
い
て
学
び
、
泉
鏡
花
が
描
く
文
学
の
世
界
を
感
じ
取
ろ
う
」

2 

単
元
に
つ
い
て

⑴
教
材
観

鏡
花
作
品
は
格
調
高
く
幻
想
的
な
作
風
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
人
で
も
読
む
こ
と
が
難
し
い
。

し
か
し
「
化
鳥
」
は
比
較
的
読
み
や
す
く
、
絵
本
化
（
視
覚
化
）
さ
れ
て
お
り
、
馬
場
小
学
校
周

辺
が
舞
台
で
あ
る
こ
と
か
ら
地
域
教
材
と
し
て
採
用
し
た
。
但
し
、
従
来
「
化
鳥
」
が
児
童
向
け

に
教
材
化
さ
れ
た
事
例
は
な
い
た
め
、
事
前
に
児
童
に
も
易
し
い
語
句
や
表
現
に
改
め
た
教
材
を

作
成
し
、
各
場
面
の
イ
メ
ー
ジ
を
把
握
し
や
す
い
関
連
し
た
写
真
や
絵
を
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
挿

入
し
た
電
子
黒
板
を
用
い
て
提
示
す
る
こ
と
で
ク
ラ
ス
全
員
の
共
同
注
視
を
促
す
。

⑵
児
童
観

こ
れ
ま
で
児
童
は
郷
土
の
偉
人
で
あ
る
泉
鏡
花
に
つ
い
て
学
ん
で
き
た
。
鏡
花
は
金
沢
三
文
豪

の
筆
頭
で
あ
り
、
母
校
出
身
の
小
説
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
親
し
み
を
持
っ
て
い
る
。
総
合
的
な
学

習
の
時
間
で
も
郷
土
の
文
化
や
歴
史
に
誇
り
や
愛
着
も
育
ん
で
き
た
。
故
に
、
児
童
に
は
「
化

鳥
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
直
に
鏡
花
文
学
の
幻
想
世
界
を
感
じ
取
る
用
意
が
あ
る
。

⑶
指
導
観

本
単
元
を
通
し
て
鏡
花
文
学
の
幻
想
世
界
を
感
じ
取
る
こ
と
に
よ
り
、
作
者
は
も
ち
ろ
ん
、
作

品
そ
の
も
の
や
郷
土
に
つ
い
て
親
し
み
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
を
意
識
し
た

い
。
特
に
、
現
代
の
当
該
校
周
辺
の
様
子
と
関
連
づ
け
て
い
く
こ
と
で
、
当
時
を
生
き
た
地
域
の

人
々
の
暮
ら
し
や
先
人
た
ち
が
築
き
上
げ
て
き
た
郷
土
の
伝
統
と
文
化
が
息
づ
き
、
今
も
生
活
に

深
く
根
差
し
て
い
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
た
い
。
ま
た
、
単
に
作
品
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
馴
染
み

の
薄
い
語
句
や
表
現
を
知
る
た
め
に
辞
書
引
き
学
習
を
導
入
し
て
調
べ
る
活
動
を
行
っ
た
り
、
Ｐ

Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
を
考
慮
し
て
写
真
や
絵
な
ど
か
ら
読
み
取
っ
た
こ
と
を
元
に
話
し
合
っ
た
り
、

発
表
を
聞
い
た
り
す
る
よ
う
な
国
語
科
に
関
連
し
た
言
語
活
動
を
中
心
に
授
業
を
展
開
し
て
い
く

こ
と
で
、
児
童
が
よ
り
「
化
鳥
」
に
親
し
め
る
よ
う
に
指
導
し
た
い
。

3 

単
元
の
目
標

「
化
鳥
」
か
ら
鏡
花
文
学
の
幻
想
世
界
を
感
じ
取
る
こ
と
で
、
作
者
と
作
品
を
生
み
出
し
た
郷

土
の
よ
さ
に
気
づ
き
、
郷
土
に
暮
ら
す
自
己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

4 

単
元
の
評
価
規
準

５ 
本
時
の
学
習
（
総
時
中
第
２
時
）
※ 

異
界
の
化
身
の
代
表
「
鮟
鱇
博
士
」
が
登
場
。

そ
の
他
の
本
時
は
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
省
略
。

⑴
本
時
の
ね
ら
い
…
「
化
鳥
」
に
つ
い
て
興
味
を
持
た
せ
る
。

⑵
準
備
物
…
『
絵
本 

化
鳥
』・
国
語
辞
典

魚
類
図
鑑
・
年
表
地
図
・
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

電
子
黒
板　
　

学
習
方
法
に
関
す
る
こ
と

自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と

他
者
や
社
会
に
関
す
る
こ
と

・ 

「
化
鳥
」
を
理
解
す
る
た
め
に

必
要
な
語
句
や
表
現
に
つ
い

て
、
辞
書
や
図
鑑
を
用
い
て
自

ら
積
極
的
に
調
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

・ 

気
に
な
る
点
や
疑
問
に
思
う
箇

所
に
つ
い
て
質
問
を
し
た
り
、

自
ら
の
感
想
を
述
べ
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

・ 

相
手
の
意
見
を
聞
い
て
自
分
の

考
え
を
深
め
た
り
、
ペ
ア
で
調

べ
学
習
を
し
た
り
と
、
問
題
解

決
へ
協
働
的
に
取
り
組
む
こ
と

が
で
き
る
。
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六六

⑶
展
開
（
左
記
の
45
分
用
）

三 

─ 

三　

児
童
の
反
応

ま
ず
、
題
名
「
化
鳥
」
の
読
み
に
つ
い
て
発
問
し
た
と
こ
ろ
、「
か
ち
ょ
う
」「
ば
け
ど
り
」
と

い
う
回
答
が
出
た
。
そ
こ
で
小
学
生
用
の
漢
字
字
典
で
「
化 

音
カ
・（
ケ
）　　

  

訓
ば
か
す
・
ば
け
る
」「
鳥 

音
チ
ョ
ウ

訓
と
り

」
を

確
認
さ
せ
る
。
そ
の
上
で
「
化
粧
」
や
「
化
身
」
の
「
化
」
は
音
が
ケ
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。

次
に
、
鮟
鱇
博
士
が
差
す
「
こ
う
も
り
傘
」
を
国
語
辞
典
で
調
べ
て
「 

名
詞 

金
属
の
骨
に
布
や

ビ
ニ
ー
ル
を
張
っ
た
洋
式
の
傘
」
は
広
げ
る
と
蝙
蝠
の
姿
に
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

か
せ
る
。
続
く
博
士
の
「
お
と
が
い
」
は
小
学
生
用
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
や
や
古
い
言
い

方
な
の
で
「
下
顎
」
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
顔
の
部
位
を
触
ら
せ
て
確
認
さ
せ
る
。
続
く
「
う
つ
む

い
て
」
は
「
う
つ
む
く 

動
詞 

下
を
向
く
。
顔
を
ふ
せ
る
」
の
意
だ
が
、
少
し
後
の
件
に
出
て
来

る
反
対
語
「
あ
お
む
い
て 

動
詞 

上
を
向
く
」
と
対
で
動
作
を
伴
っ
て
覚
え
さ
せ
る
の
が
語
彙
力

増
強
に
有
効
で
あ
る
。
廉
が
構
っ
た
猿
の
反
応
を
示
す
「
け
ん
ま
く
【
剣
幕
】」
は
「 

名
詞 

ひ

ど
く
怒
っ
た
時
な
ど
の
激
し
い
顔
つ
き
や
態
度
」
の
意
だ
が
、
併
せ
て
「
す
ご
い
剣
幕
で
怒
鳴
る
」

等
の
例
文
を
挙
げ
る
の
が
よ
い
。
更
に
、
年
表
と
地
図
で
「
い
つ
、
ど
こ
で
」
を
俯
瞰
さ
せ
た
い
。

四　

今
後
の
課
題

「
地
域
教
材
「
化
鳥
」
は
国
際
教
材
に
な
ら
な
い
か
」
と
模
索
し
て
い
た
矢
先
、「
鏡
花
「
化
鳥
」

世
界
に
発
信
」「
米
留
学
生 

初
の
英
訳
」「
金
沢
の
記
念
館
依
頼 

幻
想
美
を
表
現
」
の
記
事 

（
北
陸
中
日
新
聞 

平
成
㉙

年
⓫
月
⓫
日
朝
刊
掲
載
）
を
見
つ
け
た
。
こ
れ
は
中
川
学 

作
『
絵
本 

化
鳥
』
の
英
訳
版
『A

 Bird of a 

D
ifferent Feather

』（
異
な
る
羽
の
鳥
）
で
あ
る
。
訳
者
の
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ナ
ー
ド
さ
ん
は
「
鏡

花
は
、
世
界
に
誇
れ
る
独
創
的
な
幻
想
文
学
。
言
葉
に
で
き
な
い
不
思
議
な
空
間
の
描
写
が
す
ば

ら
し
い
」
と
絶
賛
し
て
い
る
。「
金
沢
ベ
ー
シ
ッ
ク
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
用
い
た
小
中
一
貫
英
語

教
育
も
一
層
推
進
さ
れ
て
お
り
、「
地
域
教
材
か
ら
国
際
教
材
へ
」
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

配
時

学
習
活
動

指
導
上
の
支
援
と
評
価

導
入

10
分

○
前
時
の
復
習
を
行
う
。

・ 
登
場
人
物
（
擬
人
法
を
含
む
）
と
場

面
を
確
認
す
る
。

・ 

ク
イ
ズ
形
式
の
穴
う
め
問
題
で
基
礎

知
識
や
物
語
の
展
開
を
確
認
す
る
。

・ 

電
子
黒
板
を
使
い
児
童
の
視
線
を
大
き
い
画
面
に
集

め
（
共
同
注
視
）、
集
中
力
を
高
め
る
。

・ 

組
の
児
童
全
員
が
参
加
で
き
る
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
活

動
を
取
り
入
れ
た
復
習
に
す
る
。

・ 

橋
を
通
る
時
に
払
う
お
金
を
何
と
い
う
か
？
等

展
開

25
分

前
時
の
続
き

○
母
様
が
話
す
昔
と
今
の
暮
ら
し
を
比

べ
る
。

・ 

父
様
が
所
有
し
て
い
た
土
地
や
財
産

に
つ
い
て
具
体
的
に
知
る
。　

○
昔
の
暮
ら
し
と
は
違
う
今
の
暮
ら
し

の
よ
さ
に
つ
い
て
。

・ 

廉
少
年
の
視
点
か
ら
読
み
取
る
。

○
老
父
の
猿
ま
わ
し
と
猿
に
つ
い
て
。

・ 

川
の
土
手
に
い
る
猿
が
置
き
去
り
に

さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。

・ 

土
手
を
行
き
交
う
人
々
が
猿
を
か
ら

か
っ
て
食
べ
物
を
分
け
与
え
る
の
で

餓
死
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

○
不
気
味
な
雰
囲
気
が
漂
う
登
場
人
物

の
鮟
鱇
博
士
に
つ
い
て
知
る
。

▽ 

鮟
鱇
博
士
の
特
徴
を
捉
え
る
。

・ 

蝙
蝠
傘
を
差
し
、
け
ば
け
ば
し
い
襟

飾
り
洋
服
を
着
て
帽
子
を
被
っ
た 

で
っ
ぷ
り
紳
士
。

・ 

顔
が
長
く
、
鼻
が
赤
く
、
胸
が
小
さ

く
、
下
腹
が
膨
れ
、
脚
が
短
い
。

▽ 

鮟
鱇
博
士
と
母
様
の
や
り
取
り
。

・ 

通
行
人
が
払
う
べ
き
橋
銭
を
置
か
ず

に
橋
を
渡
ろ
う
と
す
る
。

・ 

電
子
黒
板
を
使
っ
て
春
の
遠
足
で
登
っ
た
卯
辰
山
の

写
真
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
の
舞
台
が
身
近

な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
（
校
舎
の
窓
か

ら
臨
め
る
卯
辰
山
の
景
色
と
も
比
べ
て
み
る
）。

・ 
標
高
141
ｍ
で
金
沢
城
か
ら
見
て
東
（
卯
辰
の
方
角
）

に
位
置
す
る
の
が
地
名
の
由
来
で
あ
る
こ
と
を
教

え
、
宇
多
須
山
・
向
山
・
夢
香
山
・
臥
竜
山
・
春
日

山
な
ど
多
く
の
別
名
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
せ
る
。

・ 

文
章
中
か
ら
川
の
土
手
に
い
る
猿
が
置
き
去
り
に
さ

れ
た
理
由
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
を
し
な

が
ら
考
え
、
児
童
代
表
に
意
見
を
発
表
さ
せ
る
。

・ 

猿
ま
わ
し
と
は
サ
ル
に
芸
を
さ
せ
て
各
地
を
回
る
め

で
た
い
大
道
芸
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。

・ 

動
物
園
な
ど
で
猿
を
見
た
り
、
餌
を
与
え
た
り
し
た

体
験
が
な
い
か
、
児
童
に
尋
ね
て
み
る
。

・ 

文
章
中
か
ら
廉
の
印
象
に
残
る
鮟
鱇
博
士
の
特
徴
や

行
動
を
捉
え
る
（
絵
本
の
イ
ラ
ス
ト
も
参
考
）。

・ 

魚
類
図
鑑
で
ア
ン
コ
ウ
に
つ
い
て
調
べ
、「
体
長

１
ｍ
前
後
に
な
る
。
全
体
に
褐
色
で
頭
が
大
き
く
、

体
を
覆
う
皮
は
ぶ
よ
ぶ
よ
し
て
い
る
」
等
の
特
徴
と

擬
人
化
さ
れ
た
鮟
鱇
博
士
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
る

か
、
児
童
に
発
問
し
て
み
る
。
更
に
、
鮟
鱇
博
士
の

特
権
意
識
が
母
様
と
対
面
し
て
の
発
言
行
動
に
反
映

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
促
す
。

ま
と
め
○
本
時
の
内
容
で
気
に
な
っ
た
点
や
感

想
を
発
表
す
る

・ 

気
に
な
っ
た
点
や
感
想
を
積
極
的
に
述
べ
る
こ
と
が

で
き
る
。

1
枚
目
と

4
枚
目
の

イ
ラ
ス
ト
は

『
絵
本
化
鳥
』

に
よ
る
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