
一

〈
要
旨
〉

我
が
国
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
は
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
文
化
的
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
広
く
庶
民
に
も
俳
諧

文
芸
が
流
行
し
、
紀
行
文
「
奥
の
細
道
」
で
有
名
な
松
尾
芭
蕉
の
活
躍
も
あ
り
、
多
様
な
言
語
文
化
の
中
で
国
民
的
な
言
語
文
芸
と
し
て
最
も
普
及
し
た
韻
文
は
、
俳
句
で
あ
る
。

俳
句
と
は
、
五･

七･

五
の
三
句
十
七
音
の
韻
律
か
ら
成
る
日
本
語
独
自
の
定
型
詩
で
あ
る
。
世
界
最
短
の
限
ら
れ
た
音
節
数
を
反
映
し
た
極
端
に
少
な
い
文
字
数
の
中
で
最
大
限

の
表
現
を
果
た
す
た
め
に
、
語
彙
力
と
言
語
感
覚
の
養
成
が
期
待
さ
れ
る
。
俳
句
を
創
作
す
る
際
、
児
童･

生
徒･

学
生
ら
に
と
っ
て
は
、
切
れ
字
「
や
」「
か
な
」「
け
り
」
な
ど
の

表
現
技
法
よ
り
も
、「
季
語
」
と
呼
ば
れ
る
、
新
年
と
春
夏
秋
冬
で
特
定
の
季
節
を
表
す
言
葉
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
き
ま
り
の
方
が
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
教
科
書
掲
載
の
古
典
的
な
名
句
を
踏
ま
え
つ
つ
、
五･

七･

五
の
三
句
十
七
音
の
定
型
だ
け
は
原
則
と
し
て
守
り
、「
季
語
」
は
「
地
名
」
や
「
事
物
」
で
代
替
し
て
も

よ
い
こ
と
に
し
て
創
作
を
促
す
言
語
活
動
を
試
み
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
日
常
生
活
に
浸
透
し
て
き
た
時
代
に
お
け
る
伝
統
と
革
新
を
交
え
た
俳
句
の
多
様
性
を
考
察
す
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

定
型　

季
語　

切
れ
字　

リ
ズ
ム　

言
語
活
動

国
語
科
に
お
け
る
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
理
解
と
表
現 

─ 

俳
句
の
鑑
賞
と
創
作
を
中
心
に 

─

U
nderstanding and expression of traditional language culture in the school education Japanese language course

─
 focusing on the relationship betw

een appreciation and creation of H
A

IK
U

 ─
 

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)

は
じ
め
に

平
成
20
年
版
の
学
習
指
導
要
領
（
文
部
科
学
省
）
で
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
〕
が
新
設
さ
れ
た
。
小
学
校
で
は
中
学
年
の
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
の
指
導
事
項

に
「
ア
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ

取
り
な
が
ら
音
読
や
暗
唱
を
し
た
り
す
る
こ
と
。」
と
あ
り
、
韻
文
で
は
五･

七･

五
（
上
の
句
）
＋

七
・
七
（
下
の
句
）
の
三
十
一
音
を
定
型
と
す
る
短
歌
と
、
上
五･

中
七･

下
五
の
十
七
音
を
定
型

と
す
る
俳
句
を
教
材
と
す
る
が
、
短
い
分
、
俳
句
の
方
が
親
し
み
易
く
取
り
組
み
易
い
よ
う
で
あ

る
。
解
説
に
は
、「『
易
し
い
』
と
は
、
意
味
内
容
が
容
易
に
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
文
語
調
』
と
は
、
日
常
の
話
し
言
葉
と
は
異
な
っ
た
特
色
を
も
つ
言
語
体
系
で
書
か
れ
た
文
章

の
調
子
の
こ
と
で
あ
る
。『
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
』
で
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
古
典
の
語
句

な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
教
材
と
し
て
は
、
親
し
み
や
す
い
作
者
の
句
を
選
ん
だ
り
、
代
表
的

な
歌
集
な
ど
か
ら
内
容
の
理
解
し
や
す
い
歌
を
選
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
各
地
域
に
縁ゆ
か
りの

あ

る
歌
人
や
俳
人
、
地
域
の
景
色
を
詠
ん
だ
歌
や
句
を
教
材
に
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

短
歌
や
俳
句
を
自
分
で
も
つ
く
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
も
つ
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
も
大

切
で
あ
る
。
実
際
に
つ
く
っ
て
み
る
こ
と
で
、
よ
さ
を
実
感
し
、
音
読
す
る
こ
と
の
意
義
を
深
く
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二

理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
鑑
賞
と
創
作
は
車
の
両
輪
と
言
え
よ
う
。

取
り
組
み
易
く
な
っ
た
の
は
、
明
治
時
代
を
代
表
す
る
俳
人
正
岡
子
規
の
俳
句
の
革
新
に
よ
る
。

子
規
は
俳
諧
か
ら
発
句
を
独
立
さ
せ
俳
句
と
い
う
呼
称
を
与
え
た
。
更
に
俳
聖
松
尾
芭
蕉
を
神
格

化
し
た
江
戸
時
代
以
来
の
知
識
や
教
養
を
衒
っ
た
陳
腐
な
俳
句
を
「
月
並
俳
句
」
と
呼
ん
で
否
定

し
、
絵
画
の
描
写
法
に
影
響
を
受
け
た
「
写
生
」
概
念
を
導
入
し
た
現
実
密
着
型
の
俳
句
を
確
立

さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
俳
諧
の
旧
弊
か
ら
解
放
し
、
文
明
開
化
し
た
近
代
日
本
に
相
応
し
い
自

由
で
多
様
性
の
あ
る
俳
句
と
し
て
蘇
ら
せ
た
子
規
の
功
績
が
現
代
の
国
語
教
育
に
も
及
ん
で
い
る
。

そ
こ
で
、
小
稿
で
は
具
体
的
な
俳
句
作
品
に
即
し
て
、
鑑
賞
と
創
作
の
関
係
か
ら
、
国
語
教
育

の
言
語
活
動
を
概
観
し
、「
取
り
組
み
易
い
」
と
い
う
俳
句
の
利
点
を
創
作
の
場
で
如
何
に
整
え
、

語
彙
力
と
言
語
感
覚
を
養
う
深
い
学
び
へ
と
活
か
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
　
小
学
校
国
語
科
に
お
け
る
俳
句
の
言
語
活
動

ま
ず
、
平
成
20
年
版
学
習
指
導
要
領
に
準
拠
し
た
平
成
23
年
発
行
の
教
科
書
（
光
村
図
書
）
に

選
ば
れ
収
録
さ
れ
た
も
の
は
、
江
戸
三
大
俳
人
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
三
俳
人
の
代
表
作
で
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
（
季
語
は 

囲
み 

、
切
れ
字
は 

網
掛
け 

、
季
節
は
〈　

〉
で
示
す
）。

三 

上　

わ
か
ば

古
池 

や 

蛙か
わ
ず 

飛と

び
こ
む
水
の
音
〈
春
〉
／
閑し
ず

か
さ 

や 

岩
に
し
み
入
る 
蝉せ

み 

の
声
〈
夏
〉（
松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う）

菜な

の
花 

や
月
は
東
に
日
は
西
に
〈
春
〉
／
春
の
海 

終ひ
ね
も
す日
の
た
り
の
た
り 

か
な 〈
春
〉（
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

）
／
や
れ
打う

つ
な 

蠅は
え 

が
手
を
す
り
足
を
す
る
〈
夏
〉
／
雪
と
け
て 

村
い
っ
ぱ
い
の
子
ど

も 

か
な 〈
春
〉（
小こ
ば
や
し林

一い
っ
さ茶

）
＊
一
茶
の
句
で
用
い
ら
れ
た
「
や
れ
」
は
気
づ
き
や

呼
び
か
け
の
感
動
詞
、「
な
」
は
禁
止
の
終
助
詞
。

三 

下　

あ
お
ぞ
ら

荒あ
ら

海う
み 

や 

佐さ

渡ど

に
よ
こ
た
ふ 

天
の
河が

わ 〈
秋
〉（
松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う）
／
さ
み
だ
れ 

や 

大た
い

河が

を
前
に
家
二
軒け
ん

〈
夏
〉（
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

）
／
痩や

せ 

蛙が
え
る 

ま
け
る
な
一い
っ

茶さ

こ
れ
に
あ
り
〈
春
〉（
小こ
ば
や
し林

一い
っ

茶さ

）

四 

上　

か
が
や
き

雀す
ず
めの

子 

そ
こ
の
け
そ
こ
の
け
御お

馬
が
通
る
〈
春
〉（
小こ
ば
や
し林

一い
っ

茶さ

）
／
夏
河が

わ 

を
越こ

す
う
れ
し
さ
よ
手

に
草ぞ
う
り履

〈
夏
〉（
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

）
／
名
月 

や 

池
を
め
ぐ
り
て
夜よ

も
す
が
ら
〈
秋
〉（
松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う）

四 

下　

は
ば
た
き

柿か
き 

く
へ
ば
鐘か
ね

が
鳴
る
な
り
法ほ
う

隆り
ゅ
う

寺じ

〈
秋
〉（
正ま
さ

岡お
か

子し

規き

）
／
桐き

り

一ひ
と

葉は 

日
当
た
り
な
が
ら
落
ち

に 

け
り 〈
秋
〉（
高た
か

浜は
ま

虚き
ょ

子し

）
／
咳せ
き

の
子
の
な
ぞ
な
ぞ
あ
そ
び
き
り
も
な
や
〈
冬
〉（
中な
か

村む
ら

汀て
い

女じ
ょ

）

単
元
目
標
は
「
声
に
出
し
て
楽
し
も
う　

言
葉 

」
で
共
通
し
て
い
る
が
、
指
導
目
標
は
三
年

が
「
◎
知
っ
て
い
る
言
葉
を
手
が
か
り
に
情
景
を
想
像
し
た
り
、
日
本
語
特
有
の
リ
ズ
ム
を
感
じ

た
り
し
な
が
ら
短
歌
や
俳
句
を
音
読
し
、
文
語
の
調
子
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
。」、
四
年
が

「
◎
文
語
調
の
情
景
を
想
像
し
な
が
ら
短
歌
や
俳
句
を
音
読
し
て
、
日
本
語
特
有
の
リ
ズ
ム
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
相
違
し
て
い
る
。
意
味
内
容
を
理
解
す
る
以
前
に
身
体
知
と
し
て

言
葉
の
息
遣
い
を
体
得
さ
せ
る
方
略
で
あ
る
。
文
字
だ
け
で
な
く
音
声
を
重
視
す
る
指
導
言
は
、

「
声
に
出
し
て
な
ん
ど
も
読
み
、
言
葉
の
調
子
や
ひ
び
き
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
気
に
入
っ
た
も

の
は
、
お
ぼ
え
て
言
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
▼
知
っ
て
い
る
言
葉
を
手
が
か
り
に
、
言
葉
の
ま
と
ま

り
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
▼
ど
こ
で
切
っ
て
読
む
と
、
調
子
よ
く
読
め
る
で
し
ょ
う
。
▼
声
に
出
し

な
が
ら
、
一
音
ず
つ
手
を
た
た
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
い
く
つ
た
た
き
ま
し
た
か
。」
等
と
記
さ
れ

て
い
る
。
読
む
声
に
手
拍
子
を
伴
っ
て
五
・
七
・
五
の
リ
ズ
ム
を
身
体
に
刻
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

言
語
学
的
に
は
、
音
節
は
母
音
を
主
と
し
た
音
を
区
切
る
単
位
の
シ
ラ
ブ
ル
、
拍
は
一
拍
が
同

じ
時
間
的
長
さ
を
持
つ
リ
ズ
ム
上
の
単
位
の
モ
ー
ラ
で
相
違
す
る
が
、
児
童
に
は
暗
唱
に
よ
っ
て

五
七
調
の
語
感
や
リ
ズ
ム
を
体
得
さ
せ
、
季
語
や
切
れ
字
に
印
を
付
け
、
季
節
を
確
認
す
る
こ
と

で
俳
句
の
き
ま
り
を
理
解
し
、
創
作
と
い
う
表
現
活
動
へ
向
か
う
基
礎
を
身
に
付
け
さ
せ
た
い
。

リ
ズ
ム
優
先
の
韻
文
と
情
景
説
明
優
先
の
散
文
の
違
い
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
敢
え
て「
古

池
の
水
は
、
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
返
っ
て
い
る
。
一
瞬
、
辺
り
の
静
け
さ
を
破
っ
て
蛙
が
飛
び
込

む
水
音
が
聞
こ
え
た
。」
等
の
口
語
訳
を
例
示
し
対
比
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

季
語
は
児
童
に
も
身
近
な
も
の
ば
か
り
。
特
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
俳
句
は
、
写
生
や
花
鳥
諷
詠

を
重
視
し
た
作
風
だ
が
、
伝
統
的
な
俳
句
の
形
式
を
重
ん
じ
、
四
季
折
々
の
自
然
や
生
活
を
客
観

的
に
あ
り
の
ま
ま
表
現
し
て
い
る
の
で
、
句
が
詠
ま
れ
た
情
景
を
想
像
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

平
成
21
年
６
月
、
右
の
概
要
を
踏
ま
え
私
が
実
際
に
小
松
市
立
月
津
小
学
校
六
年
国
語
の
45
分

２
セ
ッ
ト
授
業
で
地
元
縁
の
俳
句
の
鑑
賞
と
創
作
を
指
導
し
た
言
語
活
動
例
を
紹
介
し
て
お
く
。

小
松
は
「
奥
の
細
道
」
の
帰
路
で
、
芭
蕉
は
多
太
神
社
と
那
谷
寺
を
訪
れ
て
い
る
。
ま
ず
年
表

と
地
図
で
「
い
つ
、
ど
こ
で
」
を
確
認
し
、
ス
ラ
イ
ド
画
像
で
登
場
人
物
や
名
所
を
提
示
し
た
。

①
「
小
松
を
訪
れ
た
芭
蕉
さ
ん
」（
鑑
賞
） 

導
入
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
つ
い
て  

10
分 

北
陸
路
の
芭
蕉
吟 

20
分 

小
松
で
の
道
行
き 

15
分

②
「
俳
句
カ
ル
タ
と
俳
句
の
創
作
」（
創
作
）

導
入  

俳
句
に
つ
い
て 

10
分

俳
句
カ
ル
タ
で
遊
ぼ
う  

20
分

俳
句
を
作
ろ
う 

15
分
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三

芭
蕉
が
主
に
歌
枕
と
古
戦
場
を
訪
ね
、
先
人
の
和
歌
や
史
実
を
追
体
験
す
る
目
的
で
旅
し
た
点
、

感
動
の
気
持
ち
を
表
す
言
葉
を
五･

七･

五
の
三
句
十
七
音
の
定
型
で
吟
詠
し
た
点
を
説
明
し
た
。

そ
の
上
で
、
当
該
段
の
原
文
を
文
語
調
も
意
識
し
て
音
読
し
、
段
末
の
俳
句
を
紹
介
し
鑑
賞
し
た
。

「
む
ざ
ん
や
な
甲
の
下
の 

き
り
ぎ
り
す 

」〈
秋
〉（
謡
曲
「
実
盛
」
の
一
節
「
あ
な
む
ざ
ん
や
な
」

を
応
用
。
季
語
は
今
の
コ
オ
ロ
ギ
。
木
曾
義
仲
と
の
篠
原
合
戦
に
敗
れ
壮
烈
な
最
期
を
遂
げ
た
平

家
の
老
将
齋
藤
別
当
實
盛
の
兜
を
見
て
『
平
家
物
語
』
の
場
面
を
想
起
し
た
哀
悼
の
句
）。

「
石
山
の
石
よ
り
白
し 
秋
の
風 

」〈
秋
〉（「
石
山
」
は
那
谷
寺
境
内
の
灰
白
色
の
岩
山
を
指
す
な

ら
普
通
名
詞
、
聖
武
天
皇
の
勅
願
で
良
弁
僧
正
が
創
建
し
た
平
安
王
朝
文
学
の
舞
台
と
し
て
有
名

な
滋
賀
県
大
津
市
の
石
山
寺
な
ら
固
有
名
詞
だ
が
、
眼
前
の
石
山
の
白
さ
を
賞
賛
し
つ
つ
、
石
山

寺
を
も
想
起
さ
せ
、
更
に
古
代
中
国
の
五
行
思
想
に
基
づ
き
四
季
に
色
を
配
当
〈
春
＝
青
、
夏
＝

赤
、
土
用
＝
黄
、
秋
＝
白
、
冬
＝
黒
〉
す
る
掛
詞
的
な
修
辞
法
を
用
い
た
聖
地
へ
の
挨
拶
の
句
）。

右
の
句
の
趣
意
に
触
発
さ
れ
て
男
子
児
童
が
創
作
し
た
秀
句
を
一
句
ず
つ
紹
介
し
て
お
こ
う
。　

俳
句
の
基
本
が
「
も
の
を
よ
く
見
て
感
じ
、
素
直
な
言
葉
で
表
現
す
る
」
こ
と
だ
と
納
得
で
き
る
。

た
だ
、
五･

七･

五
の
「
定
型
」
は
意
識
し
て
も
季
節
を
表
す
「
季
語
」
は
偶
々
だ
っ
た
よ
う
だ
。

「 

か
ぶ
と
む
し 

昔
は
武
士
か
天
皇
か
」〈
夏
〉（
實
盛
遺
品
の
甲
か
ら
昆
虫
の
王
者
で
あ
る
兜
虫

を
連
想
し
、
オ
ス
の
立
派
な
頭
角
や
甲
殻
か
ら
前
世
は
實
盛
の
よ
う
な
立
派
な
武
士
が
生
ま
れ
変

わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
、
仏
教
思
想
の
輪
廻
転
生
を
彷
彿
と
さ
せ
る
見
立
て
表
現
が
秀
逸
）。

「 

雷
鳥 

や 

雪
に
と
け
た
か
あ
れ
ど
こ
だ
」〈
夏
〉（
高
山
に
棲
む
氷
河
期
か
ら
生
き
残
る
キ
ジ

科
の
貴
重
種
で
天
然
記
念
物
。
夏
は
山
肌
に
似
せ
た
白
と
茶
の
羽
色
、
冬
は
羽
が
雪
山
と
同
じ
白

一
色
の
保
護
色
に
変
化
す
る
特
徴
を
「
か
く
れ
た
」
で
な
く
「
と
け
た
」
と
表
現
し
た
の
が
秀
逸
）。

二
　
中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
俳
句
教
材
と
中
学
生
の
俳
句
作
品

中
学
三
年
の
国
語
教
科
書
（
光
村
図
書
）
に
は
、「
言
葉
と
と
も
に
」
の
単
元
で
「
ど
の
子
に

も
涼
し
く
風
の
吹
く
日
か
な　

飯
田
龍
太
」
の
俳
句
に
つ
い
て
鑑
賞
し
た
、
現
代
俳
句
協
会
特
別

顧
問
で
文
化
功
労
者
の
宇
多
喜
代
子
「
俳
句
の
可
能
性
」
と
い
う
次
の
文
章
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

俳
句
の
骨
法
を
生
徒
に
分
か
り
易
く
伝
え
る
名
文
で
は
あ
る
が
、
鑑
賞
は
と
も
か
く
、
創
作
と

な
る
と
、
特
定
の
季
節
を
表
す
言
葉
で
あ
る
「
季
語
」
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治

五
年
以
前
に
使
用
さ
れ
て
い
た
月
の
満
ち
欠
け
を
元
に
し
た
旧
暦
（
太
陰
暦
）
に
よ
っ
て
お
り
、

現
代
生
活
の
季
節
感
と
は
ズ
レ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
歳
時
記
」
か
ら
「
季
語
」
を
選

択
す
る
こ
と
は
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
触
れ
、
語
彙
力
を
培
う
機
会
と
な
る
が
、
当
時
当
所
の
感

動
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
季
語
」
を
無
理
に
用
い
る
こ
と
は
却
っ
て
素
直
な
表
現
を
損
な
う
虞
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
不
易
（
不
変
）
と
流
行
（
変
化
）
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
切
で
あ
ろ
う
。

「
俳
句
の
可
能
性
」
で
は
例
外
と
し
て
、「
分
け
入
っ
て
も
分
け
入
っ
て
も
青
い
山　

種
田
山
頭

火
」
の
俳
句
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
、
鑑
賞
し
た
次
の
文
章
を
記
し
て
い
る
。

但
し
、
自
由
律
ま
で
許
容
す
る
と
韻
文
の
範
疇
を
逸
脱
し
、
リ
ズ
ム
が
乱
れ
る
虞
も
あ
る
の

で
、
創
作
で
は
「
有
季
定
型
」
だ
け
で
な
く
「
無
季
定
型
」
も
認
め
る
ま
で
が
穏
当
だ
と
考
え
る
。

例
え
ば
、
部
活
動
を
主
題
に
し
た
無
季
定
型
の
俳
句
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
検
索
⑴
す
る
と
、
次
の
よ
う

な
作
品
を
見
出
せ
た
。
い
ま
運
動
系
と
文
科
系
に
分
け
て
一
句
ず
つ
挙
げ
て
お
く
。

「
一
年
目　

球
は
打
て
な
い　

拾
う
だ
け
」〈
テ
ニ
ス
部
〉（
入
部
一
年
目
は
球
を
打
た
せ
て
も
ら

え
ず
球
拾
い
だ
け
だ
） 
現
実
の
練
習
風
景
か
ら
窺
え
る
先
輩
と
後
輩
の
上
下
関
係
に
お
け
る
慣
例

「
こ
の
音
を　

も
っ
と
優
美
に　

出
せ
た
な
ら
」〈
吹
奏
楽
部
〉（
今
出
し
て
い
る
こ
の
音
が
も
っ

放
浪
の
俳
人
と
よ
ば
れ
た
山
頭
火
は
、
一
人
で
全
国
を
行
脚
す
る
旅
に
出
た
。
繰
り
返
し
た

言
葉
の
リ
ズ
ム
が
、
山
道
を
ひ
た
す
ら
進
む
歩
調
に
重
な
り
、
読
者
を
共
に
歩
い
て
い
る
か
の

よ
う
な
調
子
に
誘
い
込
む
。

こ
の
句
は
五･

七･

五
の
定
型
を
は
み
出
し
て
お
り
、
季
語
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
自
由
な

音
律
の
俳
句
を「
自
由
律
俳
句
」と
よ
び
、
季
語
の
な
い
俳
句
を「
無
季
俳
句
」と
よ
ん
で
い
る
。

俳
句
が
散
文
や
報
道
記
事
な
ど
と
違
う
の
は
、
省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
を
、
読
む
人
の
自
由

な
解
釈
を
補
っ
て
鑑
賞
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
句
を
読
ん
で
、「
ど
の
子
に
も
」

と
は
自
分
の
こ
と
だ
、
と
思
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
校
庭
の
木
陰
で
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
く
つ

ろ
い
で
い
る
と
き
の
こ
と
だ
と
思
う
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。
幼
児
の
頃
、
海
辺
で
遊
ん
だ
体
験
を

思
い
出
す
人
も
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
想
像
を
か
き
た
て
る
個
々
別
々
の
言
葉
を
一
つ
に
つ
な
い
で
い
る
の
が
、
五･

七･

五

と
い
う
「
定
型
」
と
、「
涼
し
」
と
い
う
夏
を
表
す
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
季
語
」
で
あ
る
。
詳

し
い
説
明
を
省
略
す
る
俳
句
に
は
、
一
句
の
柱
と
な
る
言
葉
に
、「
季
語
」
を
用
い
、
そ
れ
を

五･

七･

五
と
い
う
「
定
型
」
で
表
現
す
る
と
い
う
基
本
的
な
約
束
が
あ
る
。
こ
の
約
束
を
「
有

季
定
型
」
と
い
い
、
俳
句
と
い
う
韻
文
を
支
え
る
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
。「
涼
し
」
が
夏

の
季
語
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
は
「
歳
時
記
」
を
繰
れ
ば
よ
い
。
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四

と
き
れ
い
に
も
っ
と
優
美
に
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
の
に
な
） 

演
奏
技
術
向
上
へ
の
願
望

季
語
や
切
れ
字
な
し
で
も
体
験
に
基
づ
く
中
学
生
ら
し
い
視
点
や
素
直
な
表
現
が
好
ま
し
い
。

伝
統
的
な
有
季
定
型
の
方
も
見
て
お
こ
う
。
長
野
県
信
濃
町
一
茶
記
念
館
が
主
催
⑵
す
る
第
20

回
小
林
一
茶
全
国
小
中
学
生
俳
句
大
会
の
中
学
生
の
部
か
ら
入
選
の
二
句
。
小
林
一
茶
大
賞
「
あ

お
向
き
の
僕
を
見
下
ろ
す 

扇
風
機 

」〈
夏
〉  

ぐ
っ
た
り
と
気
だ
る
く
暑
い
、
あ
る
夏
の
一
日　

 

信
濃
町
長
賞
「
祖
父
の
声
聞
く
日
は
来
ず
に
揺
れ
る 

菊
」〈
秋
〉 

菊
の
花
か
ら
亡
き
祖
父
を
偲
ぶ

擬
人
化
さ
れ
た
扇
風
機
の
滑
稽
さ
や
傷
心
の
孫
の
心
情
を
反
映
し
た
風
に
揺
れ
る
菊
の
描
写
は
、

観
察
力･

感
受
性･

表
現
力
に
優
れ
、
音
声
か
ら
映
像
的
場
面
が
脳
裡
に
再
現
さ
れ
る
よ
う
だ
。

三
　
高
校
生
の
俳
句
作
品
と
選
考

句
作
を
促
す
動
機
と
し
て
、
コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
し
て
入
選
す
る
と
い
う
目
標
も
悪
く
な
い
だ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
、「
第
22
回
神
奈
川
大
学
全
国
高
校
生
俳
句
大
賞
」（
募
集
要
項
【
テ
ー
マ
】

あ
な
た
の
感
性
で
自
由
に
綴
っ
て
く
だ
さ
い
。
部
活･
友
情･

ス
ポ
ー
ツ･

勉
強･

受
験･

恋
愛

･

家
族
…
…
そ
し
て
、
自
然･

平
和･

政
治･

生
命･
宇
宙
【
応
募
条
件
】
応
募
作
品
は
、
本
人

が
創
作
し
た
未
発
表
の
作
品
に
限
り
ま
す
。 

三
句
で
一
作
品 
で
す
。
三
句
に
満
た
な
い
も
の
は

無
効
と
な
り
ま
す
。）
の
最
優
秀
賞
受
賞
作
品
の
う
ち
、
部
活
で
の
出
来
事
を
詠
ん
だ
三
句
一
作

品
を
紹
介
⑶
し
な
が
ら
、
高
校
生
ら
し
い
独
自
の
体
験
的
な
俳
句
表
現
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。

選
考
座
談
会
で
は
「
高
校
生
ら
し
い

す
て
き
な
比
喩
」
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
復
本
一
郎
委
員
は
次
の
コ
メ
ン
ト
。

選
者
は
投
句
の
背
景
に
つ
い
て
、
三
句
で
一
作
品
を
構
成
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
か
ら
部
活
動

で
は
な
い
か
と
想
像
を
巡
ら
し
て
い
る
が
、「
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
部
」
と
具
体
的
な
部
活
ま
で
は
特

定
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
部
活
で
の
心
情
の
変
化
を
汲
み
取
り
、
若
者
へ
の
温
か
い
眼

差
し
か
ら
、
初
々
し
さ
や
爽
や
か
さ
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
切
れ
字
は
な
い
が
、
い
ず
れ

も
二
句
切
れ
と
な
っ
て
お
り
、
題
詠
で
な
く
体
験
に
基
づ
き
自
然
に
季
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

比
喩
「
採
れ
た
て
の
胡
瓜
」
は
、
噛
む
と
ポ
キ
ッ
と
音
が
出
て
歯
応
え
も
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
し
て

お
り
、
食
べ
る
前
か
ら
き
ゅ
う
り
独
特
の
青
臭
い
匂
い
が
鼻
を
掠
め
る
新
鮮
さ
を
表
現
し
て
い

る
。
先
輩
の
指
示
を
受
け
れ
ば
何
の
躊
躇
い
も
な
く
従
順
に
ハ
イ
ッ
と
返
事
を
す
る
後
輩
の
姿
が

目
に
浮
か
ぶ
。

四
　
大
学
教
養
科
目
に
お
け
る
俳
句
の
言
語
活
動

長
ら
く
教
養
科
目
の
日
本
文
学
で
「
奥
の
細
道
」
を
講
じ
て
き
た
が
、
近
年
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー

ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
聴
く
だ
け
で
な
く
参
加
す
る
授
業
が
求
め
ら
れ
、
創
作
俳
句
を
課
す
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
際
、
有
季
無
季
を
問
わ
ず
、
発
句
の
一
部
を
用
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
た
。
こ
こ
で

は
、
高
校
古
典
で
も
教
材
収
録
が
多
い
「
平
泉
の
段
」
の
名
句
「
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
」
の

下
五
「
夢
の
跡
」（
今
と
な
っ
て
は
夢
の
よ
う
に
あ
と
か
た
も
残
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
。
ま
た
、
往
時
は
そ
こ
に
い
た
人
人
が
い
ろ
い
ろ
な
夢
を
馳

せ
た
で
あ
ろ
う
古
い
あ
と
。
す
べ
て
の
物
事
が
結
局
は
む
な
し
い
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
語
。『
精
選
版 

日
本
国
語
大
辞
典
』）
を

入
れ
、
上
五
と
中
七
は
、
二
十
歳
前
後
の
人
生
に
お
い
て
夢
の
実
現
の
た
め
精
一
杯
生
き
た
と
自

覚
し
た
思
い
出
を
詠
む
よ
う
に
と
指
導
し
た
と
こ
ろ
、
野
球
と
受
験
の
、
印
象
深
い
次
の
二
句
を

得
た
。
当
時
の
合
戦
は
現
代
の
ス
ポ
ー
ツ
や
勉
強
に
、
武
士
は
野
球
部
員
や
受
験
生
に
相
当
し
、

鎮
魂
が
共
通
す
る
が
、
野
球
場
と
机
上
と
い
う
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
視
点
の
相
違
が
面
白
い
。
甲

子
園
は
建
造
物
だ
が
地
名
に
準
じ
る
。
春
と
夏
の
大
会
が
あ
り
、
戦
後
の
風
物
詩
だ
が
、
季
語
と

し
て
は
特
定
で
き
な
い
。
消
し
か
す
は
事
物
だ
が
、
試
行
錯
誤
し
た
学
び
の
跡
で
も
あ
る
。

「
甲
子
園　

猛
し
球
児
が　

夢
の
跡
」〔
句
意
〕
甲
子
園
で
勇
猛
果
敢
に
戦
っ
て
い
る
球
児
も
そ

れ
が
終
わ
れ
ば
引
退
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。
※
勝
敗
を
超
越
し
て
青
春
を
燃
焼
し
尽
く
し
た

思
い
出
の
場
所
を
述
懐
す
る
心
情
が
「
無
常
迅
速
の
理
」
で
「
時
の
移
ろ
い
」
を
象
徴
し
て
い
る
。

粂く
め

内う
ち

大だ
い

知ち　
三
重
県
・
四
日
市
南
高
等
学
校
１
年

「
採
れ
た
て
の
胡
瓜
の
如
き
返
事
し
て
」　　

 

「
あ
あ
言
え
ば
よ
か
っ
た
の
か
も
髪
洗
う
」　 

「
友
の
肩
湿
布
貼
り
替
え
夏
の
月
」

〔
受
賞
後
の
本
人
の
コ
メ
ン
ト
〕

受
賞
句
は
夏
休
み
、
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
部
の
合
宿
で
の

出
来
事
を
詠
み
ま
し
た
。
俳
句
に
表
す
こ
と
で
自
分

を
客
観
的
に
見
れ
た
と
こ
ろ
が
面
白
か
っ
た
で
す
。

一
句
目
、「
採
れ
た
て
の
」
の
句
は
比
喩
俳
句
と
い
う
か
、
如
き
俳
句
と
い
う
か
。
こ
れ
は

俳
人
た
ち
に
は
あ
ま
り
好
ま
れ
な
い
、
だ
け
ど
抜
群
に
面
白
い
。「
採
れ
た
て
の
胡
瓜
の
如
き

返
事
」
っ
て
、
ど
う
い
う
返
事
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
非
常
に
ス
カ
ッ
と
し
た
い
い
返
事
で
し

ょ
う
ね
。「
採
れ
た
て
の
胡
瓜
の
如
」
く
た
め
ら
い
の
な
い
返
事
で
す
。
二
句
目
は
そ
の
逆
で
、

「
あ
あ
言
え
ば
よ
か
っ
た
の
か
も
…
…
」
と
逡
巡
し
て
い
る
感
じ
。
三
句
目
は
、
山
小
屋
に
で

も
行
っ
た
と
き
の
出
来
事
を
一
句
に
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
三
句
全
体

が
部
活
動
か
何
か
で
し
ょ
う
ね
。
登
山
か
、
サ
マ
ー
ス
ポ
ー
ツ
か
。
友
の
凝
っ
た
肩
に
湿
布
を

し
て
い
て
、
夏
の
月
が
山
小
屋
か
ら
見
え
る
と
い
っ
た
感
じ
。
で
す
か
ら
、
一
句
目
、
二
句
目

が
、
高
校
生
の
た
ゆ
た
い
、
心
の
揺
ら
ぎ
み
た
い
な
も
の
。
三
句
目
が
現
実
み
た
い
な
も
の
。

そ
れ
ぞ
れ
的
確
に
三
句
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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五

「
消
し
か
す
や　

受
験
生
ら
が　

夢
の
跡
」〔
句
意
〕
受
験
生
の
時
、
学
校
や
図
書
館
、
試
験
会

場
で
た
く
さ
ん
の
消
し
か
す
が
机
や
床
に
落
ち
て
い
る
の
を
み
て
受
験
生
を
感
じ
た
。
※
書
い
て

は
消
す
軌
道
修
正
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
志
望
校
合
格
を
め
ざ
し
て
勉
学
に
勤
し
ん
だ

青
春
の
日
々
が
ス
ポ
ー
ツ
で
流
す
汗
の
如
く
消
し
ゴ
ム
か
ら
出
た
消
し
か
す
に
象
徴
さ
れ
て
い

る
。
大
学
生
と
な
り
、
無
我
夢
中
で
前
を
向
い
て
進
ん
で
い
た
高
校
時
代
を
振
り
返
る
気
持
ち
の

余
裕
も
で
き
た
か
ら
こ
そ
の
俳
句
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
近
年
の
コ
ロ
ナ
禍
で
大
会
が
開
催
で
き
な
か
っ
た
憂
き
目
を
前
出
の
句
「
む
ざ
ん
や
な

甲
の
下
の 

き
り
ぎ
り
す 
」〈
秋
〉
に
倣
っ
た
哀
傷
の
句
「
む
ざ
ん
や
な
夢
を
追
え
な
い
甲
子
園
」

も
詠
ま
れ
た
。
感
染
拡
大
で
球
児
た
ち
の
直
向
き
な
日
々
の
練
習
が
報
わ
れ
な
い
の
は
心
が
痛

む
。
理
不
尽
な
不
可
抗
力
の
前
で
為
す
術
も
な
く
終
わ
っ
た
無
念
さ
が
滲
み
出
る
。

長
期
化
す
る
コ
ロ
ナ
禍
は
春
夏
秋
冬
の
別
な
く
老
若
男
女
に
新
し
い
生
活
様
式
を
求
め
て
い
る

が
、
も
は
や
コ
ロ
ナ
は
季
節
感
の
な
い
通
年
季
語
の
如
く
な
り
、
個
人
だ
け
で
な
く
社
会
や
経
済

の
行
く
末
ま
で
憂
え
た
「
む
ざ
ん
や
な
コ
ロ
ナ
蝕
む
飲
食
店
」
と
い
っ
た
時
事
問
題
も
詠
ま
れ
た
。

暗
い
話
題
ば
か
り
だ
と
憂
鬱
な
の
で
、「
地
元
の
有
り
難
さ
を
見
つ
け
よ
う
」
と
い
う
課
題
で
、

羽
黒
山
の
連
句
会
で
詠
ま
れ
た
「
あ
り
が
た
や
雪
を
か
を
ら
す
南
谷
」
に
倣
い
、
上
五
に
感
謝
の

詠
嘆
「
あ
り
が
た 

や 

」
を
冠
し
た
句
作
で
は
、
季
語
と
地
名
が
入
っ
た
「
あ
り
が
た
や 

寒
鰤 

育

つ
富
山
湾
」〈
冬
〉（
立
山
連
峰
が
控
え
る
外
洋
性
内
湾
の
富
山
湾
で
は
水
深
や
黒
潮
な
ど
の
影
響

の
お
陰
に
よ
り
、
肥
え
て
身
の
引
き
締
ま
っ
た
美
味
し
い
天
然
の
寒
鰤
が
捕
れ
る
）
が
詠
ま
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
創
作
に
際
し
て
の
俳
句
の
き
ま
り
は
、
五･

七･

五
の
三
句
十
七
音
の
韻
律
だ

け
を
重
視
し
、
季
語
は
題
詠
を
避
け
、
切
れ
字
は
普
遍
的
な
感
情
を
間
投
助
詞 
や 
を
伴
い
形
容

し
た
名
句
の
一
部
を
模
倣
す
る
場
合
を
除
き
、
当
時
当
所
に
お
け
る
対
象
の
観
察
や
心
情
の
発
露

を
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
限
り
で
、
純
朴
な
か
た
ち
で
用
い
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

五
　
日
本
文
化
と
国
際
理
解
に
資
す
る
俳
句

国
際
俳
句
交
流
協
会
（H

aiku International A
ssociation)

に
よ
っ
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化

遺
産
登
録
が
推
進
さ
れ
て
い
る
俳
句
は
、
日
本
文
化
に
興
味
の
あ
る
外
国
人
に
と
っ
て
国
際
交
流

の
場
だ
が
、
学
術
研
究
も
盛
ん
で
、
協
会
は
言
葉
の
壁
を
破
り
俳
句
の
特
徴
で
あ
る
「
詩
的
短
さ
」

を
損
な
う
こ
と
な
く
翻
訳
す
る
こ
と
の
難
し
さ
の
一
例
と
し
て
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
「
英
語
で
わ
か
る
芭
蕉

の
俳
句
」https://w

w
w

.haiku-hia.com
/about_haiku/basho300/archives/

を
公
開
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、「T

he H
aiku of B

asho

」（Buddist Society 

令
和
元
年
7
月
）
の
著
者

John W
hite

が
共
著
者
で
僧
侶
の
佐さ

藤と
う

平た
い
ら

顕け
ん

明み
ょ
うと

来
日
し
た
折
に
芭
蕉
の
俳
句
の
英
訳
に
つ
い

て
議
論
す
る
機
会
を
得
た
成
果
だ
そ
う
だ
が
、
俳
句
の
原
則
五
七
五
音
を
尊
重
し
て
英
訳
を

五
七
五
音
節
（syllable

）
のH

aiku

と
し
、
芭
蕉
が
字
余
り
で
詠
ん
だ
俳
句
は
そ
れ
に
従
っ
て
音

節
を
増
や
す
と
い
う
方
針
で
三
百
句
を
英
訳
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
学
校
三
年
の

国
語
教
科
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
前
出
の
名
句
「
閑
さ
や 

岩
に
し
み
入 

蝉
の
聲
」

(shizukasa-ya iw
a-ni shim

iiru sem
i-no-koe)(23/300)

は
、the stillness_ the voice of a 

cicada　

seeping into the crags　

と
英
訳
さ
れ
、
更
に
、（
注
）「
奥
の
細
道
」
の
解
説
な
ど

を
参
考
に
、
山
寺
の
静
寂
の
中
で
一
匹
の
「
ニ
イ
ニ
イ
ゼ
ミ
」
が
岩
に
浸
み
込
む
よ
う
な
声
で
鳴

い
て
い
る
情
景
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
釈
し
て
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
と
補
足
し
て
い
る
。
認
知
科
学

者
の
角
田
忠
信
に
よ
れ
ば
、「
ひ
と
の
左
脳
は
知
的
、
言
語
的
な
情
報
処
理
を
担
当
す
る
が
、
右

脳
は
非
言
語
活
動
を
担
当
し
て
い
る
。
日
本
人
で
は
母
音
の
音
韻
構
造
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
か
ら

感
情
音
や
自
然
音
が
左
脳
に
偏
よ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
左
脳
が
情
動
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
。

西
欧
人
や
他
の
ア
ジ
ア
人
で
は
情
動
は
右
脳
が
主
役
を
演
じ
て
い
る
。
日
本
人
で
は
母
音
や
自
然

音
に
含
ま
れ
る
僅
か
の
Ｆ
Ｍ
音
に
対
し
て
鋭
敏
に
左
脳
で
応
じ
る
が
、
他
の
国
民
は
子
音
の
音
形

に
対
応
し
た
形
に
の
み
左
脳
で
応
じ
る
。
日
本
の
文
化
の
特
徴
は
脳
の
働
き
か
ら
も
説
明
で
き

る
」⑷
そ
う
だ
が
、
蝉
の
名
句
で
は
、
こ
の
脳
科
学
的
な
説
明
も
鑑
賞
の
視
野
に
入
れ
、
句
作
者

と
翻
訳
者
に
お
け
る
生
育
環
境
と
言
語
文
化
の
相
違
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

翻
訳
家
で
詩
人
の
ピ
ー
タ
ー･

Ｊ･

マ
ク
ミ
ラ
ン
は
、In the great silence, perm

eating 
rocks 

─ cicada chorus.

と
英
訳
し
、「
深
閑
と
し
た
巌
重
な
る
山
寺
に
蝉
が
鳴
く
。
そ
の
声
は

岩
に
し
み
通
っ
て
い
く
よ
う
に
消
え
、
ま
た
静
寂
が
広
が
っ
て
ゆ
く
」
と
現
代
語
訳
し
、
こ
の
句

を
訳
す
に
あ
た
り
、
初
め
は
「silence

」
の
中
に
蝉
の
声
と
い
う
音
が
描
か
れ
る
矛
盾
に
戸
惑
い

を
覚
え
た
。
し
か
し
解
釈
を
重
ね
る
う
ち
に
、
こ
の
矛
盾
こ
そ
が
一
句
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と

気
付
い
た
。
静
寂
の
中
に
蝉
の
声
だ
け
が
響
く
こ
と
で
、
そ
の
鳴
き
声
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る

の
だ
。「
蝉
の
声
」
は
日
本
語
で
は
美
し
い
が
、
英
語
で
「T

he voice of the cicadas

」
と
書

く
と
違
和
感
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
意
訳
に
な
る
が
「cicada chorus

」
を
採
用
し
た
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
蝉
が
い
な
い
。
子
供
の
頃
に
蝉
の
鳴
き
声
を
西
部
劇
で
初
め
て
聞
い
た
時
、

非
常
に
神
秘
的
に
感
じ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。⑸
と
解
説
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
俳
句
の
英
訳
は
英
語
を
母
語
と
す
る
人
々
の
間
で
も
言
語
感
覚
に
よ
っ
て
微
妙

に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
が
、
そ
の
異
質
性
を
吟
味
す
れ
ば
、
文
化
の
多
様
性
を
互
い
に
認
め
合
う

国
際
理
解
に
資
す
る
言
語
活
動
と
な
ろ
う
。
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六

六
　
生
き
る
希
望
に
繋
が
る
俳
句

異
質
な
存
在
と
し
て
学
校
教
育
で
は
報
わ
れ
な
く
と
も
、
自
分
の
言
葉
を
紡
ぎ
俳
句
の
世
界
で

認
め
ら
れ
、
生
き
る
希
望
を
持
っ
た
少
年･

小
林
凛
に
つ
い
て
紹
介
⑹
し
、
句
作
の
意
味
を
問
う
。

少
年
は
未
熟
児
で
生
ま
れ
、
小
学
一
年
生
か
ら
壮
絶
な
い
じ
め
の
標
的
と
な
り
、
身
の
危
険
を

感
じ
た
保
護
者
は
「
学
校
へ
行
か
せ
な
い
」「
張
り
切
っ
て
不
登
校
」
の
選
択
を
し
、
自
宅
で
の

句
作
に
生
き
甲
斐
を
見
出
し
た
。
朝
日
新
聞
（
平
成
23
年
9
月
12
日
夕
刊
こ
こ
ろ
1
面
）「
10
歳

の
い
ま
、
刻
む
五
七
五　

幼
稚
園
か
ら
句
作
、
昆
虫･

花
…
リ
ズ
ム
に
乗
せ
」
の
記
事
に
は
、「
俳

句
人
口
の
年
齢
層
は
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
が
、
朝
日
俳
壇
で
入
選
を
重
ね
る
少
年
が
い
る
。
俳

号
は
「
小
林
凜り
ん

」。
幼
稚
園
の
時
、
一
茶
の
句
と
出
合
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
み
ず
み
ず

し
い
感
性
を
、
五
七
五
の
リ
ズ
ム
に
軽
や
か
に
乗
せ
、
10
歳
の
現
在
を
詠
む
。
大
阪
府
岸
和
田
市

の
小
学
４
年
生
、
小
林
凜
く
ん（
本
名
・
西
村
凜
太
郎
）は
、
多
い
と
き
で
俳
句
を
日
に
３
句
作
る
。

出
な
い
時
は
何
日
も
出
な
い
。
…
…
好
き
な
俳
人
は
小
林
一
茶
、
松
尾
芭
蕉
、
正
岡
子
規
。
彼
ら

の
句
を
そ
ら
ん
じ
、
俳
号
も
一
茶
か
ら
と
っ
た
。
俳
句
が
生
ま
れ
る
の
は
た
い
て
い
外
。
大
好
き

な
昆
虫
や
花
、
太
陽
を
見
る
と
一
句
で
き
る
。」
と
見
え
、「
貝
見
れ
ば
海
の
思
ひ
出
香
り
立
つ
」

「
抜
け
殻
や
声
な
き
蝉
の
贈
り
も
の
」
等
の
写
生
句
が
あ
る
が
、
自
己
の
境
涯
を
客
観
視
し
た
「
生

ま
れ
し
を
幸
か
と
聞
か
れ
春
の
宵
」「
い
じ
め
受
け
春
も
暮
れ
ゆ
く
涙
か
な
」等
の
呻
吟
句
も
あ
る
。

メ
タ
認
知
を
働
か
せ
た
生
き
る
糧
や
希
望
に
繋
が
る
句
と
言
え
よ
う
。
選
者
の
長
谷
川
櫂
は
、「
小

さ
く
生
ま
れ
大
き
く
育
て
雲
の
峰
」
の
句
で
エ
ー
ル
を
贈
っ
て
い
る
。
身
を
以
て
人
の
痛
み
を
知

る
少
年
が
俳
句
と
い
う
言
語
表
現
と
出
会
っ
て
俳
人
の
共
感
を
呼
び
、
開
花
し
た
好
例
で
あ
る
。

七
　
人
工
知
能
が
詠
む
俳
句

俳
句
は
、
心
を
持
ち
情
が
動
く
人
間
が
詠
む
と
い
う
常
識
が
覆
る
。
そ
れ
は
、
人
工
知
能
Ａ
Ｉ

が
何
万
と
詠
ま
れ
た
俳
句
を
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
化
し
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
解
析
し
組
み
合
わ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
句
作
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
情
報
工
学
の
川
村
秀
憲
は
、
ど
ち
ら

が
芭
蕉
の
句
で
、
ど
ち
ら
が
Ａ
Ｉ
の
句
か
見
分
け
難
い
例
「
見
送
り
の
う
し
ろ
や
寂
し
秋
の
風
」

「
病
む
人
の
う
し
ろ
姿
や
秋
の
風
」
を
挙
げ
、「
俳
句
生
成
を
人
工
知
能
の
タ
ス
ク
（
課
題
）
と
捉

え
た
と
き
、
人
工
知
能
研
究
に
お
け
る
多
く
の
未
解
決
の
課
題
に
向
き
合
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
俳
句
を
詠
む
と
き
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
た
い
の
か
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
ど
の

よ
う
な
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
る
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
テ
ー
マ
と
な
る
季
語
を
限
定

し
、
適
切
に
可
能
性
を
絞
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
人
の
心
に
ど

の
よ
う
に
働
き
か
け
る
か
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
研
究
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
難

題
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
最
初
に
紹
介
し
た
例
の
よ
う
に
、
芭
蕉
が
詠
ん
だ
も
の
と
す

ぐ
に
は
区
別
す
る
こ
と
が
難
し
い
俳
句
を
生
成
で
き
る
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。」⑺
と
報

告
し
て
い
る
。
機マ
シ
ン械
に
よ
る
深デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ

層
学
習
が
人ヒ
ュ
ー
マ
ン間の
句
作
に
接
近
、
人ヒ
ュ
ー
マ
ン間と
対
等
に
創
作･

鑑
賞･

選
評
に
ま
で
性ス
ペ
ッ
ク能
が
向
上
す
れ
ば
、
人
間
に
新
た
な
メ
タ
認
知
作
用
を
促
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
や
が
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
に
Ａ
Ｉ
俳
句
ソ
フ
ト
が
提
供
さ
れ
る
日
が
来
る
か
も
知
れ
な
い
。

今
後
の
課
題
と
展
望

俳
句
は
、
定
型
を
は
み
出
す
言
葉
を
省
略
し
、
耳
目
に
触
れ
る
森
羅
万
象
へ
の
新
鮮
な
感
慨
や

人
生
で
遭
遇
す
る
様
々
な
吉
凶
禍
福
の
出
来
事
を
、
上
五･

中
七･

下
五
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
る

化
学
反
応
と
韻
律
に
委
ね
て
圧
縮
す
る
高
密
度
な
文
脈
で
あ
る
。
今
後
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る

国
語
系
言
語
活
動
の
枠
組
を
超
え
、
国
際
理
解･

臨
床
心
理･

情
報
工
学
へ
と
リ
ン
ク
す
る
こ
と

が
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル
が
融
合
し
た
俳
句
の
更
な
る
可
能
性

が
広
が
っ
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
言
葉
を
操
り
、
言
葉
に
操
ら
れ
る
人
ヒ
ュ
ー
マ
ン
イ
グ
ジ
ス
テ
ン
ズ

間
存
在
の
本エ
ッ
セ
ン
ス質が
明
ら
か

に
な
る
と
展
望
す
る
。

　

　

 

注⑴  

い
ろ
ん
な
俳
句
【
部
活
の
俳
句
集 

全
30
選
】
中
学
生
向
け
! !
バ
ス
ケ
や
テ
ニ
ス･

吹
奏
楽･

卓
球･

バ
レ
ー
な
ど　

https://haiku-textbook.com
/haiku-club-junior-high-school/

⑵  

第
20
回
小
林
一
茶
全
国
小
中
学
生
俳
句
大
会
特
設
ペ
ー
ジ　

令
和
３
年
５
月
５
日
（
一
茶
の

誕
生
日
）
開
催　

http://w
w

w
.issakinenkan.com

/oshirase/
⑶  

神
奈
川
大
学
広
報
委
員
会
編
『
17
音
の
青
春
２
０
２
０ 

五
七
五
で
綴
る
高
校

生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』（
角
川
文
化

振
興
財
団 

令
和
２
年
３
月
）

⑷  
角
田
忠
信
「
日
本
人
の
脳
機
能
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
と
文
化
」（
一
般
社
団
法
人 

映
像

情
報
メ
デ
ィ
ア
学
会

『
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
学
会
誌
』

32
巻
６
号 

昭
和
53
年
６
月
）

⑸  

ピ
ー
タ
ー･
Ｊ･

マ
ク
ミ
ラ
ン『
松
尾
芭
蕉
を
旅
す
る 

英
語
で
読
む
名
句
の
世
界
』（
講
談
社 

令
和
３
年
12
月
）

⑹  

小
林
凛
『
ラ
ン
ド
セ
ル
俳
人
の
五･

七･

五　

い
じ
め
ら
れ
行
き
た
し
行
け
ぬ
春
の
雨 

─
11
歳
、
不
登

校
の
少
年
。
生
き
る
希
望
は
俳
句
を
詠
む
こ
と
。』（
ブ
ッ
ク
マ
ン
社 

平
成
25
年
４
月
）

⑺  

川
村
秀
憲
・
山
下
倫

央
・
横
山
想
一
郎 

共
著

『
人
工
知
能
が
俳
句
を
詠
む 

Ａ
Ｉ
一
茶
く
ん

　
　
　

の
挑
戦
』（
オ
ー
ム
社 

令
和
３
年
５
月
）
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