
国
語
教
科
書
の
な
か
の
土
佐
日
記 

―
―
「
門
出
」
の
授
業
案
を
中
心
に 

―
―

七
一

【
論
文
概
要
】

　
『
土
佐
日
記
』
は
高
校
の
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
の
多
く
に
採
録
さ
れ
る
古
典
の
定
番
教
材
の
一
つ
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
古
典
の
初
学
者
に
親
し
み
や
す
い
内
容
の

作
品
と
は
い
い
が
た
い
。
現
行
の
国
語
教
科
書
を
用
い
つ
つ
、
生
徒
に
『
土
佐
日
記
』
へ
の
興
味
を
も
た
せ
る
よ
う
な
授
業
を
行
う
た
め
に
は
、
副
教
材
を
活
用
す
る
な
ど

の
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、高
校
で
の
授
業
に
お
い
て
最
新
の
『
土
佐
日
記
』
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
必
要
は
な
い
に
せ
よ
、諸
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
『
土

佐
日
記
』
の
も
つ
虚
構
性
の
問
題
な
ど
を
ふ
ま
え
て
授
業
を
行
う
こ
と
で
、生
徒
に
、単
な
る
日
々
の
実
録
と
し
て
の
「
日
記
」
と
し
て
で
は
な
く
、す
ぐ
れ
た
「
日
記
文
学
」

と
し
て
の
『
土
佐
日
記
』
の
魅
力
・
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
土
佐
日
記　

門
出　

国
語
総
合　

国
語
教
科
書　

古
典
教
育

　
　
　

は
じ
め
に

　

二
〇
一
五
年
に
行
わ
れ
た
和
歌
文
学
会
第
六
十
一
回
大
会1

で
は
、「
和
歌
を
学
び
、

教
え
る
と
い
う
こ
と
」
と
題
し
た
、
和
歌
教
育
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ

れ
た
。
石
塚
修
氏
・
渡
辺
健
氏
・
渡
部
泰
明
氏
の
三
名
の
パ
ネ
リ
ス
ト
に
よ
る
提
言
は

い
ず
れ
も
刺
激
的
な
も
の
で
あ
り
、
発
表
後
の
フ
ロ
ア
と
の
質
疑
応
答
も
含
め
て
実
に

有
意
義
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
と
思
う
。
初
等
・
中
等
教
育
に
お
け
る
古
典
教
育

の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
和
歌
文
学
会
の
み
な
ら
ず
古
典
文
学
に
関
す
る
他
の

学
会
や
研
究
会
に
お
い
て
も
活
発
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
近
年
、
古
典
教
育

に
関
す
る
書
籍
や
初
学
者
向
け
の
古
典
文
学
に
関
す
る
書
籍
も
多
数
出
版
さ
れ
て
い

る2

。
教
育
界
・
研
究
界
双
方
に
お
い
て
、「
今
後
、
古
典
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

と
い
う
問
題
へ
の
関
心
は
い
よ
い
よ
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
学
界
の
動
向
の
背
景
に
は
、
昨
今
の
古
典
教
育
を
取
り
巻
く
環
境
の
目
ま

ぐ
る
し
い
変
化
が
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
九
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
っ
て
、
小
学
校

で
も
古
典
の
授
業
が
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
初
等
・
中
等
教
育
を
通
じ

て
古
典
の
授
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
少
子
化
に
伴
い
児
童
・
生
徒

の
数
は
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
教
科
書
の
発
行
部
数
の
減
少
と
も
直

結
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
教
科
書
の
作
成
に
際
し
て
も
様
々
の
困
難
が
生
じ
て
い
る

と
い
う3

。
古
典
教
育
を
め
ぐ
る
環
境
は
必
ず
し
も
明
る
い
と
は
い
い
が
た
い
の
が
現

状
で
あ
る
。

　

し
か
し
ま
た
、
古
典
教
育
の
あ
り
方
に
関
わ
る
議
論
の
活
発
化
は
、
そ
の
よ
う
な
外

的
要
因
ば
か
り
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
そ
の
根
本
に
は
、「
生
徒
や
学

国
語
教
科
書
の
な
か
の
土
佐
日
記

　
　
　
―
―
「
門
出
」
の
授
業
案
を
中
心
に 

―
―
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生
に
古
典
の
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
た
い
」、「
古
典
に
興
味
を
も
つ
若
い
人
を
増
や
し
た

い
」
と
い
う
、
教
育
者
・
研
究
者
の
、
率
直
か
つ
切
実
な
願
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
稿
者
も
ま
た
、
若
い
人
た
ち
に
古
典
の
魅
力
を
伝
え
た
い
と
願
い
、
そ
の
方

法
を
模
索
す
る
教
員
の
一
人
で
あ
る
。

　

上
記
の
よ
う
な
古
典
教
育
に
関
す
る
学
界
の
動
向
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、本
稿
で
は
、

『
土
佐
日
記
』4

を
例
に
と
っ
て
、
高
校
で
の
古
典
の
授
業
の
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
に

提
案
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
、
古
典
を
授
業
で
ど
の
よ
う
に
教
授
す
る
か

に
つ
い
て
は
、
教
員
が
そ
の
古
典
作
品
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
に
よ
る
と
こ

ろ
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
授
業
の
取
り
組
み
方
に
は
様
々
な
方
法
が
あ
り
え
よ

う
し
、
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
も
思
う
。
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
、
稿
者
の
大
学
で
の

実
践
例

5に
基
づ
く
、『
土
佐
日
記
』
の
教
授
法
に
つ
い
て
の
一
提
言
で
あ
る
。

　
　
　

一　
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
に
お
け
る
『
土
佐
日
記
』

　
『
土
佐
日
記
』
は
、
土
佐
守
の
任
を
終
え
た
紀
貫
之
が
、
承
平
四
年
（
九
三
四
）

十
二
月
二
十
一
日
に
土
佐
国
を
出
発
し
、
翌
年
の
二
月
十
六
日
に
都
の
自
宅
に
帰
る
ま

で
の
日
々
の
出
来
事
を
描
い
た
旅
日
記
で
あ
る
。
高
校
一
年
生
の
必
修
科
目
で
あ
る

「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
の
多
く
に
採
録
さ
れ
て
お
り
、
高
校
古
典
の
定
番
教
材
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
、『
土
佐
日
記
』
が
古
典
の
初
学
者
に
と
っ

て
解
し
や
す
い
、
親
し
み
や
す
い
作
品
で
あ
る
こ
と
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
『
土
佐
日
記
』
に
は
、
現
在
で
も
な
お
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
難
解
な

表
現
が
散
見
し
、容
易
に
は
現
代
語
訳
し
が
た
い
よ
う
な
箇
所
も
少
な
か
ら
ず
存
す
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
土
佐
日
記
』
が
高
校
古
典
の
定
番
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
続

け
て
き
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
理
由
は
様
々
に
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
ず
第
一
に
、
同
日
記
が
「
仮
名
文
に
よ
る

最
古
の
日
記
文
学
」6

で
あ
る
こ
と
、
作
者
が
「『
古
今
和
歌
集
』
撰
者
の
一
人
」7

の
紀

貫
之
で
あ
る
こ
と
な
ど
と
い
っ
た
、
そ
の
文
学
史
的
意
義
が
挙
げ
ら
れ
よ
う8

。
ま
た
、

同
日
記
が
、
土
佐
国
か
ら
都
へ
帰
る
ま
で
の
旅
の
出
来
事
を
綴
っ
た
「
旅
日
記
」9

と

い
う
明
確
な
枠
組
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
初
め
て
日
記
文
学
に
接
す
る
生
徒
に

と
っ
て
比
較
的
馴
染
み
や
す
い
教
材
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
一
因
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。

　

さ
て
、
本
稿
の
執
筆
時
点
（
二
〇
一
七
年
九
月
）
に
お
い
て
は
、
九
社
の
教
科
書
発

行
会
社
に
よ
り
、
全
二
十
四
冊
の
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
十
八
冊
に
『
土
佐
日
記
』
が
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
日
記
中
の
ど
の
箇
所
を
取

り
上
げ
て
い
る
か
に
は
教
科
書
間
で
差
異
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
本
節
で
は
、
各
教
科

書
に
お
け
る
『
土
佐
日
記
』
の
採
録
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

次
表
は
、
現
行
の
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
（
二
〇
一
七
年
度
以
降
に
高
校
に
入
学

し
た
生
徒
が
使
用
す
る
も
の
）
を
対
象
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
『
土
佐
日
記
』
中
の
ど
の
記

事
を
採
録
し
て
い
る
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

大
修
館
書
店

教
育
出
版

三
省
堂

東
京
書
籍

発
行
会
社

新
編
国
語
総
合　

改
訂
版

精
選
国
語
総
合　

改
訂
版

国
語
総
合　

改
訂
版　

古
典
編

新
編
国
語
総
合

国
語
総
合

精
選
国
語
総
合　

古
典
編

明
解
国
語
総
合　

改
訂
版

精
選
国
語
総
合　

改
訂
版

高
等
学
校
国
語
総
合　

古
典
編

改
訂
版

国
語
総
合　

古
典
編

精
選
国
語
総
合

新
編
国
語
総
合

教
科
書
名
・
教
科
書
番
号

347 346 345 343 342 341 339 338 337 335 333 332
ナ
シ

門
出
・
帰
京

門
出
・
忘
れ
貝
・
帰
京

ナ
シ

門
出
・
忘
れ
貝
・
住
吉
の
明
神
・
帰
京

門
出
・
忘
れ
貝
・
住
吉
の
明
神
・
帰
京

ナ
シ

門
出
・
忘
れ
貝
・
帰
京

門
出
・
忘
れ
貝
・
帰
京

馬
の
は
な
む
け
・
羽
根
と
い
う
所
・

阿
部
仲
麻
呂
・
帰
京

馬
の
は
な
む
け
・
羽
根
と
い
ふ
所
・
帰
京

ナ
シ

『
土
佐
日
記
』
の
採
録
箇
所

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

更
級
日
記

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

他
の
日
記
の

採
録
状
況
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こ
の
表
か
ら
は
、
教
科
書
へ
の
『
土
佐
日
記
』
の
採
録
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

な
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
（
な
お
以
下
、
各
教
科
書
は
書
名
で
は
な
く
発
行
会
社
名
＋

教
科
書
番
号
の
か
た
ち
で
表
す
こ
と
と
す
る
。
例
え
ば
東
京
書
籍
の『
新
編
国
語
総
合
』

は
東
京
書
籍
332
と
記
す
）。

　

①　
『
土
佐
日
記
』
を
採
録
す
る
十
八
冊
す
べ
て
が
、
日
記
の
冒
頭
の
記
事
を
採
録

し
て
い
る
（
見
出
し
は
「
門
出
」
も
し
く
は
「
馬
の
は
な
む
け
」。
十
二
月

二
十
一
日
条
・
二
十
二
日
条
を
取
り
上
げ
る
教
科
書
が
多
い
が
、
二
十
四
日
条
ま

で
取
り
上
げ
る
も
の
も
あ
る
）。

　

②　

教
育
出
版
341
・
第
一
学
習
社
361
の
二
冊
を
除
く
計
十
六
冊
が
、
日
記
の
最
末
の

記
事
を
採
録
し
て
い
る
（
見
出
し
は
「
帰
京
」。
二
月
十
六
日
条
）。

　

③　

十
一
冊
が
、「
亡
き
子
」
に
関
わ
る
記
事
を
採
録
し
て
い
る
（「
羽
根
と
い
ふ
所
」、

「
忘
れ
貝
」、「
亡
き
児
を
し
の
ぶ
」、「
亡
児
」。
た
だ
し
日
記
末
尾
の
「
帰
京
」
に

も
亡
き
子
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
除
い
て
の
数
字
で
あ
る
）。

　

④
『
土
佐
日
記
』
以
外
の
日
記
文
学
と
し
て
『
更
級
日
記
』
を
採
録
す
る
教
科
書
が

三
冊
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
『
土
佐
日
記
』
を
併
せ
採
録
し
て
い
る
。

　

④
は
結
局
、「
日
記
」
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
取
り
上
げ
る
「
国
語
総
合
」
の
教

科
書
が
、
も
れ
な
く
『
土
佐
日
記
』
を
教
材
と
し
て
選
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、『
土
佐
日
記
』
が
日
記
文
学
の
代
表
作
と
し
て
生
徒

に
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
『
土
佐
日
記
』
を
ど

の
よ
う
に
授
業
で
扱
う
か
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

も
と
よ
り
、
高
校
の
古
典
に
お
け
る
『
土
佐
日
記
』
の
授
業
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し

て
ゆ
く
た
め
に
は
、
日
記
中
の
ど
の
記
事
を
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
か
と
い
う

観
点
か
ら
、
教
科
書
の
内
容
を
総
合
的
・
体
系
的
に
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
こ
の
度
の
論
考
の
目
的
は
、
現
行
の
教
科
書
の
教
材
を
活
か
し
つ
つ
ど
の

よ
う
な
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
の
提
案
に
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は

ひ
と
ま
ず
教
科
書
の
内
容
の
見
直
し
の
問
題
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

上
記
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
次
節
以
降
で
は
、
生
徒
に
『
土
佐
日
記
』
の
お
も

し
ろ
さ
、
魅
力
を
伝
え
る
た
め
の
具
体
的
な
授
業
の
方
法
に
つ
い
て
、
稿
者
な
り
の
提

言
を
し
て
み
た
い
。

　
　
　

二　
「
門
出
」（
一
）

　

前
節
の
①
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
土
佐
日
記
』
を
取
り
上
げ
る
教
科
書
は
す
べ
て
日

記
の
冒
頭
部
分
を
採
録
し
て
い
る
（「
門
出
」
ま
た
は
「
馬
の
は
な
む
け
」）。
左
に
、

日
記
冒
頭
の
十
二
月
二
十
一
日
条
・
二
十
二
日
条
を
掲
げ
よ
う
（
な
お
以
下
、『
土
佐

日
記
』
本
文
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
）。

　
　
　

男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
、
と
て
、
す
る
な
り
。

　
　
　

そ
れ
の
年
の
十
二
月
の
二
十
日
余
り
一
日
の
日
の
戌
の
刻
に
、
門
出
す
。
そ
の

よ
し
、
い
さ
ゝ
か
に
物
に
書
き
つ
く
。

　
　
　

あ
る
人
、
県
の
四
年
五
年
は
て
て
、
例
の
事
ど
も
み
な
し
終
へ
て
、
解
由
な
ど

桐
原
書
店

第
一
学
習
社

筑
摩
書
房

明
治
書
院

数
研
出
版

発
行
会
社

新　

探
究
国
語
総
合　

古
典
編

高
等
学
校　

改
訂
版　

新
編
国
語
総
合

高
等
学
校　

改
訂
版　

標
準
国
語
総
合

高
等
学
校　

改
訂
版　

国
語
総
合

高
等
学
校　

改
訂
版　

新
訂
国
語
総
合

古
典
編

国
語
総
合　

改
訂
版

精
選
国
語
総
合　

古
典
編　

改
訂
版

新　

高
等
学
校
国
語
総
合

新　

精
選
国
語
総
合　

古
典
編

新
編
国
語
総
合

改
訂
版　

高
等
学
校　

国
語
総
合

改
訂
版　

国
語
総
合　

古
典
編

教
科
書
名
・
教
科
書
番
号

363 362 361 360 359 357 356 354 353 351 350 349
門
出
・
か
し
ら
の
雪
・
帰
京

ナ
シ

門
出

門
出
・
亡
児
・
帰
京

門
出
・
亡
児
・
帰
京

門
出
・
亡
き
児
を
し
の
ぶ
・
帰
京

門
出
・
亡
き
児
を
し
の
ぶ
・
帰
京

門
出
・
帰
京

門
出
・
帰
京

ナ
シ

門
出
・
帰
京

門
出
・
忘
れ
貝
・
帰
京

『
土
佐
日
記
』
の
採
録
箇
所

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

更
級
日
記

更
級
日
記

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

ナ
シ

他
の
日
記
の

採
録
状
況
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取
り
て
、
住
む
館
よ
り
出
で
て
、
船
に
乗
る
べ
き
所
へ
渡
る
。
か
れ
こ
れ
、
知
る

知
ら
ぬ
、
送
り
す
。
年
来
よ
く
比
べ
つ
る
人
〴
〵
な
む
、
別
れ
難
く
思
ひ
て
、
日

し
き
り
に
、
と
か
く
し
つ
ゝ
、
の
ゝ
し
る
う
ち
に
、
夜
更
け
ぬ
。

　
　
　

廿
二
日
に
、
和
泉
の
国
ま
で
と
、
平
ら
か
に
願
立
つ
。
藤
原
の
と
き
ざ
ね
、
船

路
な
れ
ど
、
む
ま
の
は
な
む
け
す
。
上
・
中
・
下
、
酔
ひ
飽
き
て
、
い
と
あ
や
し

く
、
潮
海
の
ほ
と
り
に
て
、
あ
ざ
れ
合
へ
り
。

　

さ
て
、
各
教
科
書
で
は
原
則
と
し
て
、
古
典
本
文
の
あ
と
に
、
そ
の
文
章
に
つ
い
て

の
設
問
が
い
く
つ
か
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
第
一
学
習
社
361
で
は
「
門
出
」
の
本
文

の
あ
と
に
「
学
習
」
の
見
出
し
を
立
て
、
次
の
三
つ
の
課
題
を
掲
げ
て
い
る
。

　
　

一　

本
文
中
か
ら
、
事
実
を
ぼ
か
し
て
書
い
て
い
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
よ

う
。

　
　

二
「
船
路
な
れ
ど
、
む
ま
の
は
な
む
け
す
」
と
い
う
表
現
の
お
も
し
ろ
さ
を
考
え

て
み
よ
う
。

　
　

三
「
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
と
て
、
す
る
な
り
。」

の
「
な
る
」「
な
り
」
に
つ
い
て
、
違
い
が
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
文
法

的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。

　

一
は
「
そ
れ
の
年
」
や
「
あ
る
人
」
と
い
っ
た
朧
化
表
現
へ
の
、
二
は
日
記
中
に

し
ば
し
ば
出
て
く
る
諧
謔
表
現
へ
の
注
意
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
三
は
冒
頭

の
一
文
を
例
に
、
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
と
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
違
い

を
学
ば
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
会
社
の
教
科
書
で
も
お
お
む
ね
同
様
の

設
問
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
有
意
義
な
課
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
実
際

の
授
業
で
は
、
こ
れ
ら
の
設
問
に
対
す
る
解
答
を
示
す
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
も

思
わ
れ
る
。
例
え
ば
一
の
「
事
実
を
ぼ
か
し
て
書
い
て
い
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
よ

う
」
と
い
う
課
題
は
、
生
徒
が
古
文
の
表
面
的
な
意
味
を
理
解
で
き
て
い
る
か
ど
う
か

の
確
認
を
す
る
た
め
に
は
有
効
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
『
土
佐
日
記
』
と
い
う
作
品
へ
の

理
解
が
深
ま
る
と
は
い
い
が
た
い
。
生
徒
の
興
味
関
心
、
あ
る
い
は
学
力
レ
ベ
ル
を
考

慮
し
た
う
え
で
の
話
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
更
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
朧
化

表
現
を
用
い
る
こ
と
の
意
味
や
、
そ
れ
に
よ
る
表
現
上
の
効
果
を
考
え
る
よ
う
な
学
習

を
授
業
に
組
み
込
む
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
三
に
つ
い
て
も
い
え
る
だ
ろ
う
。『
土
佐
日
記
』
を
単
な
る

事
実
の
記
録
と
し
て
の
「
日
記
」
で
は
な
く
、
多
分
に
虚
構
を
含
ん
だ
「
日
記
文
学
」

と
し
て
読
み
解
く
た
め
に
は
、
こ
の
「
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て

み
む
、
と
て
、
す
る
な
り
」
と
い
う
冒
頭
の
叙
述
を
い
か
に
解
す
る
か
が
鍵
と
な
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
日
に
お
い
て
も
な
お
様
々
の
見
解
が
提
出
さ
れ
て
お
り10

、

定
解
を
み
な
い
が
、『
土
佐
日
記
』
と
い
う
作
品
の
本
質
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
唯
一
の
「
正
解
」
を
提
示
す
る
こ
と
は
極
め

て
困
難
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
高
校
の
授
業
で
、
こ
の
女
性
仮
託
の

問
題
に
つ
い
て
生
徒
と
意
見
を
交
わ
す
機
会
を
設
け
、
作
品
理
解
の
促
進
を
図
る
こ
と

が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
古
典
を
本
格
的
に
学
び
始
め
た
ば
か
り
の
高
校
一
年
生
に
と
っ
て
、
作

者
が
書
き
手
を
女
性
に
仮
託
す
る
こ
と
の
理
由
や
、
出
発
の
年
な
ど
が
あ
え
て
ぼ
か
し

て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
の
が
、
か
な
り
困
難
な
課
題
で
あ
る
こ
と

も
ま
た
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
上
記
の
問
題
に
生
徒
自
身
が
主
体
的
に

取
り
組
め
る
よ
う
な
学
習
環
境
を
生
み
出
す
方
法
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
考
え
て
み
た

い
。

　
　
　

三　
「
門
出
」（
二
）

　

生
徒
に
『
土
佐
日
記
』
の
文
学
と
し
て
の
特
質
を
考
え
さ
せ
る
た
め
の
教
材
の
工
夫

と
し
て
、
第
一
学
習
社
359
・
360
・
361
に
み
え
る
「
古
典
の
し
る
べ
4　
「
日
記
」
と
「
日

記
文
学
」」
と
題
し
た
コ
ラ
ム
は
注
目
に
値
す
る
。
当
該
コ
ラ
ム
に
は
概
略
以
下
の
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
男
性
貴
族
は
、
子
孫
に
先
例
を
伝
え
る
こ
と
を
主

た
る
目
的
と
し
て
漢
文
体
の
日
記
を
記
し
た
。
一
方
で
平
安
時
代
に
は
仮
名
で
書
か
れ

た
日
記
も
あ
り
、
こ
れ
は
主
に
女
流
作
家
が
書
い
た
の
で
「
王
朝
女
流
日
記
」
と
も
呼
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ば
れ
る
。
そ
れ
は
人
生
の
あ
る
時
期
に
お
け
る
体
験
を
振
り
返
っ
て
記
し
た
回
想
録
、

自
叙
伝
の
趣
を
も
ち
、「
日
々
の
記
録
と
し
て
の
日
記
と
は
性
質
が
異
な
る
文
学
作
品
」

で
あ
る
。
そ
の
仮
名
に
よ
る
日
記
文
学
の
元
祖
が
、
貫
之
が
女
性
に
な
り
す
ま
し
て
書

い
た
『
土
佐
日
記
』
で
あ
る
。『
土
佐
日
記
』
は
門
出
か
ら
帰
京
ま
で
の
五
十
五
日
間

の
記
録
を
、
何
も
動
き
が
な
い
日
も
含
め
て
一
日
も
漏
ら
さ
ず
に
記
す
が
、「
こ
れ
は
、

『
具
注
暦
』
の
よ
う
な
官
製
の
暦
に
毎
日
日
記
を
つ
け
て
い
た
男
性
官
僚
の
習
慣
ゆ
え
」

の
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
「
女
性
の
ふ
り
を
し
て
仮
名
で
書
い
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り

男
性
的
な
日
記
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
」。

　

こ
の
コ
ラ
ム
に
は
、
生
徒
の
『
土
佐
日
記
』
へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
、
様
々
の

工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
現
行
の
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
で
は
、
他
の

教
材
と
の
兼
ね
合
い
の
問
題
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
『
土
佐
日
記
』
に
多
く

の
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
特
に
第
一
学
習
社
361
な
ど
は
冒
頭
の

「
門
出
」
だ
け
を
採
録
し
て
い
る
が
、
当
該
箇
所
だ
け
を
取
り
上
げ
て
『
土
佐
日
記
』

の
魅
力
全
般
を
生
徒
に
伝
え
る
の
は
容
易
で
は
な
か
ろ
う
。
先
掲
の
コ
ラ
ム
は
、
そ
う

し
た
教
材
の
制
約
を
補
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。『
土

佐
日
記
』
を
単
な
る
実
録
と
し
て
の
「
日
記
」
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
「
日
記
文
学
」

と
し
て
読
み
解
く
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
教
科
書
編
纂
者
に
よ
る
工
夫

の
跡
が
窺
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
一
方
で
、
文
学
史
的
知
識
を
コ
ラ
ム
の
文
章
に
よ
っ
て
学
ぶ
だ
け
で
は
、
生

徒
が
漢
文
日
記
と
仮
名
日
記
と
の
差
異
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
に
く
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
懸
念
も
残
る
。
如
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
生
徒
が
『
土
佐
日
記
』
に
よ

り
関
心
を
も
ち
、
理
解
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
な
授
業
形
態
の
一
例
と
し
て
、
男
性
が
も

の
し
た
漢
文
日
記
の
影
印
と
、『
土
佐
日
記
』
の
影
印
と
を
副
教
材
と
し
て
用
い
る
こ

と
を
提
案
し
た
い
。
ひ
と
く
ち
に
漢
文
日
記
と
い
っ
て
も
色
々
あ
る
が
、
例
え
ば
『
御

堂
関
白
記
』
を
用
い
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
土
佐
日
記
』
よ
り
も
成
立
年
代

は
下
る
が
、
藤
原
道
長
の
自
筆
本
が
残
っ
て
い
る
点
で
資
料
的
価
値
が
高
く
、
ま
た
生

徒
も
道
長
の
こ
と
は
中
学
校
の
歴
史
の
授
業
で
習
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
、
彼
ら
の
関

心
を
惹
き
や
す
い
と
考
え
る
。

　

さ
て
、
こ
の
取
り
組
み
の
ね
ら
い
は
大
別
し
て
二
点
あ
る
。
一
点
目
は
、
古
典
の
写

本
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
、
生
徒
に
古
典
へ
の
親
し
み

と
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
近
時
、
写
本
・
版
本
や
影
印
本
を
用
い
た
授

業
の
実
践
例
が
複
数
報
告
さ
れ
て
お
り
、
く
ず
し
字
を
通
じ
た
授
業
に
お
い
て
は
、
適

切
な
教
材
を
用
い
る
こ
と
で
生
徒
の
古
典
へ
の
関
心
を
高
め
う
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ

て
い
る11

。
ま
た
そ
も
そ
も
『
土
佐
日
記
』
は
、
紀
貫
之
自
筆
本
を
藤
原
為
家
が
忠
実

に
書
写
し
た
本
（
い
わ
ゆ
る
為
家
本
）
と
、
更
に
そ
れ
を
臨
模
し
た
青
谿
書
屋
本
が
現

存
す
る
点
に
お
い
て
極
め
て
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
も
、『
土
佐
日
記
』

の
写
本
を
影
印
に
よ
っ
て
授
業
で
紹
介
す
る
こ
と
は
意
義
深
い
と
考
え
る
。

　

な
お
そ
の
際
、
写
本
間
で
本
文
に
異
同
が
あ
る
こ
と
を
に
つ
い
て
も
ぜ
ひ
言
及
し
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
古
典
文
学
作
品
を
教
科
書
の
活
字
を
通
じ
て
享
受
し
て

き
た
生
徒
に
と
っ
て
、
実
は
そ
の
本
文
が
研
究
者
に
よ
る
校
訂
を
受
け
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
こ
と
、
そ
の
一
方
で
各
写
本
の
間
に
は
様
々
な
理
由
に
よ
っ
て
生
じ
た
本
文
異
同

が
存
す
る
こ
と
な
ど
は
、
新
鮮
か
つ
興
味
深
い
事
項
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る
よ
う
。

　

こ
の
取
り
組
み
の
ね
ら
い
の
二
点
目
は
、
漢
文
日
記
で
あ
る
『
御
堂
関
白
記
』
と
、

仮
名
日
記
で
あ
る
『
土
佐
日
記
』
と
の
間
に
様
々
な
相
違
点
が
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
、

視
覚
的
・
感
覚
的
に
生
徒
に
味
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
あ
る
。
更
に
、
発
展
的
な
課
題

で
は
あ
る
が
、
両
者
の
叙
述
の
相
違
点
と
共
通
点
に
つ
い
て
生
徒
に
考
え
さ
せ
て
み
る

の
も
一
案
だ
ろ
う
。
相
違
点
・
共
通
点
と
も
に
様
々
な
観
点
か
ら
の
指
摘
が
考
え
ら
れ

る
が
、
以
下
、
そ
の
な
か
で
も
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
ら
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

　

ま
ず
両
者
の
相
違
点
を
考
え
て
み
た
い
。『
御
堂
関
白
記
』
は
漢
文
体
で
書
か
れ
て

お
り
、
そ
の
内
容
は
基
本
的
に
日
々
の
行
事
や
政
務
に
関
わ
る
備
忘
録
的
な
も
の
で
あ

る
。
一
方
で
『
土
佐
日
記
』
は
原
則
と
し
て
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
た
和
文
で
書
か
れ
て

お
り
、
そ
の
内
容
は
、
土
佐
国
を
出
発
し
て
帰
京
す
る
ま
で
の
日
々
の
出
来
事
を
記
す

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
低
い
身
分
の
人
物
や
童
・
女
性
が
多
く
登
場
し
、
更
に
、
折
々

に
詠
ま
れ
た
和
歌
や
、
船
上
か
ら
見
た
風
景
な
ど
に
関
わ
る
記
述
も
含
ま
れ
て
い
る
。
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こ
れ
ら
は
、
男
性
に
よ
る
漢
文
日
記
か
ら
は
お
よ
そ
窺
い
え
な
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
両
者
の
相
違
点
に
こ
そ
、『
土
佐
日
記
』
の
書
き
手
が
女
性
に
仮
託
さ
れ
た
こ

と
の
理
由
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
日
記
が
女
性
の
手
に
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
作
品
の
冒
頭
で
宣
言
さ
れ
る
こ
と
で
、
仮
名
散
文
に
よ
る
叙
述
が
可
能

と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
や
女
性
が
和
歌
を
詠
む
様
や
、
屏

風
絵
さ
な
が
ら
の
美
し
い
風
景
、
ま
た
書
き
手
が
折
に
ふ
れ
て
抱
い
た
感
懐
な
ど
と

い
っ
た
、
漢
文
日
記
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
多
様
な
モ
チ
ー
フ
を
描
写
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
二
つ
の
日
記
の
共
通
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
両
者
が
と
も
に
毎
日

の
記
録
を
書
き
留
め
た「
日
録
」の
体
裁
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ『
土
佐
日
記
』は
、

仮
名
に
よ
る
日
記
と
い
う
新
た
な
散
文
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
を
切
り
開
き
な
が
ら
、
日
録

と
い
う
形
式
は
漢
文
日
記
の
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
生
徒
に
自
由
な
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
み
る
の
も
有
意
義
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
当
該
の
問
題
に
つ
い
て
、
先
述
の
第
一
学
習
社
の
コ
ラ
ム
で
は
、
作
者
が
「
や

は
り
男
性
的
な
日
記
の
形
式
に
と
ら
わ
れ
た
」
ゆ
え
の
所
為
と
み
な
し
て
い
る
が
、
そ

の
見
方
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
稿
者
の
見
解
を
述
べ
て
お
け
ば
、『
土

佐
日
記
』
が
五
十
五
日
間
の
旅
の
記
録
を
一
日
も
漏
ら
さ
ず
記
す
の
は
、
漢
文
日
記
の

も
ど
き

0

0

0

・
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
、
実
録
性
を
装
う
た
め
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か

12

。
つ
ま
り
こ
れ
を
、
作
者
に
よ
る
、
す
ぐ
れ
て
戦
略
的
な
文
学
と
し
て
の

叙
述
の
方
法
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

四　
「
門
出
」
以
外
の
記
事
の
教
材
と
し
て
の
意
義

　

前
節
ま
で
で
は
「
門
出
」（「
馬
の
は
な
む
け
」）
と
称
さ
れ
る
日
記
冒
頭
部
分
を
中

心
に
論
じ
て
き
た
が
、
本
節
で
は
、
そ
れ
以
外
の
記
事
の
教
材
と
し
て
の
意
義
を
考
え

て
み
た
い
。

　

第
二
節
の
②
・
③
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
土
佐
日
記
』
を
採
録
す
る
「
国
語
総
合
」

の
教
科
書
十
八
冊
の
う
ち
、
十
六
冊
が
日
記
末
尾
の
「
帰
京
」
を
、
十
一
冊
が
亡
き
子

に
関
わ
る
記
事
（「
羽
根
と
い
ふ
所
」、「
忘
れ
貝
」、「
亡
き
児
を
し
の
ぶ
」、「
亡
児
」）

を
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
亡
き
子
に
関
す
る
記
述
は
、
日
記
最
末

の
記
事
（
教
科
書
に
「
帰
京
」
の
見
出
し
で
採
録
さ
れ
る
、
二
月
十
六
日
条
）
を
含
め

て
日
記
中
に
六
箇
所
み
ら
れ
（
十
二
月
二
十
七
日
条
、
一
月
十
一
日
条
、
二
月
四
日
条
、

二
月
五
日
条
、
二
月
九
日
条
、
二
月
十
六
日
条
）、
日
記
全
体
を
貫
く
重
要
な
主
題
の

一
つ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
多
く
の
教
科
書
が
亡
き
子
に
つ
い
て
の
記
述
を
有
す
る
記

事
を
採
録
す
る
の
も
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
亡
き
子
に
関
す
る
記
事
を
授
業
で
取
り
上
げ
る
際
に
留
意
し
た
い

の
は
、
近
時
、
こ
の
亡
き
子
が
実
は
虚
構
の
存
在
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
の
見
方
が

有
力
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る13

。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
い
ま
、
亡
き
子

に
関
係
す
る
記
事
の
一
例
と
し
て
、
東
京
書
籍
333
・
334
が
採
録
す
る
「
羽
根
と
い
ふ
所
」

（
一
月
十
一
日
条
の
一
部
）
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
　

今
し
、
羽
根
と
い
ふ
所
に
来
ぬ
。
稚
き
童
、
こ
の
所
の
名
を
聞
き
て
、「
羽
根

と
い
ふ
所
は
、
鳥
の
羽
根
の
や
う
に
や
あ
る
」
と
言
ふ
。
ま
だ
幼
き
童
の
言
な
れ

ば
、
人
〴
〵
笑
ふ
時
に
、
あ
り
け
る
女
童
な
む
、
こ
の
歌
を
詠
め
る
。

　
　
　
　

ま
こ
と
に
て
名
に
聞
く
所
羽
根
な
ら
ば
飛
ぶ
が
ご
と
く
に
都
へ
も
が
な

　
　

と
ぞ
言
へ
る
。
男
も
女
も
、
い
か
で
疾
く
京
へ
も
が
な
と
思
ふ
心
あ
れ
ば
、
こ
の

歌
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
げ
に
、
と
思
ひ
て
、
人
〴
〵
忘
れ
ず
。
こ
の
羽
根
と

い
ふ
所
問
ふ
童
の
つ
い
で
に
ぞ
、
ま
た
昔
へ
人
を
思
ひ
出
で
て
、
い
づ
れ
の
時
に

か
忘
る
ゝ
。
今
日
は
ま
し
て
、
母
の
悲
し
が
ら
る
ゝ
こ
と
は
。
下
り
し
時
の
人
の

数
足
ら
ね
ば
、
古
歌
に
、「
数
は
足
ら
で
ぞ
帰
る
べ
ら
な
る
」
と
い
ふ
言
を
思
ひ

出
で
て
、
人
の
詠
め
る
、

　
　
　
　

世
の
中
に
思
ひ
や
れ
ど
も
子
を
恋
ふ
る
思
ひ
に
ま
さ
る
思
ひ
な
き
か
な

　
　

と
言
ひ
つ
ゝ
な
む
。

　
「
羽
根
と
い
ふ
所
」
は
、「
羽
根
」
と
い
う
地
名
に
興
味
を
惹
か
れ
た
女
童
が
和
歌
を
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七
七

詠
む
前
半
部
と
、
亡
き
子
へ
の
思
い
が
語
ら
れ
る
後
半
部
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

眼
前
の
愛
ら
し
い
女
童
の
姿
に
つ
い
亡
き
子
を
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
い
、
帰
京
を
手
放

し
で
喜
べ
な
い
で
い
る
母
の
姿
は
哀
れ
を
誘
う
が
、こ
の
条
に
つ
い
て
、『
古
今
和
歌
集
』

の
羇
旅
部
の
四
一
一
・
四
一
二
番
歌
を
典
拠
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
指

摘
が
あ
る
こ
と14

は
看
過
で
き
な
い
。『
古
今
和
歌
集
』
の
当
該
歌
の
本
文
は
次
の
通
り

で
あ
る（
な
お
本
文
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
が
、適
宜
私
に
表
記
を
改
め
た
）。

武
蔵
の
国
と
下
総
の
国
と
の
中
に
あ
る
隅
田
河
の
ほ
と
り
に
至
り
て
、
都
の

い
と
恋
し
う
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
し
ば
し
河
の
ほ
と
り
に
下
り
ゐ
て
、
思
ひ
や

れ
ば
限
り
な
く
遠
く
も
来
に
け
る
か
な
と
思
ひ
わ
び
て
な
が
め
を
る
に
、
渡

し
守
、「
は
や
舟
に
乗
れ
、
日
暮
れ
ぬ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
舟
に
乗
り
て
渡

ら
む
と
す
る
に
、
み
な
人
も
の
わ
び
し
く
て
、
京
に
思
ふ
人
な
く
し
も
あ
ら

ず
、
さ
る
を
り
に
し
ろ
き
と
り
の
は
し
と
足
と
赤
き
、
河
の
ほ
と
り
に
あ
そ

び
け
り
。
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な
り
け
れ
ば
、み
な
人
見
知
ら
ず
。
渡
し
守
に
、

「
こ
れ
は
何
鳥
ぞ
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、「
こ
れ
な
む
都
鳥
」
と
い
ひ
け
る
を
聞

き
て
詠
め
る

　
　

名
に
し
負
は
ば
い
ざ
事
と
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と（
四
一
一
）

　
　
　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

　
　

北
へ
行
く
雁
ぞ
鳴
く
な
る
連
れ
て
来
し
数
は
足
ら
で
ぞ
帰
る
べ
ら
な
る（
四
一
二
）

こ
の
歌
は
、
あ
る
人
、
男
女
も
ろ
と
も
に
人
の
国
へ
ま
か
り
け
り
、
男
ま

か
り
至
り
て
す
な
は
ち
身
ま
か
り
に
け
れ
ば
、
女
ひ
と
り
京
へ
帰
り
け
る

道
に
、
帰
る
雁
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
詠
め
る
と
な
む
い
ふ

　

紙
幅
の
都
合
上
『
土
佐
日
記
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
詳
述
す

る
こ
と
は
避
け
る
け
れ
ど
も
、留
意
し
た
い
の
は
、『
土
佐
日
記
』
の
「
羽
根
と
い
ふ
所
」

の
記
事
が
、『
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
プ
レ
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
き
巧
み
に
構
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
亡
き
子
が
貫
之
に
よ
る
虚
構
で

あ
る
と
す
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
当
該
条
で
語
ら
れ
る
亡
き
子
へ
の
思
い
は
、
こ
の
旅
日

記
に
通
底
す
る
「
喪
失
感
」15

の
象
徴
と
し
て
の
表
現
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
各
社
の
教
科
書
の
な
か
に
は
、
日
記
中
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
亡

き
子
へ
の
思
い
が
実
は
虚
構
に
基
づ
く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
言
及
す
る
も
の
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
高
校
の
授
業
に
お
い
て
あ
ま
り
に
複
雑
な
議
論
に
立
ち
入

る
必
要
は
な
か
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
亡
き
子
」
が
虚
構
の
存
在
で
あ
る
可
能
性
に

つ
い
て
、
授
業
の
な
か
で
ご
く
簡
単
に
で
も
紹
介
す
る
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
、『
土
佐
日
記
』
が
単
な
る
事
実
の
記
録
と
し
て
の
「
日

記
」
で
は
な
く
、
事
実
を
再
構
成
し
、
時
に
虚
構
を
も
含
み
込
み
な
が
ら
作
り
上
げ
ら

れ
た
「
日
記
文
学
」
で
あ
る
こ
と
を
解
す
る
た
め
の
一
助
と
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ

る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
国
語
総
合
」
の
定
番
教
材
で
あ
る
『
土
佐
日
記
』
を
題
材
に
、
現
行

の
国
語
教
科
書
に
基
づ
く
具
体
的
な
授
業
の
実
践
法
に
つ
い
て
の
稿
者
な
り
の
試
案
を

述
べ
て
き
た
。
も
と
よ
り
、
古
典
の
授
業
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か
に
つ
い
て
は
、
対
象

と
す
る
生
徒
の
立
場
に
関
わ
る
要
素
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
授
業
が

大
学
入
試
に
古
典
を
必
要
と
す
る
生
徒
に
向
け
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
授

業
の
内
容
は
大
き
く
左
右
さ
れ
よ
う
。
教
育
現
場
で
は
、
そ
の
よ
う
な
実
情
に
沿
っ
た

臨
機
応
変
な
教
授
法
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
こ
れ
か
ら
の
古
典
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
常
に
稿
者
の

頭
を
悩
ま
せ
て
き
た
の
が
、
教
育
と
研
究
と
の
関
係
性
で
あ
る
。
高
校
で
の
古
典
の
授

業
に
最
新
の
研
究
成
果
を
反
映
さ
せ
れ
ば
す
ぐ
れ
た
教
育
が
実
現
で
き
る
か
と
い
え

ば
、
多
分
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
よ
り
よ
い
古
典
教
育
を
行
う
た
め

に
重
要
な
の
は
、
古
典
研
究
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
教
育
現
場
に
還
元
し
、
ま
た
教
育

の
場
で
の
実
践
例
を
ど
の
よ
う
に
研
究
に
昇
華
さ
せ
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
、

教
育
者
・
研
究
者
の
双
方
が
不
断
に
考
え
続
け
て
い
く
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
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1　

二
〇
一
五
年
十
月
十
日
、
於
岡
山
大
学
津
島
キ
ャ
ン
パ
ス
。

2　

例
え
ば
梶
川
信
行
編
『
お
か
し
い
ぞ
！
国
語
教
科
書　

古
す
ぎ
る
万
葉
集
の
読
み
方
』（
笠

間
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
や
土
方
洋
一
『
古
典
を
勉
強
す
る
意
味
っ
て
あ
る
ん
で
す
か
？　

こ
と
ば
と
向
き
合
う
子
ど
も
た
ち
』（
青
簡
舎
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま

た
『
国
語
と
国
文
学
』（
九
二
―
一
一
、二
〇
一
五
年
十
一
月
）
で
は
「
教
育
と
研
究
」
と
題

し
た
特
集
が
編
ま
れ
た
。
な
お
近
年
、
大
学
で
の
古
典
教
育
に
つ
い
て
も
様
々
な
提
言
が
な

さ
れ
て
い
る
（
小
林
ふ
み
子
・
中
嶋
真
也
・
中
野
貴
文
・
平
野
多
恵
「
古
典
文
学
を
ア
ク
テ
ィ

ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
ま
な
ぶ　

和
歌
を
演
じ
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」（『
リ
ポ
ー
ト
笠
間
』

五
八
、二
〇
一
五
年
五
月
）
等
）。

3　

教
科
書
協
会
「
教
科
書
発
行
の
現
状
と
課
題
（
二
〇
一
七
年
度
版
）」
二
〇
一
七
年
（
最

終
閲
覧
日　

二
〇
一
七
年
九
月
二
十
日
、http://w

w
w
.textbook.or.jp/

publications/

）

4　

現
存
伝
本
は
す
べ
て
『
土
左
日
記
』
の
表
記
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
書
名
を
『
土
左
日
記
』

と
表
記
す
る
べ
き
だ
と
の
見
解
も
あ
る
（
東
原
伸
明
「
は
じ
め
に
」『
土
左
日
記
虚
構
論　

初
期
散
文
文
学
の
形
成
と
国
風
文
化
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
年
）
に
詳
し
い
）。
極
め

て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
現
行
の
国
語
教
科
書
で
は
原
則
と
し
て
『
土
佐
日
記
』
の
表
記

が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
『
土
佐
日
記
』
の
表
記
を
用
い

る
こ
と
と
す
る
。

5　

四
国
大
学
で
二
〇
一
七
年
度
前
期
に
開
講
さ
れ
た
「
古
文
講
読
」
の
授
業
（
文
学
部
書
道

文
化
学
科
一
年
生
と
日
本
文
学
科
一
年
生
を
対
象
と
す
る
）
に
お
い
て
、『
土
佐
日
記
』
を

取
り
上
げ
た
。
そ
の
際
、
日
記
の
影
印
本
（
青
谿
書
屋
本
の
も
の
）
を
資
料
と
し
て
配
布
し

た
と
こ
ろ
、
学
生
か
ら
は
、『
土
佐
日
記
』
に
よ
り
興
味
を
も
て
た
と
の
反
響
が
あ
っ
た
。

特
に
、
書
道
を
専
攻
す
る
書
道
文
化
学
科
の
学
生
は
写
本
の
筆
跡
等
に
も
関
心
を
寄
せ
た
よ

う
で
あ
る
。

6　

東
京
書
籍
333
の
解
説
。

7　

第
一
学
習
社
361
の
作
者
解
説
。

8　

現
行
の
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
は
、
仮
名
の
日
記
文
学
を
教
材
と
し
て
採
録
す
る
も
の

は
な
い
。
つ
ま
り
、
中
学
・
高
校
と
古
典
の
授
業
を
受
け
て
き
た
生
徒
が
初
め
て
授
業
で
習

う
日
記
文
学
作
品
が
『
土
佐
日
記
』
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。

9　

例
え
ば
第
一
学
習
社
361
の
解
説
に
は
、「
土
佐
守
の
任
期
を
終
え
た
作
者
が
、
国
司
の
館

を
門
出
し
て
か
ら
帰
京
す
る
ま
で
の
旅
日
記
」
と
あ
る
。
ま
た
教
育
出
版
341
・
342
で
は
『
土

佐
日
記
』
は
「
日
記
と
紀
行
」
と
い
う
章
の
中
に
、「
土
佐
日
記
・
奥
の
細
道
・
俳
諧
」
の

順
で
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
土
佐
日
記
』
と
『
奥
の
細
道
』
と
の
紀
行
文
と

し
て
の
性
格
を
重
視
し
た
構
成
と
い
え
よ
う
。

10　

諸
説
に
つ
い
て
は
注
4
東
原
著
書
第
一
章
に
詳
し
い
。

11　

加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字
に
よ
る
古
典
教
育
の
試
み
―
日
本
近
世

文
学
会
に
よ
る
出
前
授
業
―
」（『
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
高
等
学
校
紀
要
』

六
一
、二
〇
一
六
年
十
二
月
）

12　
『
土
佐
日
記
』
中
に
は
「
十
二
日
。
山
崎
に
泊
れ
り
。」「
十
三
日
。
な
ほ
、
山
崎
に
。」
の

よ
う
な
ご
く
短
い
記
述
の
み
か
ら
成
る
記
事
が
散
見
す
る
。
神
田
龍
身
氏
（「『
土
佐
日
記
』

―
言
葉
と
死
」『
紀
貫
之　

あ
る
か
な
き
か
の
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
八
年
））
は
、『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
は
「
日
並
と
い
う
形
式
自
体
が
対
象
化
さ
れ
、

い
か
に
も
日
並
ら
し
く
記
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
が
、ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

13　

長
谷
川
政
春
「
土
佐
日
記
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」『
紀
貫
之
論
』（
有
精
堂
、一
九
八
四
年
）
等
。

14　

長
谷
川
政
春
「
土
佐
日
記
の
方
法
―
紀
行
文
学
の
発
生
と
羇
旅
歌
の
伝
統
―
」（『
東
横
国

文
学
』
一
四
、一
九
八
二
年
三
月
）

15　

注
十
二
神
田
著
書
第
六
章
。


