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学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
は
何
か
。

小
学
校
で
の
学
習
指
導
の
課
題
と
方
策
を
追
い
ま
し
た
。

「
親
し
む
こ
と
」へ
の
方
略

兵
庫
教
育
大
学
名
誉
教
授

中
洌　

正
堯

こ
と
わ
ざ
等
は
「
使
う
こ
と
」
を
目
ざ
す

　

小
学
校
中
学
年
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す

る
事
項
」
の
（
イ
）
に
「
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ

と
わ
ざ
や
慣
用
句
、故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、

使
う
こ
と
」
と
い
う
条
項
が
あ
る
。

　

今
回
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
伝
統

的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
の
基
本
精
神
は
、

「
低
学
年
か
ら
触
れ
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
親
し
む
態

度
の
育
成
」
に
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
こ
と
わ

ざ
等
の
条
項
は
「
使
う
こ
と
」
と
あ
り
、
積
極
的
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
古
典
な
ど
の
言
語
文
化

と
は
ち
が
っ
て
、
こ
と
わ
ざ
等
が
実
際
の
言
語
生
活

に
お
い
て
使
わ
れ
て
き
た
し
、
今
も
使
わ
れ
て
い
る

と
い
う
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

言
語
能
力
育
成
の
場
は
今
？

　

言
語
能
力
は
ど
こ
で
身
に
つ
く
か
。
学
習
者
ご
と

に
そ
の
時
処
位
に
違
い
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

一
般
的
に
は
、
ま
ず
Ａ
「
国
語
教
室
」
で
あ
る
。
次

に
は
Ｂ
「（
他
教
科
等
を
ふ
く
む
）
学
校
教
育
」
で

あ
る
。
そ
れ
か
ら
Ｃ
「
家
庭
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
Ｄ

「
社
会
（
マ
ス
コ
ミ
等
）」
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
場
に
お
け
る
こ
と
わ
ざ
等
の
「
知
る
」

「
使
う
」状
況
を
想
定
し
て
み
る
。中
学
年
で
の
Ａ「
国

語
教
室
」
に
お
い
て
、
教
科
書
等
を
中
心
に
こ
と
わ

ざ
等
を
用
意
し
、学
習
者
も
調
べ
る
な
ど
し
て
、「
知

る
」（
理
解
す
る
、
記
憶
す
る
）
こ
と
は
そ
れ
な
り

に
で
き
る
。
し
か
し
、「
使
う
」
こ
と
の
生
き
た
場

と
し
て
は
、取
り
扱
う
こ
と
わ
ざ
等
の
質
量
に
し
ろ
、

学
習
指
導
上
の
く
ふ
う
に
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
に
限
界
が

あ
る
。
こ
の
限
界
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、Ｃ
の「
家

庭
」
の
力
を
借
り
る
の
が
得
策
で
あ
る
。

「
家
庭
」
の
力
を
借
り
る
方
略

　

第
一
に
、
こ
と
わ
ざ
等
の
低
学
年
、
中
学
年
、
高

学
年
の
配
当
表
を
作
る
。

　

各
学
校
の
教
員
全
員
で
、
対
象
の
こ
と
わ
ざ
等
の

辞
典
か
ら
小
学
校
で
扱
え
る
も
の
を
選
び
出
す
。

　

そ
の
後
、
学
年
団
に
分
か
れ
、
実
践
感
覚
に
よ
っ

て
低
学
年
で
扱
え
る
も
の
を
選
び
出
す
。
中
学
年
団

は
低
学
年
の
も
の
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
段
階
を
選
び

出
す
。
こ
う
し
て
作
っ
た
学
年
配
当
表
は
、
固
定
的

な
も
の
で
は
な
く
一
つ
の
目
安
と
し
、
実
践
に
よ
っ

て
改
訂
し
て
い
く
。
こ
の
配
当
表
は
、
子
ど
も
た
ち

の
顔
を
見
な
が
ら
、
使
用
教
科
書
の
内
容
と
照
ら
し

な
が
ら
自
分
た
ち
で
作
る
の
が
絶
対
い
い
。
自
分
た

ち
で
つ
く
る
と
、
Ｂ
「（
他
教
科
等
を
ふ
く
む
）
学

校
教
育
」の
場
で
も
生
か
し
や
す
く
な
る
。
と
く
に
、

伝
統
的
な
言
語
文
化
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生
活
科
や
道
徳
で
使
え
る
。
配
当
表
は
次
の
学
年
を

見
通
し
た
語
句
指
導
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
。さ
ら
に
、

配
当
表
は
、
子
ど
た
ち
が
進
学
す
る
中
学
校
に
も
届

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
に
、
各
学
級
で
「
学
級
通
信
」「
国
語
通
信
」

な
ど
を
発
行
し
、こ
と
わ
ざ
等
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、

家
庭
に
「
今
、
こ
ん
な
こ
と
わ
ざ
を
勉
強
し
て
い
ま

す
。」
と
い
う
情
報
を
伝
え
る
。

　

家
庭
で
は
、「
知
っ
て
い
る
、
い
な
い
」「
憶
え
て

い
る
、
い
な
い
」
で
は
な
く
、「
ど
う
い
う
と
き
に

使
う
、
使
わ
な
い
」
と
か
、
そ
の
こ
と
わ
ざ
を
め
ぐ

る
生
活
観
や
人
生
観
な
ど
の
話
し
合
い
を
期
待
す

る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
う
い
う
話
し
合
い
に
な

る
よ
う
に
、
こ
と
わ
ざ
を
め
ぐ
る
話
題
（
相
反
す
る

こ
と
わ
ざ
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
）
を
提
供
す
る
。

　

と
も
あ
れ
、
家
庭
で
そ
う
い
う
話
し
合
い
が
世
代

を
超
え
て
で
き
る
言
語
文
化
は
、
今
や
、
こ
と
わ
ざ

等
が
唯
一
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
機
会
に
、

「
家
庭
」
と
の
共
育
を
は
か
り
た
い
。

　

第
三
に
、
家
庭
で
の
話
し
合
い
を
発
表
し
た
り
、

文
章
化
し
た
り
し
て
、
問
題
に
な
っ
た
こ
と
の
解
決

や
新
た
な
発
見
へ
の
評
価
な
ど
、
次
の
学
習
へ
と
発

展
さ
せ
る
。

言
語
能
力
育
成
の
場
の
あ
り
よ
う

　

こ
と
わ
ざ
等
を
「
使
う
」
こ
と
の
生
き
た
場
と
し

て
Ｃ
「
家
庭
」
の
支
援
を
求
め
た
。
そ
の
裏
側
で
ひ

そ
か
に
大
胆
に
願
っ
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
言
語
能

力
育
成
の
場
を
ふ
く
め
た
国
民
の
言
語
生
活
向
上
の

環
境
づ
く
り
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
次
に
は
、
こ

と
わ
ざ
等
か
ら
伝
統
的
な
言
語
文
化
全
体
に
広
げ
て

考
え
る
必
要
が
あ
る
。
言
語
能
力
育
成
の
場
も
Ａ
〜

Ｄ
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
ど
う
い
う
役
割
を
果
た
す
の

か
、
内
な
る
自
覚
と
外
か
ら
の
期
待
を
明
ら
か
に
す

る
。
こ
れ
ら
の
関
係
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
言
語
文

化
に
つ
い
て
「
知
る
こ
と
」「
使
う
こ
と
」「
親
し
む

こ
と
」
そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
も
見
え
て
く
る
。

　

こ
の
時
点
で
言
え
る
こ
と
は
、
学
習
者
が
「
国
語

教
室
」
で
、
あ
る
程
度
「
知
る
こ
と
」
が
で
き
た
と

し
て
、
Ｂ
〜
Ｄ
の
場
で
の
刺
激
、
反
応
が
弱
け
れ
ば
、

「
親
し
む
」
と
い
う
感
性
は
は
た
ら
か
ず
、
そ
れ
ら

の
累
積
と
し
て
の
態
度
形
成
に
は
至
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
伝
統
的
な
言
語
文
化
は
、
学
習
者
が

自
力
で
世
界
を
広
げ
て
い
く
の
に
は
抵
抗
が
多
い
だ

け
に
、
言
語
能
力
育
成
の
場
（
言
語
環
境
）
の
あ
り

よ
う
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

こ
と
ば
学
び
の
日
常
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

　

で
は
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
た
め
に
ど

ん
な
言
語
環
境
の
整
備
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
先
の

こ
と
わ
ざ
等
に
つ
い
て
の
方
略
も
そ
の
一
つ
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
せ
め
て
み
た
い
。

　

か
つ
て
「
こ
と
ば
学
び
の
日
常
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」

を
論
じ
て
、
教
科
の
論
理
を
具
現
化
し
た
教
科
書
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
縦
糸
に
し
、「
季
節
・
風
土
」
に

基
づ
い
て
生
活
の
論
理
を
具
現
化
し
た
日
常
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
横
糸
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
四
月

な
ら
そ
の
土
地
の
四
月
の
時
季
に
ふ
さ
わ
し
い
題
材

で
学
習
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
自
然
と
生
活
」
の

再
発
見
に
も
な
る
し
、
こ
と
ば
を
実
感
的
に
把
握
す

る
点
で
も
有
効
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
に
よ
っ

て
伝
統
的
な
言
語
文
化
へ
の
架
橋
も
容
易
に
な
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
参
考
例
の
一
つ
は
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。（
注
１
）

　

１　

桜
咲
く
こ
ろ

　

２　

青
葉
若
葉
の
色
ど
り

　

３　

雨
も
楽
し

　

４　

氷
室
の
日

　

５　

太
陽　

お
日
様　

今
日
は

　

６　

夜
の
秋
見
つ
け
た

　

７　

僕
の
お
月
見　

私
の
お
月
見

　

８　

梢
の
秋　

紅
葉　

草
も
み
じ
を
見
つ
け
る

　

９　

植
物
（
花
）
動
物
（
鳥
・
虫
）
に
寄
せ
て

　

10�　

好
き
な
食
べ
物　

嫌
い
な
食
べ
物
（
味
覚
の

表
現
）

　

11　

雪
を
待
つ

　

12　

光
の
春　

見
つ
け
た
春

　

13　

五
節
句　

折
り
折
り
の
季
節
感
（
発
展
）

　

こ
れ
は
、
中
学
校
で
の
短
作
文
の
年
間
課
題
と
し

て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
雪
月
花
」
を
軸
に

し
た
伝
統
へ
の
橋
渡
し
も
あ
り
、「
季
節
・
風
土
」
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を
と
ら
え
る
指
導
者
の
目
配
り
も
よ
く
利
い
て
い

る
。

　

こ
の
た
び
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
へ
の
着
目

を
機
会
に
、
こ
の
よ
う
な
日
常
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
回

復
し
、
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
実
践
の
中
に
、「
伝

統
的
な
言
語
文
化
」
を
取
り
込
ん
で
い
く
の
が
「
親

し
む
」
こ
と
へ
の
ま
っ
と
う
な
道
に
な
る
。
は
じ
め

に
Ａ
「
国
語
教
室
」
の
教
材
あ
り
き
で
は
、「
知
る

こ
と
」（
理
解
す
る
こ
と
、
憶
え
る
こ
と
）
を
中
心

に
し
た
学
習
の
負
担
増
に
な
っ
て
し
ま
う
。
教
科
的

に
「
知
る
こ
と
」
か
ら
言
語
生
活
的
に
「
親
し
む
こ

と
」
へ
の
転
換
を
は
か
り
た
い
。

飛
び
石
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
提
案

　

こ
れ
は
、
時
季
ご
と
に
一
〜
二
時
間
程
度
、
話
題

（
学
習
材
）
を
取
り
立
て
、
飛
び
石
ふ
う
に
進
ん
で
、

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構

成
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
こ
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
は
、
生
活
科
に
も
、
総
合
的
な
学
習
の

時
間
に
も
加
わ
っ
て
も
ら
う
。

　

こ
の
実
践
的
展
開
も
、こ
と
わ
ざ
等
と
同
様
、「
学

級
通
信
」「
国
語
通
信
」
等
で
、「
今
、
こ
ん
な
も
の

を
読
ん
だ
り
、
こ
ん
な
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
り
し

て
い
る
」
こ
と
を
「
家
庭
」
に
届
け
て
、
言
語
環
境

づ
く
り
を
推
進
す
る
。

　

以
下
、
小
学
校
高
学
年
の
飛
び
石
例
の
い
く
つ
か

を
掲
げ
て
み
よ
う
。

（
ア
）
小
学
唱
歌
「
夏
は
来
ぬ
」

　

四
季
の
移
り
変
わ
り
の
初
め
に
、
堀
内
敬
三
・
井

上
武
士
編
『
日
本
唱
歌
集
』（
岩
波
文
庫
）
な
ど
か

ら
歌
を
取
り
出
す
の
は
、
妥
当
な
学
習
材
開
発
で
あ

る
。

　

春
に
は
春
の
歌
が
あ
る
。
夏
で
よ
く
紹
介
さ
れ
る

も
の
の
一
つ
に
「
夏
は
来
ぬ
」（
佐
佐
木
信
綱
）
が

あ
る
。
五
番
ま
で
あ
る
歌
詞
を
全
部
扱
う
か
、
選
択

す
る
か
。
学
び
の
展
開
の
た
め
に
、
一
番
と
五
番
を

選
択
し
た
い
。

　

歌
詞
の
一
番
で
は
、「
う
の
花
」「
時
鳥
」「
忍
音
」

五
番
で
は
、「
さ
つ
き
や
み
」「
蛍
」「
水
鷄
」「
早
苗
」

な
ど
の
事
物
確
認
が
い
る
。
私
の
現
在
の
生
活
圏
で

は
ど
れ
も
実
見
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、問
題
は
、「
う

の
花
」
を
見
、「
時
鳥
」
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き

た
と
し
て
も
、
生
活
圏
に
は
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
確

か
め
合
う
仲
間
が
い
な
い
。
知
ら
な
い
と
い
う
人
が

多
い
。
一
般
家
庭
に
、
そ
の
力
（
興
味
・
関
心
）
を

取
り
戻
し
た
い
と
願
う
。

「
さ
つ
き
や
み
」と
い
う
こ
と
ば
、「
さ
つ
き
」と「
や

み
」の
結
び
つ
き
を
考
え
て
み
る
。「
五
月
雨
」や「
木

の
下
闇
」な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
す
る
。そ
の
や
み
へ「
蛍
」

で
あ
る
。
こ
こ
へ
く
る
と
、
枕
草
子
第
一
段
の
「
春

は
あ
け
ぼ
の
。」
に
つ
づ
く
、

　
　

�　

夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
、
や
み
も

な
ほ
蛍
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。
雨
な
ど
の
降
る
さ

へ
を
か
し
。

と
い
う
表
現
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
意
欲
次
第
で
、「
時
鳥
」
の
歌
、「
蛍
」
の

歌
、「
春
が
来
た
」と
の
比
べ
読
み
へ
と
広
げ
て
い
く
。

（
イ
）
和
歌
「
世
の
中
は
な
に
か
常
な
る
」

　

私
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
「
歳
事
（
時
）
記
的

方
法
」「
風
土
記
的
方
法
」
を
主
張
し
、
そ
の
実
践

の
書
（『
こ
と
ば
学
び
の
放
射
線
』
三
省
堂
）
に
、

花
の
章
、
川
の
章
、
竹
の
章
、
鳥
の
章
、
虫
の
章
、

魚
の
章
、
月
の
章
、
風
の
章
、
雪
の
章
を
設
け
た
。

　

川
に
関
し
て
、
私
の
と
は
違
っ
た
伝
統
的
な
言
語

文
化
の
視
点
か
ら
コ
ン
パ
ク
ト
に
指
摘
し
た
論
考
が

あ
る
。（
注
２
）

　

論
考
は
、
川
の
流
れ
を
撮
っ
た
美
し
い
写
真
な
ど

を
導
入
に
し
な
が
ら
、
古
今
和
歌
集
よ
み
人
し
ら
ず

の
歌
「
世
の
中
は
な
に
か
常
な
る
明
日
香
川
昨
日
の

淵
ぞ
今
日
は
瀬
に
な
る
」を
提
示
す
る
。こ
れ
に
、「
親

し
む
」に
最
低
限
必
要
な
手
立
て
と
解
説
を
加
え
る
。

次
に
、
方
丈
記
冒
頭
の
一
条
「
行
く
川
の
〜
世
の
中

に
あ
る
人
と
住
家
と
、
ま
た
か
く
の
ご
と
し
」
を
大

意
と
と
も
に
提
示
す
る
。
さ
ら
に
、島
崎
藤
村
の「
千

曲
川
旅
情
の
歌
」
の
全
文
を
提
示
し
、
読
ん
で
気
づ

い
た
こ
と
を
話
し
合
わ
せ
る
。
こ
う
し
て
、「
無
常
」

と
い
う
主
題
、
昨
日
・
今
日
・
明
日
と
い
う
表
現
技

法
な
ど
の
「
伝
統
」
の
内
実
を
把
握
さ
せ
よ
う
と
す

る
。

（
ウ
）「
か
ぐ
や
姫
の
居
場
所
」

　

中
秋
の
名
月
が
近
づ
い
た
こ
ろ
、
竹
取
物
語
を
取
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り
上
げ
る
。

　
　

�　

い
ま
は
む
か
し
、
た
け
と
り
の
翁
と
い
ふ
も

の
あ
り
け
り
。
〜
そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る

竹
な
む
一
す
ぢ
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り
て
、

寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を

見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く

し
う
て
ゐ
た
り
。

　

こ
の
後
、
竹
取
物
語
の
あ
ら
す
じ
を
、
み
ん
な
の

情
報
を
出
し
合
っ
て
作
り
上
げ
る
。

　

物
語
の
全
体
像
を
お
さ
え
た
と
こ
ろ
で
も
う
一

度
、か
ぐ
や
姫
の
登
場
場
面
に
帰
る
。「
ゐ
た
り
」は
、

単
に
そ
こ
に
い
る
イ
メ
ー
ジ
か
、
す
わ
っ
て
い
る
イ

メ
ー
ジ
か
を
想
像
し
て
も
ら
う
。

　

月
の
出
の
待
ち
方
に
、「
立
ち
待
ち
月
」、「
居
待

ち
月
」、「
臥
し
待
ち
月
」
と
あ
る
こ
と
、「
立
ち
居

振
る
舞
い
」、「
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
」
な

ど
の
こ
と
ば
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
居
」
に
「
す

わ
る
」
と
い
う
字
義
の
あ
る
こ
と
を
知
る
。

　

最
近
よ
く
使
わ
れ
る
「
居
場
所
」「
立
ち
位
置
」

と
い
う
こ
と
ば
も
あ
る
。

「
居
」
を
使
っ
た
こ
と
ば
で
、「
円
居
」「
独
居
」
が

あ
り
、「
円
居
」
は
「
団
欒
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。

そ
ん
な
ふ
う
に
こ
と
ば
を
響
き
合
わ
せ
て
み
て
、「
居

場
所
」
と
は
ど
う
い
う
場
所
の
こ
と
か
を
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
か
ぐ
や
姫
の
求
め
る
居
場
所
は
ど
こ

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
問
う
。

　

ほ
か
に
、月
に
か
か
わ
っ
て
、高
学
年
で
い
っ
し
ょ

に
読
ん
で
考
え
て
み
た
い
も
の
に
、
良
寛
の
「
月
の

兎
」
と
い
う
長
歌
が
あ
る
。
ど
う
い
う
飛
び
石
の
タ

イ
ミ
ン
グ
に
な
る
か
、
で
あ
る
。

（
エ
）
高
等
小
学
読
本
「
風
」

『
日
本
唱
歌
集
』
な
ど
で
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の

詩
歌
・
文
章
を
選
ぶ
手
法
で
い
え
ば
、
か
つ
て
の
国

定
読
本
か
ら
、
学
習
材
を
取
り
出
す
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

　

例
を
示
せ
ば
、『
高
等
小
学
読
本　

三
』（
文
部
省
、

明
治
三
六
・
一
〇
）
の
「
第
十
九
課　

風
。」
の
よ
う

な
文
章
で
あ
る
。

　

簡
単
な
実
験
に
よ
っ
て
、空
気
の
動
き
を
確
か
め
、

風
の
起
こ
る
原
理
を
述
べ
る
。
そ
れ
が
地
球
レ
ベ
ル

で
は
ど
う
な
る
か
を
述
べ
、
お
わ
り
に
風
の
功
罪
論

（
評
価
論
）
で
結
ぶ
。
ま
と
ま
り
の
よ
い
説
明
的
文

章
で
あ
る
。

　
　

�　

風
は
、
時
と
し
て
は
、
暴
風
、
颱
風
と
な
り

て
、
農
作
物
を
荒
し
、
樹
木
、
垣
根
を
倒
し
、

屋
根
を
ま
く
り
、
船
を
く
つ
が
へ
す
な
ど
、
わ

れ
ら
に
害
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
あ
れ
ど
も
、
多
く

は
、
ほ
ど
よ
く
、
吹
き
て
、
気
候
を
や
は
ら
げ
、

雨
を
運
び
来
り
て
、
植
物
の
生
育
を
助
け
、
不

潔
な
る
空
気
を
吹
き
は
ら
ひ
、
道
路
、
洗
濯
物

な
ど
の
う
る
ほ
へ
る
を
乾
か
し
、
帆
前
船
を
走

ら
す
な
ど
、
わ
れ
ら
に
利
益
を
与
ふ
る
こ
と
、

は
な
は
だ
、
多
し
。

「
風
」
に
関
す
る
古
典
も
少
な
く
な
い
。
古
今
和
歌

集
の
「
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風

の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」（
藤
原
敏
行
朝
臣
）

の
歌
や
、
源
氏
物
語
の
「
野
分
」
の
描
写
な
ど
は
、

立
秋
の
こ
ろ
、
台
風
の
過
ぎ
た
翌
日
な
ど
、
抵
抗
な

く
実
感
を
も
っ
て
読
め
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

事
例
に
示
し
た
も
の
は
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に

つ
い
て
「
知
る
こ
と
」
よ
り
も
、「
考
え
る
こ
と
」

を
意
図
し
た
。
そ
の
ほ
う
が
「
親
し
む
こ
と
」
に
は

よ
り
近
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

注 �１　

�

森
田
百
合
子
「
季
節
の
言
葉
と
出
会
う
―
短
文
の
す
す

め
」（『
月
刊
国
語
教
育
』
通
巻
六
三
号
、
東
京
法
令
、

一
九
八
六
・
一
二
）

２　

�

藤
本
宗
利
「『
伝
統
的
言
語
文
化
』
を
ど
う
指
導
す
る
か

―
小
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
を
考
え
る
」（『
月
刊
国

語
教
育
』
通
巻
三
四
八
号
、
東
京
法
令
、
二
〇
〇
九
・
五
）

な
か
す　

ま
さ
た
か 

兵
庫
教
育
大
学
名
誉
教
授
。
中
学
校
国

語
教
科
書「
現
代
の
国
語
」著
者
代
表
。
国
語
教
育
探
究
の
会
・

国
語
論
究
の
会
代
表
。
国
語
教
育
地
域
学
を
考
究
。
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