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改
訂
学
習
指
導
要
領
の
「
領
域
」
と

「
事
項
」

　

今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
基
本
姿
勢
は
、

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
指
導
を
重
視
し
て
い
る

こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
指
導
内
容
の
構
成
が
三

つ
の
「
領
域
」
と
指
導
「
事
項
」
か
ら
な
る
こ
と
に

は
変
わ
り
な
い
が
、指
導
「
事
項
」
が
、従
前
の
「
言

語
事
項
」
か
ら
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
」
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
目
立
つ
変
更
点
を
端
的
に
言
え
ば
、
中
学

校
国
語
で
は
、古
典
の
指
導
が
「
読
む
こ
と
」
の
「
領

域
」
か
ら
指
導
「
事
項
」
に
移
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
背
後
に
あ
る
教
育
理
念
を
確
か
め
て
み
よ
う
。

　

文
部
科
学
省
の
解
説
（
国
語
編
）
に
よ
る
と
、
従

前
の
「
言
語
事
項
」
は
解
消
さ
れ
た
が
、「
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項
」と
し
て
残
る
と
同
時
に
、「
声

の
出
し
方
の
基
本
事
項
や
段
落
の
役
割
に
関
す
る
事

項
な
ど
領
域
の
内
容
に
関
連
の
深
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
関
係
す
る
領
域
の
内
容
に
位
置
付
け
た
」
と
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、「
領
域
」
の
目
標
を
、
現
代
に

生
き
る
力
と
し
て
の
言
語
活
動
の
充
実
に
力
点
を
置

い
た
こ
と
に
通
じ
る
。
言
語
生
活
な
い
し
社
会
生
活

に
直
接
的
に
機
能
す
る
「
こ
と
ば
の
力
」
は
「
領
域
」

の
指
導
に
お
い
て
達
成
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
古
典
や
国
語
に
関
す
る
知
識
や
そ
の

体
系
的
な
指
導
は
、
現
代
を
生
き
る
上
で
直
接
的
で

は
な
い
が
、
生
き
る
力
と
し
て
機
能
す
る
内
容
と
し

て
「
事
項
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

か
つ
て
高
等
学
校
国
語
の
科
目
と
し
て
、「
現
代

国
語
」
が
設
置
さ
れ
、「
古
典
（
古
文
・
漢
文
）」
と

切
り
離
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。

以
後
「
古
典
」
の
減
退
化
が
進
み
、
大
学
入
試
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
言
わ
ば
古
典
軽
視
に
つ
な

が
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
、
教
科
目
「
現
代
国
語
」

と
「
古
典
」
の
関
係
は
、
今
回
の
改
訂
に
み
る
「
領

域
」
と
「
事
項
」
の
関
係
の
性
格
づ
け
に
似
た
も
の

が
感
じ
ら
れ
る
が
、
古
典
を
含
む
「
伝
統
的
な
言
語

文
化
（
に
関
す
る
事
項
）」
は
、
そ
の
指
導
を
重
視

す
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
、ま
た
関
連
す
る
指
導「
事

項
」
の
内
容
が
小
学
校
低
学
年
に
ま
で
及
ん
で
い
る

よ
う
に
、
い
わ
ば
古
典
軽
視
で
は
な
く
、
む
し
ろ
重

視
の
方
向
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
折

し
も
「
常
用
漢
字
表
」
の
改
定
で
は
、
大
幅
に
漢
字

が
増
や
さ
れ
て
、
文
字
言
語
を
一
層
豊
か
に
身
に
つ

け
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
も
同
調
し
た
流
れ

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

言
語
と
は
表
現
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
自

体
と
い
う
言
語
観
を
唱
え
る
時
枝
誠
記
は
、
言
語
と

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」の
指
導

京
都
教
育
大
学
名
誉
教
授

糸
井
　
通
浩

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」の
指
導

　
新
学
習
指
導
要
領
で
、国
語
科
に「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」が
指
導
項
目
に
加
わ
り
ま
す
。

　
本
特
集
で
は
、
小
学
校
か
ら
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
を
、

中
学
校
で
ど
の
よ
う
に
指
導
す
れ
ば
よ
い
か
を
考
察
・
提
案
し
ま
す
。
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の
関
わ
り
に
二
つ
の
立
場
が
あ
る
と
い
う
。
一
つ
は

主
体
的
に
関
わ
る
立
場
で
、
表
現
・
理
解
の
主
体
で

あ
る
こ
と
で
あ
り
、
一
つ
は
、
観
察
的
あ
る
い
は
研

究
者
的
立
場
で
、
言
語
と
客
観
的
な
立
場
で
関
わ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
身
に
つ
く
言
語

力
は
、
前
者
の
場
合
は
言
語
運
用
能
力
で
あ
り
、
後

者
は
、
言
わ
ば
メ
タ
言
語
能
力
、
つ
ま
り
言
語
を
理

解
し
た
り
説
明
し
た
り
で
き
る
能
力
と
言
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
こ
の
両
面
は
、
言
語
を
国
語
に
置
き
換
え

る
な
ら
、
改
訂
学
習
指
導
要
領
の
「
領
域
」
と
「
事

項
」（
特
に
、
漢
字
の
事
項
と
合
わ
せ
て
「
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項
」）
と
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
も
っ
と
も
、
後
者
の
言
語
能
力
は
、
運
用
能

力
の
育
ち
中
に
潜
在
的
に
培
わ
れ
て
も
い
る
。「
事

項
」
の
「
取
り
扱
い
」
に
つ
い
て
「
知
識
を
ま
と
め

て
指
導
し
た
り
、
繰
り
返
し
て
指
導
し
た
り
す
る
こ

と
が
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
れ
だ
け
を

取
り
上
げ
て
学
習
さ
せ
る
こ
と
も
配
慮
す
る
こ
と
」

と
指
摘
す
る
の
は
、
メ
タ
言
語
能
力
の
育
成
に
通
じ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

  

な
お
、
と
か
く
話
題
に
な
る
「
国
語
」
と
い
う
言

葉
で
あ
る
が
、
時
枝
は
日
本
語
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
、
こ
の
二
つ
の
立
場
を
区
別
し
て
捉
え
る
な
ら
、

観
察
的
立
場
か
ら
捉
え
る
国
語
は
、「
日
本
語
」
と

呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
主
体
的
立
場
か
ら
捉
え
る
国

語
は
、「
国
語
」
と
言
う
他
に
適
切
な
言
葉
が
見
つ

か
ら
な
い
、や
む
な
く
使
う
こ
と
に
な
る
、と
も
言
っ

て
い
る
。

二
　「
伝
統
的
な
」
が
含
む
二
つ
の
層

　
「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説（
国
語
編
）」の「
改

訂
の
経
緯
」
を
見
る
と
、
中
央
教
育
審
議
会
の
「
答

申
」
で
は
、「
言
語
文
化
」
と
言
っ
て
い
る
も
の
が
、

改
訂
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」

と
な
っ
て
い
る
。「
伝
統
的
な
」を
付
加
す
る
こ
と
で
、

先
に
見
た
改
訂
学
習
指
導
要
領
の
「
領
域
」
と
「
事

項
」
の
性
格
づ
け
が
一
層
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。「
言
語
文
化
」
と
い
う
限
り
、
伝
統
的

な
も
の
も
現
代
的
な
も
の
も
含
む
こ
と
に
な
る
が
、

指
導
内
容
の
構
成
か
ら
、
伝
統
的
な
も
の
と
現
代
的

な
も
の
と
を
切
り
離
し
た
設
定
を
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
代
的
な
も
の
は

「
領
域
」
で
扱
わ
れ
る
。

　

一
方
「
言
語
文
化
」
に
つ
い
て
も
定
義
し
て
お
り
、

「
解
説
（
国
語
）」
編
「
国
語
科
の
内
容
」
に
「
我
が

国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
文

化
的
に
高
い
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の
も
の
」
と
示
さ

れ
、
具
体
的
に
三
項
目
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

①
文
化
と
し
て
の
言
語
（
そ
の
も
の
）、
②
そ
れ

ら
を
実
際
の
生
活
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
て
き
た
文
化
的
な
言
語
生
活
、
③
古
代
か
ら
現

代
ま
で
の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
実
現
し
、
受
容
さ
れ

て
き
た
多
様
な
言
語
芸
術
や
芸
能
。
そ
し
て
、「
伝

統
的
な
言
語
文
化
」
を
「
事
項
」
の
指
導
内
容
と
し

て
、
取
り
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
一
般
的

に
は
「
伝
統
（
文
化
）」
と
い
う
場
合
、
先
の
③
の

う
ち
で
言
葉
や
内
容
（
事
柄
）
の
面
で
現
代
性
か
ら

遠
の
い
た

─
し
か
し
文
化
的
に
高
い
価
値
を
も
つ

─
言
語
を
指
し
て
言
う
こ
と
が
多
い
。
い
わ
ゆ
る

古
典
で
あ
り
古
典
芸
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
現
代

と
い
う
時
代
と
の
同
時
代
性
が
希
薄
で
あ
り
、
現
代

の
言
語
活
動
な
い
し
は
言
語
生
活
に
直
接
関
わ
る
も

の
で
は
な
い
。
古
典
が
忌
避
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
言

葉
の
面
で
の
壁
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
現
代

の
社
会
生
活
に
直
接
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
、
余
計

な
も
の
だ
と
い
う
意
識
に
よ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

  

で
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
古
典
の

価
値
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
を
生
き
る
力
と
し

て
直
接
的
に
役
立
た
な
い
も
の
は
現
代
に
お
い
て
は

価
値
が
な
い
と
考
え
る
な
ら
、
古
典
を
学
ぶ
価
値
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

逆
説
的
に
言
え
ば
、
現
代
に
直
接
役
立
た
な
い
か
ら

こ
そ
現
代
に
と
っ
て
役
立
つ
意
味
・
価
値
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
古
典
の
世
界
は
現
代
が
忘
れ
て
い
る

も
の
、
あ
る
い
は
現
代
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
持
っ

て
い
る
、
つ
ま
り
現
代
性
が
な
い
か
ら
こ
そ
現
在
を

創
造
的
に
生
き
る
、
あ
る
い
は
現
代
の
言
語
生
活
を

豊
か
な
も
の
に
す
る
上
で
機
能
し
、
役
立
つ
こ
と
に

な
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
新
し
い
言
語
文
化

の
創
造
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
、
古
典
と
な
っ
た
伝
統
的
な
言
語
文
化

■特集　「伝統的な言語文化」の指導
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に
対
し
て
、
現
代
の
国
語
に
今
も
生
き
る
伝
統
的
な

言
語
文
化
が
あ
る
。
先
に
取
り
出
し
た
①
及
び
②
に

相
当
す
る
言
語
文
化
で
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化（
に

関
す
る
）
事
項
」
の
指
導
内
容
と
し
て
小
学
校
に
設

定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
こ
の
面
に
関
し
た
も
の

を
含
ん
で
い
る
。現
代
に
生
き
る
国
語（
日
本
語
）は
、

す
べ
て
が
現
代
に
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
な

い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
典
の
時
代
か
ら
連

綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
い
わ
ば
過
去
の
国
語
の

結
果
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
現
代
の

国
語
そ
の
も
の
が
言
語
文
化
な
の
で
あ
り
、言
わ
ば
、

古
い
時
代
に
生
み
出
さ
れ
、
現
在
も
活
用
さ
れ
て
い

る
遺
産
と
し
て
の
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
含
ん
だ

も
の
な
の
で
あ
る
。

　

現
代
語
化
し
て
つ
い
「
食
べ
ず
嫌
い
」
と
か
「
急

い
て
は
事
を
し
損
じ
る
」
と
か
言
っ
て
し
ま
う
が
、

短
い
中
に
深
い
意
味
を
込
め
た
「
食
わ
ず
嫌
い
」「
急

い
て
は
事
を
し
損
ず
る
」
な
ど
の
慣
用
句
や
こ
と
わ

ざ
な
ど
も
伝
統
的
な
言
語
文
化
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

助
動
詞
「
れ
る
、
ら
れ
る
」
も
万
葉
時
代
（
以
前
）

か
ら
形
こ
そ
変
化
し
て
い
る
が
、
国
語
の
伝
統
的
な

も
の
の
見
方
考
え
方
を
継
承
し
て
き
て
い
る
。「
お

や
つ
」「
お
じ
や
」「
ひ
も
じ
い
」「
お
い
し
い
」
な
ど
、

中
世
以
来
生
み
出
さ
れ
た
女
性
言
葉
な
ど
も
受
け
継

い
で
き
た
伝
統
的
な
言
葉
で
あ
る
。こ
う
し
た
面
は
、

「
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
と
も
深
く
結
び
つ

く
が
、
こ
の
「
事
項
」
も
広
い
意
味
で
伝
統
的
な
言

語
文
化
に
属
す
る
と
言
え
よ
う
。

三
　�

伝
統
的
な
言
語
文
化
の
指
導
ー
あ
る
い

は「
領
域
」と「
事
項
」の
回
路
を
ひ
ら
く

　

改
訂
指
導
要
領
で
は
、
小
学
校
・
中
学
校
の
全
て

の
学
年
に
お
い
て
、「
事
項
」の
指
導
は
、三
つ
の「
領

域
」
の
「
指
導
を
通
し
て
」
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

た
だ
ど
う
い
う
「
指
導
」
が
具
体
的
に
構
想
で
き
る

の
か
に
つ
い
て
の
例
示
は
な
く
、
指
導
計
画
や
教
材

の
選
定
、
実
際
の
授
業
の
展
開
な
ど
に
関
し
て
、
年

間
通
し
て
の
計
画
性
と
工
夫
が
相
当
必
要
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。

　

中
学
校
一
年
の
「
内
容
」
に
「
古
典
特
有
の
リ
ズ

ム
を
味
わ
い
な
が
ら
、古
典
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
」

が
示
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
は
意
外
に
自
分
た

ち
の
日
常
語
と
異
な
る
言
い
回
し
や
語
感
に
興
味
を

示
す
も
の
で
あ
る
。
理
屈
抜
き
で
、同
じ
日
本
語
の
、

現
代
と
は
異
な
る
、
も
う
一
つ
の
世
界
に
新
鮮
さ
を

感
じ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
知
的
発
達
の
段
階
に
応

じ
て
、
直
訳
的
現
代
語
訳
と
比
べ
な
が
ら
、「
特
有

の
リ
ズ
ム
」
の
秘
密
に
迫
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要
で

あ
ろ
う
。
古
典
語
で
は
、
格
助
詞
「
が
」「
を
」
な

ど
の
使
用
が
少
な
い
と
か
、
現
代
語
で
は
、
接
続
助

詞
「
て
」（「
︱
て
や
る
、
︱
て
も
ら
う
」
な
ど
も
含

む
）
が
発
達
し
て
い
る
と
か
、
文
末
の
述
語
の
表
現

が
伸
び
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
か
、
時
代
と
と
も

に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。
現
代

語
訳
は
、単
な
る
古
典
理
解
の
補
助
手
段
で
は
な
い
。

古
典
の
時
代
と
現
代
と
の
橋
渡
し
で
あ
り
、
現
代
語

自
体
を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
な
作
業
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
歴
史
の
中
に
自
分
た
ち
の
言
葉
の
も
と
の
姿

を
感
じ
取
る
手
が
か
り
が
あ
る
。

　

本
格
的
に
古
典
の
表
現
に
触
れ
る
最
初
と
し
て
、

小
学
校
中
学
年
に「
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
」

の
指
導
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
的
に
日
本
の
歌

は
、
五
音
句
、
七
音
句
で
構
成
す
る
の
が
基
本
的
な

形
式
で
あ
る
こ
と
は
、
現
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い

る
、
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
音
韻
上

の
日
本
語
の
性
質（
モ
ー
ラ
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
）

が
、
昔
が
今
に
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
、
し
り
と

り
や
言
葉
の
し
ゃ
れ
（
掛
詞
に
始
ま
る
）
な
ど
も
、

こ
の
性
質
を
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
常
生
活

の
身
近
な
と
こ
ろ
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
つ
て
の
「
地
震
か
み
な
り
火
事
親
父
」「
巨
人
大

鵬
卵
焼
き
」
の
リ
ズ
ム
は
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
お
な

じ
み
「
三
井
住
友
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
カ
ー
ド
」「
セ
ブ
ン
イ

レ
ブ
ン
い
い
気
分
」
な
ど
も
同
じ
で
、「
三
・
四
・
五
」

（
七
五
調
の
一
片
）の
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
都
々

逸
調
（
七
七
七
五
、
文
部
省
唱
歌
の
「
茶
摘
」
の
後

半
も
こ
の
リ
ズ
ム
）
の
「
七
五
」
が
独
立
し
た
も
の

だ
が
、
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
の
慣
習
化
し
た
一
つ
の
姿

で
あ
る
。「
い
ろ
は
歌
」
も
ま
た
、
七
五
調
の
典
型

的
な
歌
体
に
よ
っ
て
い
る
。

  

右
記
の
、
日
本
語
の
言
葉
と
音
楽
性
と
の
関
わ
り
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に
対
し
て
、
文
学
の
言
葉
が
絵
画
と
深
く
関
わ
っ
て

き
た
歴
史
も
色
濃
く
、そ
の
伝
統
は
現
代
の
紙
芝
居
、

絵
手
紙
や
劇
画
、
ア
ニ
メ
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

言
葉
と
絵
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
日
本
の
伝
統

的
な
言
語
芸
術
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
。
言
葉
の
語

り
と
絵
の
語
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
対
照
し
て
み

る
こ
と
も
、「
こ
と
ば
の
力
」
の
学
習
に
通
じ
る
。

　
「
語
り
」
か
ら
「
話
」
へ
と
ジ
ャ
ン
ル
を
示
す
言

葉
は
変
わ
っ
て
き
た
が
、「
お
話
」
の
世
界
に
も
伝

統
的
な
も
の
が
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
。

　

 　

田
夫
、
畑
を
打
つ
。
隣
郷
の
百
姓
、
通
り
合
は

せ
、「
こ
れ
は
何
を
蒔
く
ぞ
」
と
言
ふ
に
、
か
の

畑
打
ち
、
こ
て
ま
ね
き
し
、「
あ
、
声
が
高
い
。

ひ
き
う
ひ
き
う
」
と
い
ふ
。「
さ
て
は
世
に
ま
れ

な
る
、唐
物
の
種
を
も
植
ゆ
る
に
や
」と
思
ひ
、「
心

得
た
り
」
と
、
近
く
よ
り
た
れ
ば
、
い
か
に
も
お

の
れ
が
調
子
を
ひ
き
く
「
大
豆
を
蒔
く
。
鳩
が
聞

く
ほ
ど
に
」。

�

（『
醒
睡
笑
』「
詮
な
き
秘
密
」
か
ら
）

　

右
は
江
戸
初
期
の
笑
話
で
、「
落
ち
」
を
含
ん
で

い
て
、
伝
統
芸
能
の
落
語
の
元
祖
と
呼
ば
れ
て
い
る

「
笑
話
集
」
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
「
落
ち
」

で
笑
い
が
起
こ
る
。
ダ
ジ
ャ
レ
に
頼
ら
な
い
笑
い
の

工
夫
も
ひ
と
つ
の
「
こ
と
ば
の
力
」
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

 　

姫
君
は
、
何
心
も
な
く
、
御
車
に
乗
ら
む
こ
と

を
急
ぎ
給
ふ
。
寄
せ
た
る
所
に
、
母
君
み
づ
か
ら

抱
き
て
出
で
た
ま
へ
り
。
片
言
の
、
声
は
い
と
う

つ
く
し
う
て
、
袖
を
と
ら
へ
て
、「
乗
り
給
へ
」

と
引
く
も
、
い
み
じ
う
お
ぼ
え
て
、（
和
歌
）。
…

若
君
は
、
道
に
て
寝
た
ま
ひ
に
け
り
。

�

（『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
）

　

こ
れ
は
、
光
源
氏
と
明
石
の
君
の
間
に
生
ま
れ
、

今
は
嵯
峨
に
住
ん
で
い
る
、
数
え
で
三
歳
に
な
る
姫

君
（
若
君
）
を
、光
源
氏
は
姫
君
の
将
来
を
考
え
て
、

紫
の
上
の
養
女
と
し
て
都
に
引
き
取
る
こ
と
に
し
た

が
、
い
よ
い
よ
母
と
子
が
ひ
き
さ
か
れ
る
と
い
う
場

面
で
あ
る
。「
何
心
も
な
」い
姫
君
が
母
の
袖
を
引
っ

張
り
、
母
と
一
緒
に
牛
車
に
乗
ろ
う
と
す
る
。
時
代

や
社
会
の
違
い
を
超
え
て
、
あ
ど
け
な
い
幼
児
の
姿

は
現
代
も
変
わ
ら
な
い
。
さ
ら
に「
歴
史
的
背
景（
時

代
性
）」
や
社
会
性
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
こ
の
場

面
は
も
っ
と
深
く
読
め
る
。「
い
み
じ
う
お
ぼ
え
て
」

に
母
明
石
の
君
の
心
境
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

現
代
性
か
ら
遠
退
い
た
世
界
に
「
親
し
む
」
に
は
、

そ
の
も
う
一
つ
の
世
界
に
も
現
代
に
生
き
る
私
た
ち

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
肝
心
な

こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、伝
統
的
な
言
語
文
化
を「
楽

し
む
」
と
い
う
心
的
状
態
や
「
親
し
む
」
と
い
う
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
如
何
に
す
れ
ば
培
う
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
難
し
い
課
題
で
あ
る
。
教
師
自
身

が
そ
う
し
た
心
的
状
態
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

　
「
今
・
こ
こ
」
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
非

「
今
・
こ
こ
」
な
る
も
の
、
そ
の
異
な
る
世
界
に
好

奇
心
を
持
つ
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
モ
チ
ー
フ（
事
柄
）

の
違
い
や
言
葉
の
壁
を
超
え
て
、
昔
の
言
葉
が
紡
ぐ

意
味
的
な
構
造
を
捉
え
る
こ
と
で
、「
今
・
こ
こ
」

に
生
き
る
私
た
ち
は
同
化
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
「
親
し
む
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
想
像
す
る

力
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

あ
ひ
見
て
の
後
の
心
に
比
ぶ
れ
ば
、

　
　
　
　
　

昔
は
も
の
を
思
は
ざ
り
け
り

�

（
小
倉
百
人
一
首
）

　

こ
の
歌
は
、
今
の
心
と
昔
の
心
の
関
係
を
意
味
構

造
と
し
て
い
る
。「
あ
ひ
見
る
」
に
は
、
こ
の
歌
な

り
の
事
態
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
今
・
こ
こ
」

の
私
も
こ
の
「
あ
ひ
見
る
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
態
を

当
て
は
め
て
み
る
こ
と
で
、
こ
の
歌
を
我
が
も
の
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

い
と
い
　
み
ち
ひ
ろ 

時
枝
誠
記
の
言
語
理
論
に
傾
倒
し
て
、

文
章
・
文
体
論
を
目
指
し
、
古
代
語
の
文
法
を
主
体
の
認
知
の

観
点
か
ら
考
え
て
い
る
。
共
編
著
『
物
語
の
方
法
ー
語
り
の
意

味
論
』『
国
語
教
育
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』『
京
都
学
を
楽
し
む
』

な
ど
。
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