
北
海
道
教
育
大
学

北
海
道
教
育
大
学

長
野
県
短
期
大
学

北
海
道
旭
川
東
高
等
学
校

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
漢
詩
教
材
と
し
て
の
杜
甫
の
詩」

に
つ
い
て

大
橋

賢
一

本
学
会
で
は、

こ
こ
三
年
間、

漢
文
教
育
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
連
続
し
て
開
催
し
て
き
た。
〈
二
0
―
一

年 、

於
聖
徳
大
学〉

は、

思
想
分
野
の
教
材
と
し
て
「
老
子」
（
「「
老
子」

を
高
校
・

大

学
の
教
室
で
ど
う
読
む
か」
）
を、
〈
二
0
―
二
年 、

於
京
都
教
育

大
学〉

は、

歴
史
分
野
の
教
材
と
し
て
「
史
記」
（「
教
材
と
し
て
の

「
史
記」」）

を
取
り
上
げ
た。

〈
二
0
一
三
年 、

於
埼
玉
大
学〉

で
は、

小
・

中
・

高
等
学
校
の

国
語
教
材
に
お
け
る
漠
文
教
材
を
概
観
し
な
が
ら、

教
材
と
し
て
の

漢
文
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
つ
つ、

そ
の
あ
り
方
の
方
向
性
に
つ
い

て
考
え
た
（「
古
典
教
育
の
な
か
の
漢
文
学」） 。

た
だ、

そ
の
際
に

司
会
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ

発
言
者

大
橋

賢一

後
藤

秋
正

谷
口

真
由
実

大
村

勅
夫

0
二
0
一
四
年
度
中
国
文
化
学
会

漢
詩
教
材
と
し
て
の
杜
甫
の
詩

大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
漢
詩
漢
文
教
材
を
概
観
す
る
こ
と

に
主
眼
が
あ
っ
て、

古
典
文
学
分
野

の
教
材
に
つ
い
て、

集
中
的
な
議
論

は
し
て
い
な
か
っ
た。

そ
こ
で、

今

年
度
は
主
に
杜
甫
の
詩
を
取
り
上
げ 、

古
典
文
学
分
野
の
教
材
と
し
て
の
可

能
性、

及
び
そ
の
魅
力
な
ど
に
つ
い

て
研
究 、

及
び
教
育
の
両
面
か
ら
考

え
る
こ
と
と
し
た。

本
学
会
に
は、

近
年 、

杜
甫
研
究

を
精
力
的
に
進
め
て
い
る
後
藤
秋

正
・

谷
口
真
由
実
両
会
員
が
お
り、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
杜
甫
の
詩
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
だ
い
た。

ま
た、

高
等
学
校
の
現
場
に
お
い
て、

ど
の
よ
う
に
杜
甫
の
詩
を
取

り
上
げ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て、

北
海
道
旭
川
東
高
等
学
校
の
大
村

と
き

お

勅
夫
教
諭
を
お
招
き
し、

現
場
で
の
生
徒
の
反
応
な
ど
を
ご
紹
介
い

た
だ
い
た。

近
年 、

杜
詩
の
用
語
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
後
藤
会
員
は

「
春
望」

の
頷
聯
に
関
す
る
解
釈
の
ゆ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ、

谷
口
会
員
は、

杜
甫
が
当
時
の
政
治
に
つ
い
て、

明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン

を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け、

三
吏
三
別
に
は
そ
う
し
た
杜
甫
の
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思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た 。

大
村
教
諭
は
「
春
望」

と
「
絶
句」

が
中
学
校
で
も
教
材
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え 、

高
等
学
校
で
は
対
旬
や
典
故
に
関
連
す
る
授
業
を
行

う
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
た 。

大
村
教
諭
は
漢
文
を

専
門
と
し
な
い
高
等
学
校
の
教
諭
で
あ
っ
て 、

昨
今
こ
の
よ
う
な
国

語
教
師
が
多
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら 、

本
学
会
員
に
と
っ
て 、

有
意
義
な
現
場
に
お
け
る
問
題
が
示
さ
れ
た
と
思
う 。

ま
た
京
都
教
育
大
学
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
同
じ
く 、

今
回
も
本

学
卒
業
生
を
中
心
に 、

道
内
の
中
学
校 、

高
等
学
校
の
国
語
科
教
諭 、

大
学
院
生 、

学
部
生 、

十
数
名
が
参
加
し 、

道
内
に
お
け
る
教
育
関

係
者
の
漢
文
教
育
に
関
わ
る
知
見
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
た 。

た
だ 、

司
会
の
不
手
際
に
よ
り 、

パ
ネ
リ
ス
ト
の
発
表
が
大
幅
に

超
過
し
た
た
め 、

討
論
の
時
間
が
非
常
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た 。

ま

た 、

大
村
教
諭
は
現
場
で
役
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
工
夫
に
つ
い
て 、

大
会
参
加
者
に
質
問
し
た
が 、

時
間
が
不
足
し
多
く
の
提
案
を
得
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
は 、

司
会
者
と
し
て
反
省
し
て
い
る 。

し
か
し 、

総
じ
て
言
え
ば 、

各
パ
ネ
リ
ス
ト
の
報
告
は
非
常
に
示
唆
に
富
む
も

の
で
あ
り 、

杜
甫
の
詩
に
関
す
る
研
究
・

教
育
の
両
面
に
お
い
て
極

め
て
有
意
義
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る 。

（
北
海
道
教
育
大
学）

杜
甫
の
詩
を
ど
う
読
む
か
—

「
春
望」

の
頷
聯

「
春
望」

を
掲
載
し
な
い
中
学
・

高
校
の
国
語
教
科
書
は
あ
る
ま

い 。

漢
詩
を
知
っ
て
い
る
か
と
問
わ
れ
て
「
国
破
れ
て
山
河
在
り」

の
旬
が
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
人
も
多
い
は
ず
で
あ
る 。

だ
か
ら
と

い
っ
て
人
口
に
膳
炎
し
て
い
る
こ
の
詩
の
解
釈
が
一
定
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
周
知
の
事
実
で
あ
る 。

冒
頭
の
「
国」

の
解
釈
で
す
ら 、

国
家
の
意
と
と
る
か 、

国
都
・

長
安
の
意
と
と
る
か
に
分
か
れ
る
し 、
「
三
月
に
連
な
る」

も 、

火

急
を
告
げ
る
蜂
火
が
晩
春
の
三
月
に
な
っ
て
も
止
む
こ
と
が
な
い
と
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と
る
か 、

昨
年
の
三
月
か
ら
今
年
の
三
月
ま
で 、

あ
る
い
は
三
か
月 、

も
し
く
は
長
い
期
間
続
い
て
い
る
と
と
る
か
に
分
か
れ
て
い
る 。

さ

ら
に
「
万
金」

に
も
値
す
る
「
家
書」

は 、
一
度
く
ら
い
は
手
許
に

届
い
た
の
か 、
一
度
も
届
い
た
こ
と
は
な
い
の
か 、

と
い
っ
た
こ
と

で
も
解
釈
は
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い 。

こ
れ
は
鳳
翔
の
行
在
所
か

ら
鄭
州
の
家
族
の
も
と
へ
安
否
を
間
い
合
わ
せ 、

そ
の
返
信
を
得
る

ま
で
は
届
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
が 。

そ
し
て
何
よ
り
も
「
感
時
花
猿
涙 、

恨
別
鳥
驚
心」

と
詠
じ
ら
れ

る
頷
聯
の 、
「
涙
を
覗
ぐ」
「
心
を
驚
か
す」

の
主
語
（
主
体）

は
杜

甫
な
の
か 、

そ
れ
と
も
「
花」

と
「
鳥」

な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ

後
藤

秋
正



る。

杜
甫
を
主
語
と
見
な
す
論
者
は
日
本
・

中
国
を
問
わ
ず
枚
挙
に

暇
が
な
い。
こ
れ
が
擬
人
法
で
あ
っ
て
「
花」

と
「
鳥」

が
主
語
で

あ
る
と
見
な
す
論
者
は
少
数
派
に
属
す
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が、

そ
の
代
表
者
と
目
さ
れ
た
の
は
吉
川
幸
次
郎
（「
新
唐
詩
選」

岩
波

新
書、
一
九
五
二
な
ど）
で
あ
ろ
う。
つ
ま
り

頷
聯
は
大
き
く

二
つ

の
解
釈
に
分
か
れ
る
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
認
識
で
あ
っ
た。
こ

こ
に
加
わ
っ
た
の
が
川
合
康
三『
杜
甫」
（
岩
波
新
書、

二
0―
二）

で
あ
り、
「
花
に
も」
「
鳥
に
も
」

と
読
む
い
っ
ぽ
う
で、
「
主
体
は

詩
の
発
語
者
と
も
と
れ
る
し、

花
や
鳥
と
も
と
れ
る
」

の
で
あ
っ
て、

「
発
語
者
と
花
・

鳥
と
が
主
客
混
滑
し
た
関
係
の
中
で
自
他
の
区
別

が
消
滅」

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る。
こ
の
解
釈
が
最
も
新
し
い
も

の
だ
ろ
う
が、

頷
聯
の
読
み、

つ
ま
り

解
釈
は
こ
れ
ら
三
者
に
限
定

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い。
「
時
に
感
じ
て
は
花
に
涙
を
そ
A
ぎ 、

別

れ
を
恨
み
て
は
鳥
も
心
を
驚
か
す
」

（
傍
線
筆
者）
と
読
ん
で、

第

四
旬
の
み
を
擬
人
法
と
捉
え
た、

小
杉
放
庵
（
未
醒）
「
唐
詩
及
唐

詩
人」
（
書
物
展
望
社 、
一
九
三
九）
の
例
も
あ
る。

さ
ら
に、

従

来
知
ら
れ
て
い
た
『
鶴
林
玉
露』
や
謡
曲
「
俊
寛」

と
い
っ
た
資
料

の
ほ
か
に、

江
戸
中
期
の
人、

高
橋
（
簑
笠
庵）

梨一
「
奥
細
道
菅

菰
抄」
(-
七
七
八
刊） 、

中
里
介
山
『
漢
詩
提
唱
（
杜
甫）」
（
隣
人

之
友
社 、
一
九
三
七）
な
ど、

い
ず
れ
も
頷
聯
を
擬
人
法
と
見
な
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る。

詳
細
に
検
討
を
加
え
る
な
ら
ば、

頷
聯
の
読
み
や
解
釈
に
限
っ
て

み
て
も
よ
り
多
く
の
資
料
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う。

時
間
が
慢
性
的

に
不
足
し
て
い
る
中
学・
高
校
の
授
業
に
お
い
て
は
無
理
な
望
み
か

も
し
れ
な
い
が、

教
科
書
の
脚
注
な
ど
に
頼
っ
て
事
足
れ
り
と
す
る

の
で
は
な
く、

よ
く

知
ら
れ
た
漢
詩
で
あ
っ
て
も、

そ
の
解
釈
に
は

先
人
た
ち
の
長
期
間
に
わ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
を

生
徒
た
ち
に
伝
え
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ。
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が、

と
か
く

漢
詩
・

漢
文
を
敬
遠
し
が
ち
な
生
徒
た
ち
の
関
心
を
喚
起
す

る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

（
北
海
道
教
育
大
学）

杜
詩
の
社
会
性
に
つ
い
て
ー

安
史
の
乱
下
で
の
詩
を
中
心
に
1

谷
口

真
由
実

盛
唐
の
詩
人
杜
甫
（
七―
二
＼

七
七
0)
は、

当
時
の
社
会
状
況

を
リ
ア
ル
に
描
い
た
こ
と
か
ら、

社
会
詩
人
と
評
さ
れ、

ま
た
そ
の

詩
は
詩
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
歴
史
と
し
て
「
詩
史」
と
称
さ
れ
る。

杜
甫
が
安
禄
山
の
乱
勃
発
後
に
制
作
し
た
「
三
吏
三
別」 、
「
北
征」

な
ど
の
詩
に
は、

当
時
の
社
会
状
況
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ、

ま
た、

当
時
の
政
治
・

政
策
に
つ
い
て
の
言
及
が
み
ら
れ
る。

安
史
の
乱
が
勃
発
す
る
と、

盛
唐
に
生
き
た
詩
人
た
ち
と
同
様
杜
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甫
も
否
応
な
く

戦
乱
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た。

至
徳
元
載

（
七
五
六）
新
た
に
即
位
し
た
粛
宗
の
も
と
に
駆
け
つ
け
よ
う
と
し

て
賊
軍
に
捉
え
ら
れ
長
安
に
軟
禁
さ
れ
た
（「
春
望」
は
こ
の
間
の

制
作）
が、

翌
年
賊
軍
中
か
ら
脱
出、

粛
宗
の
行
在
所
に
達
し
て
左

拾
遺
を
授
け
ら
れ
た。
し
か
し、

直
後
に
宰
相
房
培
を
弁
護
し
た
罪

で
三
司
の
推
問
を
受
け、

幸
い
罪
は
許
さ
れ
た
も
の
の、

乾
元
元
年

（
七
五
八）
六
月
に
房
培一
派
と
し
て
華
州
に
左
遷
さ
れ
る
に
至
っ

た。
こ
の一
連
の
事
件
を
「
房
培
事
件」

と
い
う。

房
理
は
〈
諸
王

分
鎮〉
〈
専
守
防
衛〉
〈
民
生
の
安
定〉
を
主
唱
し、
一
方 、

粛
宗
は

諸
王
の
協
力
を
望
ま
ず、

単
独
勝
利
を
め
ざ
し、
〈
積
極
攻
勢〉
〈
増

税〉
〈
徴
兵〉
政
策
を
推
し
進
め
て
い
た。

杜
甫
が
房
培
の
戦
争
収

拾
策
に
共
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と、

そ
れ
が
房
瑣
を
弁
護
し
た
背
景

で
あ
り、

ま
た
粛
宗
と
の
間
に
軋
礫
を
生
じ
た
理
由
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る。

左
遷
の
翌
年
（
乾
元
二
年）

春 、

華
州
司
功
参
軍
在
任
中
に
制
作

さ
れ
た
の
が、

杜
甫
の
社
会
批
判
詩
の
代
表
作
「
三
吏
三
別」
で
あ

る。

華
州
か
ら
洛
陽
へ
赴
い
て
の
復
路
の
旅
で、

杜
甫
が
目
に
し
た

情
景
は、

ま
さ
に
粛
宗
ら
に
よ
る
〈
積
極
攻
勢〉
〈
増
税〉
〈
徴
兵〉

を
推
進
し
た
こ
と
に
よ
る
民
衆
の
生
活
の
疲
弊
で
あ
っ
た。
こ
の
六

首
の
連
作
は、
「
三
吏」

と
「
三
別」
に
分
け
ら
れ
る。
「
三
吏」 、

す
な
わ
ち
「
新
安
吏」
「
滝
関
吏」
「
石
壕
吏」

で
は、

杜
甫
と
等
身

大
の
語
り

手
が
登
場
し、

吏
（
役
人）
と
の
会
話
や
民
衆
の
言
葉
を

通
じ
て、

民
衆
の
置
か
れ
て
い
る
悲
惨
な
状
況
を
浮
き
彫
り
に
し
て

い
る。

特
に
相
州
（
鄭
城）
で
の
官
軍
敗
退
後
の
東
都
洛
陽
の
守
備

や
そ
れ
に
備
え
る
急
な
徴
兵
の
問
題
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る。
一

方
「
三
別」 、

す
な
わ
ち
「
新
婚
別」
「
垂
老
別」
「
無
家
別」
で
は、

民
衆
が
主
人
公
と
し
て
登
場
し、

民
衆
自
身
が
独
白
に
よ
っ
て
主
体

的
に
戦
乱
下
の
生
活
の
崩
壊 、

特
に
過
酷
な
徴
兵
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
悲
惨
な
現
状
を
語
っ
て
い
る。

杜
甫
が
華
州
司
功
参
軍
在
任
中 、
「
三
吏
三
別」

に
先
立
ち
作
成

し
た
「
乾
元
元
年
華
州
試
進
士
策
問
五
首」

は、

通
常
の
策
問
と
は

異
な
り、

当
時
の
具
体
的
な
政
治
政
策
に
関
す
る
問
題
意
識
ー

賦
税

の
問
題、
（
追
加
増
税
策） 、

貨
幣
改
鋳
（
乾
元
元
年
七
月
の
乾
元
重

宝
の
鋳
造）
な
ど
ー

を
受
験
者
に
問
う
も
の
で
あ
る。

現
在
の
政

治
・

政
策
へ
の一
貫
し
た
批
判
的
視
点
が、

こ
の
策
問
に
お
い
て
鋭

い
問
題
提
起
と
し
て
提
出
さ
れ
て
お
り、

こ
の
問
題
意
識
は、

そ
の

後
制
作
さ
れ
た
「
三
吏
三
別」

の
制
作
動
機
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ

る。杜
甫
は
安
史
の
乱
を
挟
ん
だ
激
動
の
時
代
に
生
き
た
が、

そ
の
時

代
の
政
治、

社
会
に
対
す
る
現
実
レ
ベ
ル
で
の
杜
甫
の
社
会
認
識
に

お
け
る
峻
厳
さ
が、

そ
の
文
学
に
お
け
る
問
題
意
識
と
不
即
不
離
の

関
係
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た。

従
来
杜
甫
は
現
実
認
識
に
疎
い

(108) 
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大
村

勅
夫

と
評
価
さ
れ
て
き
た
が、

特
に
「
乾
元
元
年
華
州
試
進
士
策
問
五

首」
か
ら
は、

杜
甫
が
極
め
て
高
い
政
治
的
見
識
と
具
体
的
政
策
を

持
っ
て
い
た
こ
と、

安
史
の
乱
下
と
い
う
極
限
状
況
の
中
で、

民
衆

の
生
活
を
守
り
つ
つ
内
乱
を
収
束
す
る
と
い
う
困
難
な
課
題
を
達
成

す
る
た
め
に、

現
実
的
な
政
治
・

軍
事
方
針
を
提
出
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る。
そ
し
て、

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
根
底
と
し

て
杜
甫
の
社
会
詩
の
原
点
と
も
い
え
る
「
三
吏
三
別」
は
誕
生
し
た

の
で
あ
っ
た。

（
長
野
県
短
期
大
学）

漢
詩
教
材
と
し
て
の
杜
甫
の
詩
ー

「
春
望」
「
絶
句」

を
授
業
す

国
研
（
二
0
0
六）
「
平
成
十
七
年
度
高
等
学
校
教
育
課
程
実
施

状
況
調
査」

の
結
果
は、

高
校
国
語
の
指
導
に
つ
い
て
大
き
な
示
唆

を
与
え
て
い
る。
そ
れ
は、
「
漠
文
が
好
き
だ」

に
対
し
て
は
71
.

2
％
が
否
定
的
な
回
答
を
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る。

非
常
に

厳
し
く、

高
校
教
員
に
と
っ
て
の
大
き
な
課
題
で
あ
る。

こ
の
回
答
結
果
の
要
因
は
い
く
つ
か
あ
る
だ
ろ
う
が、

そ
の
な
か

に、

高
校
国
語
教
員
自
体
に
も、

漢
文
を
学
ん
で
き
た
者
・

授
業
で

扱
え
る
者
が
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

か、

と
考
え
る。
よ
っ
て、

漢
文
指
導
を
苦
手
と
感
じ
て
い
る
教
員

で
も
扱
え
る
よ
う
な
単
元
の
開
発
が
必
要
で
あ
る。
そ
の一
っ
と
し

て、

校
種
共
通
教
材
を
活
用
し
た
単
元
を
提
案
す
る。

校
種
共
通
教

材
の
利
点
は、

そ
の
教
材
や
文
章
を一
か
ら
扱
わ
な
く
て
よ
い、

す

な
わ
ち、

前
校
種
に
お
い
て
の
学
び
を
先
行
オ
ー

ガ
ナ
イ
ザ
と
し
て

扱
え
る
こ
と
に
あ
る。

こ
こ
で
は、

校
種
共
通
教
材
と
し
て
「
春
望」
「
絶
旬」
を
教
材

と
し
た
高
校
単
元
を
提
案
す
る。

学
習
指
導
要
領
に
「
伝
統
的
な
言

語
文
化」
の
事
項
が
明
記
さ
れ
た
結
果 、

中
学
校
・

高
等
学
校
ば
か

り
で
は
な
く、

小
学
校
教
科
書
に
も
漢
詩
が
載
る
よ
う
に
な
っ
た。

，

 

ー゚

そ
の―
つ
が
「
春
望」
で
あ
る。

校
種
共
通
教
材
を
扱
う
際 、

前
校
種
で
の
学
習
内
容
を
踏
ま
え
た、

あ
る
い
は、

超
え
た
も
の
と
し
た
い。
そ
の
た
め、

前
校
種
で
の
展

開
を
認
識・
想
定
す
る
必
要
が
あ
る。

漢
詩
に
関
し
て
は、

例
え
ば、

東
京
書
籍
の
中
学
校
教
科
書
で
は、
「
詩
の
構
成
や、

対
旬
な
ど
の

特
徴
的
な
表
現
に
着
目
し
よ
う」

と
あ
る
が、

対
旬
そ
の
も
の
が
ど

ん
な
も
の
で
あ
る
と
の
記
述
は
な
い。

光
村
図
書
に
は、
「
対
旬
と

は、

形
や
意
味
の
似
て
い
る
二
つ
の
旬
を
並
べ
る
表
現
技
法」

と
あ

り、

律
詩
に
つ
い
て
の
言
及
も
あ
る。
た
だ
し、

絶
旬
に
つ
い
て
は

な
い。

よ
っ
て、

こ
れ
ら
の
こ
と
を
補
強
す
る
こ
と
を
高
校
で
は
行

い
た
い。
そ
う
す
る
こ
と
で、

漢
文
が
国
語
に
寄
与
す
る
実
感
を
与



え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る。

中
高
共
通
教
材
に
考
察
を
加
え
た
先
行
研
究
と
し
て、

大
橋
（
ニ

0
0
八）
を
挙
げ
る。

大
橋
は、

リ
ズ
ム
・

音
節
数 、

押
韻 、

対
旬

へ
の
注
目
や、

典
故
表
現
を
示
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る。

深
い
読

解
へ
向
け
た
関
心
の
高
ま
り
を
ね
ら
い
と
し
た
も
の
で
あ
る。
こ
の

提
案
を
も
と
に、

文
構
造
へ
の
注
目
や
理
解
の
手
立
て
の一
っ
と
し

て
対
旬
や
典
故
表
現
を
教
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

学
習
者
の
漢
文

へ
の
意
欲
喚
起
を
図
っ
た
単
元
を
実
践
を
通
し
て
考
察
す
る。

実
践

後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り、

次
の
回
答
を
掲
載
す
る。

「
述
語
を
見
つ
け
る
と
き
に

は
対
旬
を
利
用
す
る
こ
と
や、

対
旬
を
使
う
こ
と
に
よ
る
効
果

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た。

中
学
校
で
習
っ
た
意
味
と
は
少

し
違
っ
て
い
て、

品
詞
な
ど
の

位
置
が
同
じ
に
な
る
の
は
知
り

ま
せ
ん
で
し
た。
ま
た、

典
故

表
現
で
は
文
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
な

ど
が
分
か
る
の
で
内
容
を
よ
り

深
く

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

（
北
海
道
旭
川
東
高
等
学
校）

の
で
こ
れ
か
ら
意
識
し
て
読
ん
で
み
た
い
で
す。
ま
た、

典
故
表

現
を
見
つ
け
る
た
め
に
も
い
ろ
い
ろ
な
漢
文
を
読
む
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
し
た。」

こ
の
回
答
か
ら、

学
習
者
は、

対
旬
や
典
故
表
現
が
漢
詩
解
釈
に

向
け
て
価
値
あ
る
も
の
だ
と
捉
え
た
こ
と
が
わ
か
る。
ま
た、

多
様

の
漢
文
を
読
む
こ
と
の
必
要
を
感
じ
る
な
ど
意
欲
に
も
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る。
つ
ま
り、

こ
の
単
元
に
よ
り、

漢
文
学
習
へ
の

意
欲
喚
起
や
読
む
視
点
の
獲
得
が
な
さ
れ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う。

＊
大
橋
賢一
「
中
高
共
通
教
材
と
し
て
の
杜
甫
「
春
望」
の
指
導
法
に

つ
い
て」
（『
国
語
教
室」
第
八
十
八
号 、
大
修
館
書
店 、
二
0
0
八

年）

(l lO) 




