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『
月」
へ

の
憧
僚
と
野
情

ー「
九
月
二
十
日
の
こ
ろ」
（『
徒
然
草』）

の
教
材
分
析
｜

西

夫

は
じ
め
に

『
徒
然
草』
は
序
段
を
含
め
て
二
四
三
段
か
ら
な
り、
小
学
校
・

中
学
校、
さ
ら
に
は
高
等
学
校
の
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る

定
番
教
材
の
一
つ
で
あ
る。
校
種
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
章
段
に

は
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
も
の
の、

児
童
・
生
徒
は
さ
ま
ざ
ま
な

形
で
『
徒
然
草』
を
学
習
す
る
機
会
を
得
て
い
る。

二
O
O
段
を
超
え
る
章
段
は、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
か
ら
な
り、

学
習
便
覧
な
ど
で
は、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い

る
（
注
1）
。

①
仏
教
的
無
常
観
を
主
題
と
す
る
章
段

②
人
間
理
解
を
主
題
と
す
る
章
段

③
考
証
・
懐
旧
を
主
題
と
す
る
章
段

本
稿
で
は、

③
に
分
類
さ
れ
る「
九
月
二
十
日
の
こ
ろ」
に
対
す
る

表
現
分
析
に
基
づ
き
な
が
ら
学
習
内
容
の
検
討
を
行
う。

は
中
等
教
育
で
の
教
材
と
し
て
の
価
値
を
明
ら
か
に
し、

用
方
法
を
提
示
し
た
い。

さ
ら
に

そ
の
活

教
材
本
文
と
学
習
課
題
の
検
討

九
月
二
十
日
の
頃、
あ
る
人
に
誘
は
れ
た
て
ま
つ
り
て、
明

く
る
ま
で
月
見
歩
く
事
侍
り
し
に、
思
し
出
づ
る
所
あ
り
て、

案
内
せ
さ
せ
て
入
り
た
ま
ひ
ぬ。
荒
れ
た
る
庭
の
露
し
げ
き

に、
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
匂
ひ
し
め
や
か
に
う
ち
薫
り
て、
忍
び
た

る
け
は
ひ、
い
と
も
の
あ
は
れ
な
り。

よ
き
ほ
ど
に
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
れ
ど、
な
ほ
こ
と
ざ
ま
の
優

に
覚
え
て、
物
の
か
く
れ
よ
り
し
ば
し
見
居
た
る
に、
妻
戸
を

今
少
し
押
し
開
け
て、
月
見
る
け
し
き
な
り。
や
が
て
か
け
と

も
ら
ま
し
か
ば、
口
惜
し
か
ら
ま
し。
あ
と
ま
で
見
る
人
あ
り

と
は
い
か
で
か
知
ら
む。
か
ゃ
う
の
事
は、
た
だ
朝
夕
の
心
づ

か
ひ
に
よ
る
べ
し。

そ
の
人、
程
な
く
亡
せ
に
け
り
と
聞
き
は
べ
り
し。（
三
二
段）

章
段
は
お
お
よ
そ
三
段
落
か
ら
な
る。
第一
段
落
で
は、
作
者

が「
あ
る
人」
に
誘
わ
れ
て
夜
明
け
ま
で
月
見
を
し
て
遣
準
し
な
が

ら、
後
に「
そ
の
人」
と
し
て
登
場
す
る
人
物
が
住
む
邸
に
立
ち
寄

る
部
分
ま
で
は
簡
潔
な
描
写
で
記
述
さ
れ
る。
つ
づ
く
第
二
段
落
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で
は、

邸
か
ら「
あ
る
人」
が
去
っ
た
あ
と
も
共
感
を
覚
え
る
作
者

が
物
陰
か
ら
様
子
を
う
か
が
い、
見
送
り
後
の
主
人
の
所
作
に
共

感
す
る
場
面、

最
後
の
第
三
段
落
で
は、

作
者
が
共
感
し
た
邸
の

主
人
が
程
な
く
し
て
亡
く
な
っ
た
事
実
が
一
文
で
記
述
さ
れ
て
い

る。学
習
内
容
は、
短
編
な
が
ら
複
数
の
登
場
人
物
（
作
者
・
あ
る

人
・
そ
の
人）
の
動
作
理
解
や「
そ
の
人」
に
対
す
る
作
者
の
理
解

な
ど
を
問
う
事
項
が
「
国
語
総
合」
で
は
設
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る。
前
者
は
敬
語
が
複
数
用
い
ら
れ
て
お
り、
さ
ら
に日目
頭
部
分

で「
誘
は
れ
奉
り」
と
受
身
の
助
動
調
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら、
登
場
人
物
の
関
係
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
を
学
習
の
中
心

に
据
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。
後
者
は
第一
段
落
で
邸
の
周
囲

の
設
え
方
と
第
二
段
落
の
人
物
描
写
と
か
ら、
「
そ
の
人」
の
あ

り
ょ
う
を
考
え
る
内
容
と
な
っ
て
い
る。
加
え
て
第
三
段
落
の
「
程

な
く
亡
せ
に
け
り」
と
述
べ
ら
れ
る
結
末
部
分
を
も
あ
わ
せ
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
と
言
え
る
だ
ろ
う。

こ
れ
ら
の
学
習
内
容
を
深
め
る
た
め
に
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い

要
素
と
し
て、
冒
頭
の
「
九
月
二
十
日
の
頃」
と「
月
見
歩
く」
と
が

あ
る。
現
行
の
教
科
書
（
国
語
総
合）
で
は、
こ
れ
ら
の
表
現
に

関
す
る
学
習
内
容
が
露
わ
で
は
な
い。
し
か
し
な
が
ら、
作
者
と

「
あ
る
人」
と
の
行
動
は、
こ
の
二
つ
の
要
素
を
端
緒
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば、
描
か
れ
た
環
境
へ
の
共
有
と
共
感
と
が、

教

材
化
さ
れ
た
章
段
を
読
む
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

言
え
よ
う。

「
月」
へ
の
憧
慣
｜

美
へ
の
意
識
｜

章
段
冒
頭
で「
九
月
二
十
日
の
頃」
と
時
節
を
明
示
し
て、
そ
の

中
で「
月
見
歩
く」
行
動
は、
時
節
の
設
定
と「
月」
の
あ
り
よ
う
に

対
す
る
意
識
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
注
2）
。

『
徒
然
草』
に
お
い
て
天
象
物
の「
月」
は、

以
下
の
よ
う
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る。

①
よ
ろ
づ
の
こ
と
は、
月
見
る
に
こ
そ
慰
む
も
の
な
れ。

（一
二
段）

②
秋
の
月
は
限
り
な
く
め
で
た
き
も
の
な
り。
「
い
っ
と
て
も、

月
は
か
く
こ
そ
あ
れ」
と
て、
思
ひ
分
か
ざ
ら
む
は、
む
げ

に
心
憂
か
る
べ
き
こ
と
な
り。
（一
二
二
段）

③
八
月
十
五
日、
九
月
十
三
日
は、
婁
宿
な
り。
こ
の
宿
晴
明

な
る
ゆ
ゑ
に、
月
を
翫
ぶ
良
夜
と
す。
（
二
三
九
段）

こ
れ
ら
は
②
と
③
と
は
秋
の
月
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る

も
の
の、
①
は「「
露
こ
そ
あ
は
れ
な
れ」
と
争
ひ
し
こ
そ、
を
か
し

け
れ」
と「
露」
と
の
比
較
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば、

基
底
と
な
る
時
節
は
秋
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う。
だ
と
す
れ
ば、

月
に
対
す
る
評
価
は、

秋
の
そ
れ
が
優
位
で
あ
っ
た
と
言
え
る。
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ま
た
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
以
下
の
よ
う
な
章
段
も
留

意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い。

花
は
盛
り
に、
月
は
隈
な
き
を
の
み、

見
る
も
の
か
は。

（一
三
七
段）

こ
の
一
文
を
契
機
に
展
開
さ
れ
る
議
論
は、
明
示
的
で
は
な
い
も

の
の、

花
と
月
と
が
対
照
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば、

花
は
春
の
景
物、
月
は
秋
の
景
物
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

な
る
だ
ろ
う。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
な
ら
ば、
秋
の
月
の
多

様
な
美
し
さ
を
見
出
し
て
い
る
点
に
作
者
の
深
い
執
着
と
憧
憶
が

存
す
る
と
考
え
ら
れ
る。

秋
の
月
の
美
し
さ
は、
言
う
ま
で
も
な
く「
観
月
会」
と
し
て
平

安
期
に
は
年
中
行
事
化
さ
れ
て
い
る
（
注
3）
。
こ
れ
は
日
本
独
自

の
習
俗
と
中
国
か
ら
の
渡
来
行
事
と
が
融
合
し
な
が
ら、
八
月
十

五
夜
の
宴
が
宮
中
の
み
な
ら
ず
貴
族
階
層
に
ま
で
広
が
り
を
見
せ

て
い
た
（
注
4）
。
こ
の
よ
う
な
平
安
朝
の
月
見
の
状
況
と
関
係
章

段
と
を
比
較
し
た
場
合、
秋
の
月
で
日
付
と
の
関
連
で
具
体
的
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は、
③
の
「
八
月
十
五
日、
九
月
十
三
日」

と
本
章
段
の
「
九
月
二
十
日
の
頃」
の
二
章
段
と
な
る。
こ
の
う
ち

③「
八
月
十
五
日」
は
言
う
ま
で
も
な
く、
「
九
月
十
三
日」
も「
十
三

日
の
月
見」
と
し
て
秋
の
月
見
行
事
と
し
て
あ
る
程
度
知
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
（
注
5）
。
な
ら
ば、
秋
の
月
が
具
体
的
に
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
記
述
で
は
明
確
に
月
見
の
伝
統
が
形
成
さ
れ
て

い
る
も
の
を
踏
襲
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
の
に
対
し
て、

本
章

段
の
「
九
月
二
十
日
の
頃」
の
「
月
見
歩
き」
は、

引
き
継
が
れ
て
き

た
秋
の
観
月
と
は
様
相
を
や
や
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

こ
の
よ
う
な
見
通
し
は、

以
下
に
示
す
渡
辺
秀
夫
氏
の
理
解
と
も

通
じ
る
点
が
あ
る。

平
安
後
期
以
後、
そ
の
題
材
的
優
勢
の
度
合
い
を
加
速
度
的

に
増
加
し
て
ゆ
く。
そ
う
し
た
月
そ
の
も
の
へ
の
興
味
の
増

大
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
月
に
対
す
る
見
方
の
変
容
と
連
動

し
て
い
る。
万
葉
時
代
に
は、
月
を
［
弓
・
眉
・
舟
・
鏡
・

衣
笠］
な
ど、
主
に
そ
の
形
態
に
着
目
し
て
の
比
輸
が
一
般

で
あ
っ
た
の
に
対
し、
平
安
以
後
の
和
歌
は
そ
の
白
く
清
ら

か
な
光
り
に
目
を
向
け
る。
：・
（
中
略）
・：
［
花
・
白
布
・

雪
・
霜
・
氷］
な
ど、
い
ず
れ
も
も
の
に
映
じ
た
白
い
月
光

へ
の
注
視
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
比
喰
で
あ
る。
（
注
6）

詩
歌
を
中
心
と
し
た
分
析
で
は
あ
る
が、
こ
の
よ
う
な
展
開
を
念

頭
に
し
て
本
文
を
捉
え
直
せ
ば、
渡
辺
氏
が「
白
く
清
ら
か
な
光

り」
と
す
る
月
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た「
そ
の
人」
の
邸
の
た
た

ず
ま
い
に、

作
者
は「
も
の
あ
は
れ
な
り」
と
の
感
慨
を
表
明
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る。

白
く
輝
く
月
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
邸
の
光
景
は、
月
に
よ

っ
て
美
し
さ
を
醸
し
出
す
に
と
ど
ま
ら
ず、
月
を
も
含
み
込
ん
で

い
る
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う。
し
か
も
月
は
円
か
な
る
姿
で
は
な



く「
二
十
日」
の
月
で
あ
り、
こ
れ
は
中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て
生

起
す
る
月
を
賞
美
す
る
美
意
識
の
変
容
と
も
対
応
し
て
い
る
と
言

hえ
る
（
注
7）
。

四

「
月」
に
導
か
れ
る
搾
情

晩
秋
の
空
を
照
ら
し
出
す
月
を
見
歩
く
行
為
の
優
雅
さ
の
み
な

ら
ず、
そ
の
月
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
景
物
は、

本
文
で
は
以
下

の
叙
述
が
対
応
し、
こ
れ
ら
は
お
お
よ
そ
三
つ
の
要
素
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る。

a
荒
れ
た
る
庭
の
露
し
げ
き
に
（
視
覚）

b
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
匂
ひ
し
め
や
か
に
う
ち
薫
り
て
（
嘆
覚）

c
忍
び
た
る
け
は
ひ
（
a
b
か
ら
感
じ
取
れ
る
要
素）

視
覚
に
関
す
る
表
現
（
a）
で
は「
荒
れ
た
庭」
と「
露」
と
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る。
荒
廃
し
た
庭
の
描
写
に
対
す
る
理
解
に
は、

『
枕
草
子』
の
次
の
章
段
が
参
考
に
な
る。

女一
人
住
む
と
こ
ろ
は、
い
た
く
あ
ば
れ
て、

築
地
な
ど

も、
ま
た
か
ら
ず、

池
な
ど
あ
る
と
こ
ろ
も、

水
草
ゐ、
庭

な
ど
も
蓬
に
し
げ
り
な
ど
こ
そ
せ
ね
ど
も、

所
、々

砂
子
の

中
よ
り
青
き
草
う
ち
見
え、

剖吋リ叶吋引叶叶引刻叫刈刻

れ。も
の
か
し
こ
げ
に

な
だ
ら
か
に
修
理
し
て

門
い
た
く

か
た
め、
き
は
ぎ
は
し
き
は、
い
と
う
た
て
こ
そ
お
ぽ
ゆ
れ。

（
枕
草
子
・
一
七
一
段「
女一
人
住
む
と
こ
ろ
は」）

女
性
の
一
人
住
ま
い
の
荒
廃
が「
あ
は
れ
な
り」
と
評
価
さ
れ
る
の

と
は
対
照
的
に、
小
締
麗
に
整
え
て
い
る
様
子
を「
い
と
う
た
て」

と
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば、
女
性
の
一
人
住
ま
い
の
邸
で

は、
あ
る
程
度
の
荒
廃
に
対
し
て
好
意
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る。

ま
た「
荒
れ
た
る
庭」
に
は
多
く
の
「
露」
が
置
い
て
い
る
光
景
が

描
か
れ
て
い
る。

あ
は
れ
な
る
も
のO
i－－－
秋
深
き
庭
の
浅
茅
に、
露
の
色
々

の
玉
の
や
う
に
て
置
き
た
る。

（
枕
草
子
・
一
一
五
段「
あ
は
れ
な
る
も
の」）

秋
の
庭
に
置
く
露
は「
あ
は
れ
な
る
も
の」
と
王
朝
の
美
意
識
で
は

価
値
づ
け
ら
れ
た。
こ
の
よ
う
な
理
解
は、
渡
辺
秀
夫
氏
が「
と
り

わ
け
で
萩
や
撫
子
・
女
郎
花
・
尾
花
な
ど
の、
な
よ
や
か
に
た
わ

む
枝
先
や
葉
末
に
し
げ
く
降
り
た
も
の
が
こ
と
の
ほ
か
好
ま
れ

た」
（
注
8）
と
述
べ
る
こ
と
に
通
じ
る。
『
枕
草
子』
で
は
庭
の
荒

廃
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の、
秋
の
庭
を
彩
る
露

は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う。

い
ず
れ
に
し
て
も
月
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
光
景
は、
王
朝
的

な
美
意
識
の
要
素
を
有
し
つ
つ
も、
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く、

退
廃
や
荒
廃
を
感
じ
さ
せ
る
叙
述
と
理
解
で
き
よ
う。
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次
に
嘆
覚
に
関
す
る
表
現
（
b）
で
は「
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
匂
ひ」

と
邸
で
は
香
が
焚
か
れ
て
い
る
と
す
る。
こ
の
香
は「
し
め
や
か

に」
薫
る
も
の
と
描
か
れ、
「
し
め
や
か」
は
散
文
に
用
例
が
多
く、

『
源
氏
物
語』
で
は「
家
の
内
や
夕
方・
雨
夜
な
ど
事
物
の
状
況
が

最
も
多
く、
つ
い
で
人
の
態
度
・
有
様
・
行
為
・
話
し
ぶ
り
な
ど

で
あ
り、
人
の
性
質
や
香
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ」
（『
古
語
大
辞
典』

小
学
館、
「
し
め
や
か」
語
誌［
木
之
下
正
雄］）
る
と
言
う。
こ
の
よ
う
な
殊

更
に
焚
か
れ
て
い
な
い
香
の
演
出
は、

邸
全
体
の
し
っ
と
り
と
落

ち
つ
い
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
こ
と
に
有
効
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
弓／。視

覚
と
嘆
覚
と
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
邸
の
描
写
は、
「
忍
び

た
る
け
は
ひ」
（
C）
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る。
邸
の
様
子
を
捉
え

る
語
に「
け
は
ひ」
を
用
い
る
の
は、

具
象
化
さ
れ
た
景
物
で
は
な

く、
全
体
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
雰
囲
気
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る。
基
本
的
に「
け
し
き」
が
具
体
的
な
も
の
に
基
づ
い
て
描

写
さ
れ
る
の
と
は、
対
照
的
な
位
置
付
け
と
な
ろ
う。
と
は
言
え、

「
け
し
き」
は
視
覚
に
基
づ
く
の
と
は
異
な
り、
「
け
は
ひ」
は
聴
覚

に
基
づ
く
傾
向
が
あ
る。
本
章
段
の
描
写
は
視
覚
と
嘆
覚
と
か
ら

「
け
は
ひ」
を
捉
え
て
お
り、
一
般
的
な
傾
向
か
ら
外
れ
て
い
る
も

の
の、
「
そ
の
人」
の
邸
を
具
体
的
に
描
写
し
て
お
ら
ず、
月
光
に

照
ら
し
出
さ
れ
た
庭
の
光
景
と
漂
う
香
の
存
在
か
ら「
そ
の
人」
を

捉
え
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る。

こ
の
よ
う
な
叙
情
的
な
描
写
に
対
す
る
言
及
は、
第
二
段
落
に

お
い
て
も、

こ
と
ざ
ま
の
優
に
覚
え
（
作
者
の
感
慨）

朝
夕
の
心
づ
か
ひ
（「
そ
の
人」
の
心
遣
い）

と
形
を
変
え
な
が
ら
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る。
前
者
は、
月

光
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
庭
の
描
写
か
ら
感
じ
取
っ
た
雰
囲
気
に
共

感
し
て
い
る
作
者
の
思
い
で
あ
り、
後
者
は「
か
ゃ
う
の
事」
の
指

示
内
容
が
第
一
段
落
の
描
写
と
「
そ
の
人」
の
見
送
り
の
姿
と
か

ら、
「
そ
の
人」
の
心
遣
い
に
思
い
致
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
「
そ

の
人」
は「
妻
戸
を
今
少
し
押
し
開
け
て、
月
見
る
け
し
き
な
り」

と
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
月
見
す
る
姿
が
捉
え
ら
れ
て
お
り、

い
ず
れ
も
月
の
光
の
も
と
で
の
描
写
を
受
け
て
い
る。

晩
秋
の
深
夜
に
月
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
展
開
す
る
物
語
は、

邸
の
庭
を
中
心
と
す
る
描
写
か
ら、
邸
の
主
人
へ
と
焦
点
化
し
て

ゆ
く。
と
同
時
に
章
段
結
び
の
一
文
に「
そ
の
人」
が
程
な
く
亡
く

な
っ
た
事
実
が
述
べ
ら
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
展
開
は、
本
章

段
の
叙
述
が
月
光
に
導
か
れ
つ
つ
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ

ば、
以
下
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か。

つ
ま
り、
景
物
と
し
て
の
月
か
ら
月
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
概

念
へ
と
展
開
し
て
い
る
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る。

『
徒
然
草』
に
は、
月
を
比
喰
的
に
用
い
た
次
の
よ
う
な
章
段
が

あ
る。
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月
満
ち
て
欠
け
、

も
の
盛
り
に
し
て
は
衰
ふ
。

（
八
三
段）

望
月
の
ま
ど
か
な
る
こ
と
は
、

し
ば
ら
く
も
住
せ
ず、

や
が

て
欠
け
ぬ
。

（
二
四
一

段）

い
ず
れ
も
物
事
が
盛
表
す
る
さ
ま
を
月
の
満
ち
欠
け
に
喰
え
て
説

く
こ
と
は、

景
物
と
し
て
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
の
み
な
ら
ず、

社
会
や
人
生
の
変
化
に
も
通
底
す
る
こ
と
と
な
る
（
注
9）
。

こ
の
よ
う
に
章
段
の
表
現
を
整
理
し
た
と
き、
「
そ
の
人」
が
「
程

な
く
亡
せ
に
け
り
」
と
描
か
れ
て
章
段
が
結
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

月
に
対
す
る
美
的
な
理
解
の
変
容
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

文
学
史
的

に
対
象
の
変
容
を
辿
る
こ
と
で
、

教
材
の
理
解
も
深
ま
り
を
見
せ

る
こ
と
に
な
る
。

五

お
わ
り
に

新
た
な
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
て
、

高
等
学
校
の
科
目
編

成
が
大
き
く
変
更
さ
れ
る
。

そ
の
中
の

選
択
科
目
に
は
「
古
典
探

究」
が
設
定
さ
れ
た
。

課
題
解
決
の
学
習
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ

の
よ
う
な
科
目
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、

従
来
の
教
材
を
今
一

度

見
直
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
章
段
は
、

月
の
描
写
を
中
心
に
見
直
す
こ

と
で
、

実
際
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
文
学
史
的
な

視
点
か
ら
教
材
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う。

新

た
な
教
材
開
発
を
行
う
こ
と
と
あ
わ
せ
て、

従
来
か
ら
取
り
上
げ

ら
れ
て
き
た
教
材
の
見
直
し
も
急
務
で
あ
ろ
う。

な
お
『
徒
然
草
』

の
作
者
に
つ
い
て
は、

小
川
剛
生
『
兼
好
法

師
｜
徒
然
草
に
記
さ
れ
な
か
っ
た
真
実
｜
』
（
中
公
新
書、

二
O
一

七
）

が
従
来
の
理
解
に
対
し
て
根
底
か
ら
見
直
し
を
迫
っ
て
い
る
。

教

材
研
究
の
際
に
も
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注

こ
こ
で
は
『
ビ
ジ
ュ

ア
ル
カ
ラ
l

国
語
便
覧
』
（
大
修
館
書
店 、

二
O
一

四
）

の
記
述
を
参
照
し
た

。

1 
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西
一

夫
・

藤
森
裕
治
「
国
語
教
科
書
に
埋
め
込
ま
れ
た
日
本
文
化

｜
「
雪
・

月
・

花
」
と
季
節
感
l」

（
「
国
語
科
教
育」
第
六
五
号 、

二
O
O

九
）

に
お
い
て

、

中
学
校
教
科
書
に
登
場
す
る
「
月
」
に
対
し
て
分
析
を

2 行
っ

た
こ
と
が
あ
る

。

山
中
裕
「
平
安
朝
の
年
中
行
事
の
特
質
と
意
義
」
（
『
平
安
朝
の

年
中
行
事
』

塙
書
房

、

一

九
七
二
）

参
照

。

（
3
）

 

（
4
）

物
語
文
学
で
は

、

『
源
氏
物
語
』

の
以
下
の
場
面
が
参
照
さ
れ

る
。

「
須
磨
」
で
は

、

流
請
の
地
で
あ
る
須
磨
で
宮
中
で
の
月
見
の
宴
を

想
起
し

、

「
鈴
虫
」
で
は

、

宮
中
で
宴
が
中
止
と
な
り
、

六
条
院
で
宴
席

が
催
さ
れ
る
場
面
が
あ
る

。

（
5
 

『
源
氏
物
語
』

の
古
注
釈
で
あ
る
『
原
中
最
秘
抄
』

に
み
ら
れ



る
。

ま
た 、

小
川
直
之
『
日
本
の
歳
時
伝
承
』

（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫

、

二
O
一

八
）

で
も
『
中
右
記
』

の

記
述
を
引
用
し
な
が
ら
「

後
の
月
見」

に
つ
い

て
の
説
明
が
あ
る

。

店 6

渡
辺
秀
夫
『
詩
歌
の

森
｜
日
本
語
の
イ
メ
ー

ジ
』

一

九
九
五
）

参
照

。

（
大
修
館
書

7 

秋
山
度
編
『
王
朝
語
辞
典
』

の
「
月
」
（
藤
原
克
己
）

参
照

。

注
6
参
照

。

（
東
京
大
学
出
版
会 、

二
0
0
0

8 9 

注
6
の
「
月
」
の
「
月
影
の
変
容」
に
有
益
な
分
析
が
見
ら
れ
る

。

参
照
さ
れ
た
い

。

【
附
記
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本
稿
は
平
成
二
九

年
度
教
育
学
部
附
属
次
世
代
型
学
び
開
発
研
究
セ
ン

タ
ー

公
募
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「

新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
論
理
的
思

考
を
育
む
た
め
の
読
み
方
指
導
と
教
材
分
析
」
（
代
表

白
井
敬
（
附
属
長

野
小
学
校
・

信
州
大
学
教
職
大
学
院）
）

の

成
果
の
一

部
で
あ
る

。

（
平
成
三
十
年
八
月
晦
日

（
に
し

か
ず
お

信
州
大
学
教
育
学
部
）


