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ざ
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指
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に
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１
、
は
じ
め
に

「
宮
崎
は
短
歌
県
日
本
一
を
目
指
し
て
い
る
。
」ど
れ
だ
け
の
県
民
の
方
々
が
、

こ
れ
を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
宮
崎
牛
や
餃
子
売
上
な
ど
の
グ
ル
メ
関
係
か

ら
す
る
と
、
未
だ
認
知
度
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。だ
が
、
現
県
知
事
（
河

野
俊
嗣
）
の
公
約
に
も
掲
げ
ら
れ
た
項
目
で
あ
り
、
真
摯
に
「
日
常
に
文
学
表

現
の
あ
る
豊
か
な
県
民
の
暮
ら
し
」
と
い
う
意
味
で
身
近
な
生
活
に
関
す
る
大

き
な
課
題
で
あ
る
よ
う
に
も
思
う
。
例
え
ば
、
宮
崎
日
日
新
聞
社
主
催
「
俵
万

智
短
歌
賞
」
は
、
県
内
在
住
・
在
勤
者
に
応
募
資
格
が
あ
る
が
、
二
〇
二
二
年

度
は
過
去
最
多
の
約
一
八
〇
〇
首
の
応
募
が
あ
っ
た
と
云
う
。
「
在
住
・
在
勤
」

に
限
定
さ
れ
る
意
味
も
大
き
く
、
「
宮
崎
の
生
活
」
に
根
ざ
し
た
短
歌
が
多
く

集
ま
り
「
（
土
地
柄
か
）
明
る
い
印
象
が
あ
る
」
（
＊
俵
万
智
氏
の
弁
）
と
さ
れ

て
い
る
。
「
短
歌
」
は
「
日
常
生
活
」
そ
の
も
の
と
直
結
し
て
お
り
、
「
歌
を
詠

も
う
」
と
思
う
こ
と
で
個
々
人
の
「
言
語
生
活
」
が
豊
か
に
な
る
。
他
の
文
芸

よ
り
も
明
ら
か
に
「
生
活
」
と
の
密
着
度
が
高
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
昨
今

の
社
会
状
況
と
し
て
、
「
科
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
（
根
拠
）
」
を
重
視
し
、
「
論
理
」

ら
し
き
も
の
の
重
視
が
様
々
な
分
野
で
説
か
れ
る
の
だ
が
、
も
と
よ
り
朧
げ
な

「
人
間
の
心
」
を
な
ん
と
か
「
言
語
」
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
、
「
曖
昧
」
へ
の

挑
戦
の
よ
う
な
表
現
行
為
こ
そ
が
、
私
た
ち
の
閉
塞
的
な
精
神
状
態
を
解
放
に

向
か
わ
せ
る
は
ず
だ
。
社
会
経
済
の
混
沌
と
し
た
加
速
化
・
効
率
化
・
制
度
化

の
渦
中
に
お
い
て
、
我
々
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
「
短
歌
」
と
い
う

「
三
十
一
文
字
の
形
式
」が
必
要
な
の
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
の
将
来
を
見
据
え
、

こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
た
地
域
は
未
だ
日
本
全
国
を
俯
瞰
し
て
も
多
く
は
な

い
。
宮
崎
で
こ
そ
叶
え
ら
れ
る
人
間
ら
し
い
豊
か
な
生
活
、
も
ち
ろ
ん
豊
か
な

自
然
、
豊
か
な
食
材
に
も
囲
ま
れ
つ
つ
、
我
々
は
も
う
一
つ
「
短
歌
」
を
県
民

の
暮
ら
し
の
根
幹
に
据
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

２
、
「
短
歌
県
」
の
原
点
―
若
山
牧
水
と
み
や
ざ
き

も
と
よ
り
宮
崎
が
「
短
歌
県
」
を
目
指
す
原
点
は
、
近
現
代
短
歌
史
に
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
存
在
の
若
山
牧
水
の
生
誕
地
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
か
つ
て

は
牧
水
の
評
判
と
い
え
ば
、
故
郷
を
捨
て
て
文
学
三
昧
で
恋
や
酒
に
溺
れ
、
旅

ば
か
り
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
が
先
行
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
し

か
し
宮
崎
県
在
住
の
歌
人
で
牧
水
研
究
の
第
一
人
者
・
伊
藤
一
彦
（
宮
崎
県
立

図
書
館
名
誉
館
長
）
に
よ
っ
て
、
次
第
に
牧
水
短
歌
の
近
現
代
短
歌
史
上
の
功

績
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
た
。
ま
た
県
内
に
事
務
局
を
置
き
伊
藤
が
会
長
を
務

め
る
「
牧
水
研
究
会
」
の
活
動
と
研
究
誌
で
あ
る
『
牧
水
研
究
』
の
発
行
に
よ
っ

て
、
次
第
に
適
切
な
評
価
が
為
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

ま
た
、
既
に
二
〇
二
二
年
時
点
で
第
二
十
六
回
と
な
っ
た
「
若
山
牧
水
賞
」は
、

そ
の
年
に
発
行
さ
れ
た
歌
集
・
歌
書
の
中
で
評
価
の
高
い
も
の
に
授
与
さ
れ
る
。

そ
の
多
く
が
現
在
は
日
本
の
歌
壇
で
も
著
名
な
歌
人
と
し
て
評
価
さ
れ
、
宮
崎

県
が
主
体
的
に
讃
え
る
短
歌
賞
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
受
賞
者
は
、
授
賞
式

へ
の
来
県
と
と
も
に
宮
崎
日
日
新
聞
へ
の
牧
水
に
関
す
る
投
稿
、
県
内
で
の
講

演
、
学
校
に
お
け
る
生
徒
・
児
童
と
の
短
歌
交
流
な
ど
、
牧
水
に
対
す
る
意
識

を
深
め
つ
つ
県
内
短
歌
愛
好
者
へ
の
貢
献
が
義
務
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
賞
の

存
在
こ
そ
が
、
牧
水
の
名
を
現
代
に
轟
か
せ
る
大
き
な
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。

必
然
的
に
県
民
は
当
代
の
定
評
あ
る
歌
人
と
授
賞
式
や
講
演
で
接
す
る
こ
と
に

な
り
、
短
歌
愛
好
の
熱
を
高
め
る
県
民
行
事
と
し
て
の
意
義
は
大
き
い
。

さ
ら
に
、
二
〇
二
二
年
夏
で
第
十
二
回
を
数
え
る
「
牧
水
短
歌
甲
子
園
」
は
、

牧
水
の
生
ま
れ
故
郷
で
あ
る
日
向
市
主
催
の
高
校
生
の
た
め
の
短
歌
大
会
で
あ

る
。
予
選
に
は
全
国
か
ら
六
十
チ
ー
ム
ほ
ど
の
参
加
が
あ
り
、
次
第
に
全
国
区

の
大
会
と
し
て
成
長
し
て
き
た
。
県
内
で
は
こ
の
大
会
の
存
在
に
よ
り
短
歌
活

動
が
盛
ん
に
な
っ
た
高
等
学
校
も
多
く
、
若
年
層
が
短
歌
の
魅
力
を
知
る
契
機

に
も
な
っ
て
い
る
。
「
短
歌
甲
子
園
」
と
名
が
つ
く
か
ら
に
は
、
勝
敗
が
伴
う

歌
合
形
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
大
会
は
必
ず
対
戦
相
手
の
歌
に
敬
意
を
払
う
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と
い
う
慣
習
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
定
着
し
て
い
る
の
も
特
徴
的
な
こ

と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
宮
崎
の
県
民
性
を
象
徴
す
る
よ
う
な
大
会

運
営
の
あ
り
方
と
し
て
、
自
ず
と
成
長
し
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
県
内
の
高
等
学
校
か
ら
大
会
に
参
加
し
た
「
選
手
」
た
ち
は
、
高
等
学

校
卒
業
後
も
「
み
な
と
」
と
い
う
会
を
結
成
し
つ
な
が
り
合
い
、
大
会
運
営
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
進
行
係
や
裏
方
の
仕
事
に
従
事
す
る
。
「
短
歌
県
」
と
い
う
か

ら
に
は
、
若
い
力
が
よ
り
多
く
短
歌
に
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
ゆ
え
、
県
内
短

歌
の
未
来
の
担
い
手
と
し
て
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。

以
上
は
代
表
的
な
「
短
歌
県
行
事
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
基
軸
と
し
て
各

地
域
・
各
年
代
層
を
対
象
に
し
た
公
募
短
歌
や
大
会
の
機
会
が
、
県
内
に
は
数

多
く
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
根
幹
と
な
る
活
動
に
加
え
て
、
今
後
は
各
行

事
を
つ
な
ぐ
連
携
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
鍵
を
握
る
の
は
、
学
校
現
場

で
の
短
歌
へ
の
取
り
組
み
で
あ
る
。
短
歌
は
日
常
生
活
を
素
材
と
す
る
だ
け
に
、

生
徒
・
児
童
の
言
語
生
活
と
結
び
つ
き
や
す
い
。
こ
の
利
点
を
活
用
し
、
生
活

そ
の
も
の
か
ら
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」

を
外
周
に
据
え
つ
つ
、
「
短
歌
創
作
」
と
い
う
言
語
活
動
を
設
定
し
、
日
頃
か

ら
短
歌
に
勤
し
む
環
境
を
醸
成
し
て
い
く
。
そ
の
核
心
に
あ
る
の
が
「
言
語
（
知

識
・
技
能
）
」
で
あ
り
、
「
活
用
な
く
し
て
知
識
・
技
能
の
伸
長
な
し
」
と
考
え

る
な
ら
ば
、
些
末
に
知
識
を
詰
め
込
む
授
業
よ
り
も
、
宮
崎
県
の
学
力
伸
長
に

も
大
き
く
貢
献
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
教
育
学
部
所
属
教
員
と
し
て
、

筆
者
に
与
え
ら
れ
た
大
き
な
使
命
は
、
「
短
歌
創
作
学
習
単
元
の
開
発
研
究
」

で
あ
る
と
決
意
を
新
た
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
若
山
牧
水
が
宮
崎
県
内
の
各
所
を
題
材
に
し
て
詠
ん
だ

歌
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
牧
水
が
本
格
的
に
短
歌
に
取
り
組
み
出
し

た
大
学
時
代
、
既
に
宮
崎
の
地
を
離
れ
東
京
に
在
住
す
る
日
々
で
あ
っ
た
。
大

学
入
学
ま
で
の
約
二
十
年
間
の
人
生
を
坪
谷
・
延
岡
の
地
で
過
ご
し
育
っ
た
経

験
は
、
牧
水
の
中
に
何
を
遺
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

日
向
の
国
都
井
の
岬
の
青
潮
に

　
　
　
　
　
　

入
り
ゆ
く
端は

な

に
独
り
海
聴
く

　

船
は
て
て
上
れ
る
国
は
満
天
の

　
　
　
　
　
　

星
く
づ
の
な
か
に
山
匂
ひ
立
つ

前
掲
二
首
は
、
第
一
歌
集
『
海
の
聲
』
所
載
の
歌
。
大
学
時
代
に
宮
崎
に
帰

郷
し
た
際
、
医
師
で
あ
っ
た
父
が
無
医
村
で
あ
っ
た
都
井
岬
に
赴
い
て
い
る
の

を
訪
ね
た
際
に
詠
ん
だ
歌
で
、「
二
十
六
首
南
日
向
を
巡
り
て
」
の
詞
書
を
付
す
。

一
首
目
は
、
都
井
岬
で
海
を
眺
め
つ
つ
自
ら
が
立
つ
岬
の
端は

な

が
「
青
潮
に
入
り

ゆ
く
」
と
意
志
で
も
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
捉
え
た
と
こ
ろ
に
醍
醐
味
が
あ

る
歌
で
あ
る
。
ま
た
結
句
は
第
三
歌
集
『
別
離
』
で
は
「
独
り
海
見
る
」
と
推

敲
し
て
い
る
が
、
こ
の
ま
ま
「
独
り
海
聴
く
」
の
方
が
よ
り
眺
望
の
無
限
な
広

が
り
を
想
像
で
き
る
。
二
首
目
は
「
日
向
の
油
津
に
て
」
の
詞
書
が
あ
り
、
船

に
よ
る
旅
で
油
津
に
寄
港
し
た
際
の
歌
。
船
が
着
岸
す
る
と
視
点
が
空
に
注
が

れ
、
そ
の
中
に
「
山
匂
い
立
つ
」
と
油
津
の
地
形
を
上
手
く
捉
え
て
い
る
。
い

ず
れ
も
歌
集
名
の
「
海
の
聲
」
と
の
対
話
を
し
て
い
る
よ
う
な
若
き
牧
水
を
想

像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
自
然
の
象
徴
の
よ
う
な
海
、
幼
少
の
頃
は
山
間
の

坪
谷
で
育
ち
七
歳
ま
で
海
を
知
ら
ず
憧
れ
て
い
た
牧
水
が
、
目
を
凝
ら
し
耳
を

澄
ま
し
て
「
海
の
聲
」
を
聴
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
海
の
源
は
山
中
を
流
れ
る

川
、
そ
の
先
で
海
に
注
ぎ
、
再
び
水
は
蒸
発
し
て
雲
と
な
り
雨
と
な
っ
て
山
に

降
り
注
ぐ
。
こ
の
循
環
の
中
に
こ
そ
大
自
然
の
摂
理
が
あ
る
。
号
と
し
た
「
牧

水
（
本
名
・
若
山
繁
）
」
の
「
水
」
に
は
、
広
大
な
大
自
然
の
中
を
駆
け
巡
り
様
々

な
形
に
可
変
的
で
剛
柔
で
あ
る
「
水
」
の
存
在
へ
の
畏
敬
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
山
と
海
と
、
宮
崎
の
地
形
の
特
徴
が
牧
水
の
中
に
も

た
ら
せ
た
自
然
観
で
も
あ
る
。
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ふ
る
さ
と
の
美
美
津
の
川
の
み
な
か
み
に

　
　
　
　
　
　

さ
び
し
く
母
の
病
み
た
ま
ふ
ら
む

　

ふ
る
さ
と
の
尾
鈴
の
山
の
か
な
し
さ
よ

　
　
　
　
　
　

秋
も
か
す
み
の
た
な
び
き
て
居
り

こ
の
二
首
は
と
も
に
「
ふ
る
さ
と
の
」
を
初
句
と
し
、
母
や
父
の
病
を
憂
え

る
心
を
抒
べ
た
歌
。
牧
水
に
と
っ
て
「
ふ
る
さ
と
＝
日
向
」
は
「
母
・
父
」
そ

の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
一
首
目
は
第
四
歌
集
『
路
上
』
所
収
、
「
母
の
病

み
た
ま
ふ
ら
む
」
こ
と
を
遠
く
東
京
の
地
か
ら
思
い
を
馳
せ
る
様
子
が
想
像
で

き
る
。
当
該
歌
の
後
に
も
「
病
む
母
・
」
を
初
句
と
す
る
歌
が
並
び
、
病
気
の

母
を
思
い
や
り
な
が
ら
も
、
短
歌
に
表
現
し
て
気
を
紛
ら
わ
す
し
か
な
い
牧
水

の
や
る
せ
な
い
抒
情
が
読
み
取
れ
る
。
二
首
目
は
第
六
歌
集
『
み
な
か
み
』
巻

頭
歌
、
危
篤
と
な
っ
た
父
を
見
舞
う
た
め
に
帰
郷
し
た
際
に
見
上
げ
た
「
尾
鈴

の
山
」
の
光
景
に
託
し
、
父
の
危
篤
へ
の
憂
い
や
故
郷
を
顧
み
ず
東
京
で
文
学

に
勤
し
む
後
ろ
め
た
い
心
が
読
み
取
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
牧
水
に
と
っ
て
、

そ
の
自
然
観
へ
の
多
大
な
る
影
響
と
と
も
に
、
文
学
に
向
き
合
う
た
め
に
離
れ

て
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
な
い
両
親
へ
の
や
る
せ
な
い
思
い
が
そ
の
短
歌
の
根
幹
に

据
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
既
に
伊
藤
一
彦
が
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
医
師
で
あ
る
父
を
継
が
な
か
っ
た
罪
悪
感
を
伴
う
、
複
雑
な
故
郷
・
日
向

へ
の
思
い
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、
牧
水
が
「
命
の
砕
片
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と

し
た
短
歌
に
は
「
み
や
ざ
き
」
が
顕
然
と
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
、
「
国
文
祭
・
芸
文
祭
み
や
ざ
き
２
０
２
０
」
の
気
運

「
国
文
祭
・
芸
文
祭
み
や
ざ
き
２
０
２
０
」
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
の
影

響
で
一
年
遅
れ
の
二
〇
二
一
年
に
開
催
さ
れ
た
。
実
施
テ
ー
マ
は
「
山
の
幸　

海
の
幸　

い
ざ
神
話
の
源
流
へ
」
と
さ
れ
て
、
フ
ォ
ー
カ
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中

に
「
若
山
牧
水
（
短
歌
）
」
が
据
え
ら
れ
た
。
当
初
の
開
催
計
画
期
間
に
あ
た

る
二
〇
二
〇
年
よ
り
前
か
ら
、
筆
者
は
県
庁
文
化
振
興
課
や
実
行
委
員
会
の

方
々
と
「
短
歌
県
」
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
目
標
と
し
た

い
の
は
、
多
様
な
世
代
に
お
い
て
身
近
に
短
歌
の
あ
る
生
活
を
送
っ
て
も
ら
う

こ
と
を
目
指
す
こ
と
だ
。
そ
こ
で
大
会
の
前
年
（
二
〇
一
九
年
）
、
開
催
へ
の

機
運
を
高
め
る
た
め
に
市
内
の
書
店
で
「
短
歌
」
に
関
連
し
た
出
前
講
義
を
す

る
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
。
題
し
て
「
恋
す
る
あ
な
た
を
応
援
―
日
本
の
恋
歌

と
ク
リ
ス
マ
ス
」
で
あ
る
。
師
走
の
風
が
吹
く
市
内
の
書
店
二
店
舗
に
て
、
通

り
す
が
り
の
人
で
も
気
軽
に
聴
く
こ
と
が
で
き
る
講
義
を
目
指
し
た
。
約
六
十

分
の
講
義
で
あ
っ
た
が
、
二
会
場
と
も
多
く
の
聴
衆
が
来
場
し
盛
況
の
う
ち
に

出
前
講
義
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
こ
の
講
義
内
容
を
「
一
冊
の

単
行
本
に
ま
と
め
た
ら
ど
う
か
」
と
い
う
進
言
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
年
が
明

け
二
月
三
月
と
な
る
と
、
周
知
の
よ
う
に
人
類
が
得
体
の
知
れ
な
い
感
染
症
に

遭
遇
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
奇
し
く
も
所
属
大
学
学
部
に
お
い
て
「
教
務
・
学

生
担
当
」
の
任
に
あ
り
、
二
〇
二
〇
年
新
年
度
の
講
義
の
運
用
を
ど
う
し
た
ら

よ
い
か
、
と
い
う
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

当
該
年
は
四
月
以
降
、
感
染
対
策
に
向
き
合
い
な
が
ら
瞬
く
間
に
過
ぎ
去
っ

た
。
予
定
さ
れ
て
い
た
「
国
文
祭
・
芸
文
祭
み
や
ざ
き
二
〇
二
〇
」
は
東
京
五

輪
と
と
も
に
一
年
延
期
が
決
定
。
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
で
気
運
を
盛
り
上
げ
よ
う

と
し
た
が
、
水
を
差
さ
れ
た
状
況
に
な
り
単
行
本
の
構
想
も
進
ま
な
く
な
っ

た
。
た
だ
た
だ
日
常
で
感
染
に
留
意
す
る
こ
と
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
講
義
を
中
心

に
新
た
な
取
り
組
み
に
時
間
と
労
力
を
捧
げ
る
一
年
だ
っ
た
。
年
が
明
け
て

二
〇
二
一
年
、
足
踏
み
ば
か
り
も
し
て
お
ら
れ
な
い
と
新
年
早
々
に
出
版
社
に

出
前
講
義
単
行
本
化
の
計
画
書
を
送
付
し
検
討
を
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
結

果
、
『
日
本
の
恋
歌
と
ク
リ
ス
マ
ス
ー
短
歌
とJ

-
p
o
p

』
（
二
〇
二
一
年
十
二
月

二
十
四
日
刊　

新
典
社
選
書
一
〇
八
）
を
刊
行
す
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
は
そ

の
概
要
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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「
日
本
の
恋
歌
」
を
通
底
す
る
心
は
「
待
つ
こ
と
」
で
あ
り
、
恋
の
絶
頂
期

を
描
く
も
の
よ
り
も
、
期
待
と
不
安
の
入
り
混
じ
る
恋
の
初
期
や
次
第
に
離
れ

ゆ
く
思
い
な
ど
、
苦
悶
と
葛
藤
を
題
材
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
の
通
信

手
段
の
個
別
化
・
高
性
能
化
に
よ
っ
て
人
々
が
「
待
つ
こ
と
」
の
環
境
に
大
き

な
変
化
が
生
じ
た
。
鷲
田
清
一
『
「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
』
（
二
〇
〇
六
年　

角

川
学
芸
出
版
）
で
は
、
「
待
た
な
く
て
よ
い
社
会
に
な
っ
た
。
待
つ
こ
と
が
で

き
な
い
社
会
に
な
っ
た
。
」
と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
恋
に
限
ら
ず
、

人
の
世
は
「
待
つ
こ
と
」
無
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
中
学
校
二
年
生
の
国

語
定
番
教
材
・
太
宰
治
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
は
、
単
に
「
信
実
と
友
情
の
物
語
」

と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
お
互
い
が
「
期
待
・
希
い
・
祈
り
」
を
込
め
て
「
待

つ
ー
待
た
さ
れ
る
」
状
況
に
置
か
れ
た
両
名
の
心
理
を
巧
み
な
描
写
で
物
語
化

し
た
小
説
だ
。

若
山
牧
水
に
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　

お
も
ひ
や
る
か
の
う
す
青
き
峡
の
お
く
に

　
　
　
　
　
　

わ
れ
の
う
ま
れ
し
朝
の
さ
び
し
さ
（
『
路
上
』
）

な
ぜ
自
ら
が
生
ま
れ
た
「
朝
」
を
回
想
し
て
「
さ
び
し
さ
」
の
感
情
を
覚
え

る
の
だ
ろ
う
？
人
は
「
独
り
で
生
ま
れ
独
り
で
死
ぬ
」
誠
に
孤
独
な
存
在
で
あ

る
。
時
間
経
過
の
す
べ
て
が
「
待
つ
こ
と
」
だ
と
す
れ
ば
、
例
外
な
く
人
間
に

与
え
ら
れ
た
運
命
は
「
死
を
待
つ
」
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
た
だ
空
虚
に
時
間

を
待
つ
だ
け
で
は
、
人
と
し
て
生
き
る
意
味
が
見
出
せ
な
い
。
孤
独
な
運
命
で

あ
る
ゆ
え
人
は
「
待
ち
時
間
」
に
こ
そ
、
多
く
の
人
々
を
好
き
に
な
り
交
流
し

自
ら
の
孤
独
を
埋
め
て
行
こ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
人
間
の
愛
情
・
恋

情
・
友
情
の
正
体
で
は
な
い
か
。

牧
水
と
同
世
代
の
歌
人
・
原
阿
佐
緒
の
一
首
。

　

待
つ
と
い
う
苦
し
き
こ
と
を
知
ら
ぬ
身
と

　
　
　
　
　
　

な
り
た
る
今
日
の
あ
は
れ
な
る
か
な
（
『
涙
痕
』
一
九
一
三
年
）

な
か
な
か
公
に
会
え
な
い
相
手
に
対
す
る
恋
の
思
い
を
詠
ん
だ
歌
が
多
い
歌

集
に
お
い
て
、
「
待
つ
と
い
う
苦
し
き
こ
と
」
が
無
く
な
っ
た
と
こ
ろ
、
心
は

安
寧
に
な
る
ば
か
り
か
「
あ
は
れ
な
る
か
な
」
と
阿
佐
緒
は
詠
う
。
恋
と
は
「
達

成
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
あ
ら
ゆ
る
階
梯
に
お
け
る
過
程
な
の
だ
と
考
え
さ

せ
ら
れ
る
一
首
だ
。

古
典
和
歌
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
平
安
時
代
初
の
勅
撰
和
歌
集
『
古
今
集
』

恋
歌
の
巻
頭
歌
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
首
が
見
え
る
。

　

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
草

　
　
　
　
　
　

あ
や
め
も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
巻
十
一
・
恋
歌
一
・
よ
み
人
知
ら
ず
）
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こ
の
歌
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
や
五
月
の
あ
や
め
草
」
ま
で
が
「
あ
や
め
（
理

性
）
」
を
導
く
序
詞
と
な
っ
て
お
り
、
初
夏
の
憂
鬱
で
官
能
的
な
気
分
を
表
現

し
て
い
る
。
恋
に
悩
み
身
悶
え
理
性
さ
え
も
失
う
よ
う
な
恋
心
、
や
は
り
古
来

「
恋
」
に
は
苦
悶
す
る
こ
と
が
つ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
。

著
書
で
は
こ
う
し
た
恋
歌
を
、
桑
田
佳
祐
を
中
心
と
す
る
「J

-
p
o
p

歌
詞
」

と
の
比
較
を
試
み
て
い
る
。
前
述
し
た
『
古
今
集
』
恋
歌
に
見
え
る
「
ほ
と
と

ぎ
す
」
を
そ
の
ま
ま
題
と
す
る
桑
田
佳
祐
の
楽
曲
（
二
〇
一
七
）
が
あ
り
、「
恋

に
身
悶
え
る
」
思
い
を
表
現
す
る
バ
ラ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
記
し
て

お
こ
う
。

そ
し
て
同
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
「
待
つ
こ
と
」
の
関

係
を
示
唆
す
る
歌
と
し
て
、
次
の
小
島
ゆ
か
り
の
一
首
を
取
り
上
げ
た
。

　

待
つ
人
は
つ
ね
に
来
る
人
よ
り
多
く

　
　
　
　
　
　

こ
の
街
に
ま
た
聖
夜
ち
か
づ
く

（
『
ご
く
自
然
な
る
愛
』
二
〇
〇
七
年
）

「
永
久
の
待
ち
人
〜
渋
谷
ハ
チ
公
前
」
と
す
る
連
作
五
首
の
う
ち
の
一
首
。

ス
マ
ホ
の
存
在
で
時
代
と
と
も
に
事
情
は
変
化
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
待
ち
合
わ
せ
の
光
景
」
の
普
遍
性
を
語
り
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
を
契

機
と
し
て
、
さ
ら
に
「
待
つ
こ
と
」
と
と
も
に
明
治
以
降
の
日
本
の
ク
リ
ス
マ

ス
受
容
を
短
歌
とJ

-
p
o
p

の
曲
で
綴
っ
た
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。
結
び
に
向
け

て
「
永
遠
を
待
つ
」
と
詠
う
伊
藤
一
彦
の
歌
も
評
し
、
宮
崎
県
に
お
け
る
心
の

あ
り
方
や
「
永
遠
の
旅
」
と
い
う
人
生
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
結
び
は
や
は
り

若
山
牧
水
の
短
歌
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
い
る
。

４
、
学
生
と
と
も
に
！
図
書
館
創
発
活
動

「
短
歌
県
」
を
築
く
た
め
に
は
、
若
年
層
が
短
歌
に
主
体
的
に
取
り
組
む
環

境
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
短
歌
に
関
わ
る
年
代
は
、
六
十
代
以
上
の

中
高
年
層
が
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
現
に
多
く
の
短
歌
イ
ベ
ン
ト

で
は
、
自
ら
足
を
運
ん
で
参
加
す
る
年
代
層
の
多
く
が
六
十
代
以
上
で
あ
る
状

況
が
否
め
な
い
。
そ
れ
で
も
前
述
し
た
「
牧
水
短
歌
甲
子
園
」
の
開
催
、
「
子

ど
も
新
聞
短
歌
欄
」
ま
た
は
諸
所
の
公
募
短
歌
大
会
で
「
学
生
部
門
」
な
ど
が

設
定
さ
れ
若
年
層
の
開
拓
が
進
ん
で
来
た
。
最
近
で
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
夕
刻
の
ニ
ュ
ー

ス
番
組
内
で
「
わ
け
も
ん
短
歌
」
の
コ
ー
ナ
ー
が
俵
万
智
を
選
者
と
し
て
放
映

さ
れ
、
「
県
内
の
十
代
」
に
応
募
資
格
が
あ
る
と
い
う
の
が
大
き
く
若
年
層
の

開
拓
に
貢
献
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
学
校
単
位
で
は
な
く
、
小
中
高
生
が
制

約
の
な
い
自
由
な
環
境
で
応
募
で
き
、
短
歌
を
基
点
と
し
て
交
流
で
き
る
機
会

を
県
内
に
醸
成
し
て
ゆ
く
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
環
境
整
備
に
つ

い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
「
短
歌
創
作
学
習
単
元
の
開
発
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

実
践
研
究
を
進
め
、
学
校
種
間
の
交
流
な
ど
を
含
め
た
対
面
と
オ
ン
ラ
イ
ン
を

融
合
し
た
展
開
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に
付
言
し
て
お
こ
う
。

さ
て
、
小
中
高
生
は
も
と
よ
り
肝
心
な
の
は
短
歌
創
作
機
会
の
継
続
で
あ
る
。

と
な
れ
ば
大
学
生
世
代
が
親
し
み
を
持
っ
て
短
歌
に
勤
し
む
環
境
を
整
備
す
る

こ
と
は
「
短
歌
県
」
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
も
あ
り
、
宮
崎
大
学
附
属
図
書
館
で
は
二
〇
二
〇
年
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
を
機
に
、
学
生
た
ち
の
主
体
的
な
「
創
発
活
動
」
を
奨

励
・
推
進
し
て
い
る
。
「
創
発
」
と
い
う
用
語
の
辞
書
上
の
定
義
は
、
「
要
素
間

の
局
所
的
な
相
互
作
用
が
全
体
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
全
体
が
個
々
の
要
素
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
現
象
。
」
（
『
デ

ジ
タ
ル
大
辞
泉
』
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
）
と
さ
れ
る
。
元
来
が
「
Ａ
Ｉ
に
お
け

る
鍵
と
な
る
概
念
」
（
情
報
・
知
識i

m
i
d
a
s

　

ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
）
と
も
さ

れ
て
い
る
用
語
で
あ
る
。
学
生
の
個
々
が
主
体
的
な
姿
勢
を
持
ち
、
多
様
な
分

野
と
の
対
話
に
向
き
合
い
、
自
ら
の
発
想
を
創
造
的
に
深
め
て
発
信
す
る
と
い

う
活
動
を
、
図
書
館
空
間
に
根
ざ
し
た
も
の
と
す
る
か
を
目
指
し
た
活
動
で
あ

る
。
筆
者
は
、
附
属
図
書
館
副
館
長
と
し
て
、
「
創
発
活
動
」
を
活
性
化
さ
せ
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る
Ｗ
Ｇ
長
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
（
大
学
）
図
書
館
は
、
利
用
者

が
蔵
書
・
資
料
を
利
用
し
個
々
で
他
者
と
関
わ
る
こ
と
な
く
静
粛
に
学
ぶ
空
間

と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
後
の
図
書
館
は
、
利
用
者
が
他
の
利
用
者
と
も

繋
が
り
協
働
し
て
蔵
書
・
資
料
を
活
用
し
対
話
の
機
会
を
持
ち
、
地
域
と
交
流

す
る
活
動
へ
も
関
わ
り
な
が
ら
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
空
間
と
し
て
位
置
づ

け
た
い
。
特
に
「
対
話
」
に
対
す
る
考
え
方
が
重
要
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
可
能

性
を
排
除
せ
ず
同
調
圧
力
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
創
造
的
・
発
信
的
な
活
動
を

促
進
す
る
場
と
し
て
ゆ
き
た
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
創
発
活
動
」
を
根
付
か
せ
る
た
め
に
は
、
附
属
図
書
館
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
コ
ン
セ
プ
ト
が
重
要
に
な
っ
た
。
各
階
ご
と
に
コ
ン
セ
プ
ト
を
明

確
に
し
、
理
念
の
も
と
に
目
的
に
適
っ
た
活
動
場
所
と
な
る
よ
う
な
配
慮
を
施

し
た
改
装
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
一
階
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
モ
ン

ズ
」
と
命
名
し
、
「
多
様
な
人
々
が
つ
な
が
り
情
報
に
集
う
空
間
」
と
し
た
。

二
階
は
「
黙
考
の
杜
」
、
字
の
如
く
「
黙
っ
て
静
粛
に
自
ら
で
熟
考
す
る
空
間
」

で
あ
る
。
「
杜
」
の
字
を
使
用
し
た
の
は
、
「
森
」
の
文
字
が
「
自
然
に
樹
々
の

あ
る
場
所
」
を
指
す
の
に
対
し
て
、
「
杜
」
は
「
神
社
を
囲
む
木
立
ち
」
と
い

う
語
源
説
が
あ
り
、
人
造
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
樹
木
の
集
合
体
を
指
す
。

よ
っ
て
「
杜
」
と
す
る
こ
と
で
、
利
用
者
が
個
々
の
営
為
を
希
望
あ
る
も
の
に

創
造
し
変
換
し
て
ゆ
く
祈
り
も
込
め
て
の
命
名
と
し
た
。
三
階
は
「
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ
コ
モ
ン
ズ
」
ま
さ
に
「
創
造
多
元
空
間
」
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
場

所
だ
。
三
つ
の
フ
ロ
ア
ー
を
総
合
し
て
「
人
と
出
逢
い
、
自
ら
考
え
、
創
造
で

き
る
図
書
館
（
創
発
・
共
創
・
協
働
）
」
の
理
念
が
根
付
い
た
も
の
と
し
て
現

在
は
稼
働
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
附
属
図
書
館
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
寄
り
道
を
し

た
が
、
こ
こ
に
「
短
歌
県
み
や
ざ
き
活
動
」
を
根
付
か
せ
る
の
が
、
大
き
な
目

標
と
な
っ
た
。

利
用
者
と
し
て
の
学
生
は
、
「
宮
崎
大
学
短
歌
会
」
の
学
生
を
中
心
に
し
て
、

他
大
学
の
学
生
の
参
加
も
促
し
た
。
本
論
で
述
べ
て
き
た
「
国
文
祭
・
芸
文
祭

み
や
ざ
き
２
０
２
０
」
を
契
機
に
、
県
庁
文
化
振
興
課
、
ま
た
は
ア
ー
ツ
カ
ウ

ン
シ
ル
み
や
ざ
き
な
ど
と
の
連
携
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
以

下
、
こ
の
目
標
を
実
現
さ
せ
た
企
画
・
行
事
を
列
挙
す
る
こ
と
と
す
る
。

・
二
〇
二
〇
年
十
一
月
七
日
（
土
）
「
全
国
高
校
生
短
歌
オ
ン
ラ
イ
ン
甲
子
園
」

サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
設
置
（
応
援
ト
ー
ク
参
加
）

・
二
〇
二
一
年
七
月
十
日
（
土
）
「
み
や
ざ
き
大
歌
会
」
歌
人
・
東
直
子
さ
ん
・

田
中
ま
し
ろ
さ
ん
ト
ー
ク
＆
中
高
大
学
生
参
加
の
大
歌
会

図
書
館
創
発
活
動
を
活
性
化
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
「
国
文
祭
・
芸
文
祭
み
や

ざ
き
２
０
２
０
」
が
延
期
を
伴
い
つ
つ
開
催
さ
れ
た
の
は
、
誠
に
本
学
附
属
図

書
館
に
と
っ
て
は
好
機
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
、
「
ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ
ル
み
や

ざ
き
」
に
よ
る
文
化
推
進
事
業
な
ど
に
学
生
有
志
が
企
画
を
申
請
し
た
こ
と
で

二
〇
二
一
年
度
内
に
は
次
の
二
つ
の
事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
こ

と
で
あ
っ
た
。

・
二
〇
二
二
年
二
月
〜
三
月
「
ニ
シ
タ
チ
歌
集
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
ニ
シ
タ
チ

の
街
灯
電
柱
な
ど
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
仕
込
み
、
ス
マ
ホ
で
入
力
す
る
と
歌
人
・

小
島
な
お
さ
ん
が
ニ
シ
タ
チ
で
詠
ん
だ
短
歌
に
出
逢
え
る
企
画
。

・
二
〇
二
二
年
二
月
〜
三
月
「
う
た
ご
は
ん
」
宮
崎
市
内
中
心
部
の
飲
食
店
に

短
冊
を
置
き
、
各
店
の
お
客
さ
ん
が
短
歌
を
作
り
、
宮
大
短
歌
会
の
学
生
た

ち
が
審
査
の
た
め
の
歌
会
を
開
催
し
、
グ
ラ
ン
プ
リ
入
賞
者
を
決
め
る
企
画
。

い
ず
れ
も
学
生
有
志
代
表
者
に
協
力
者
が
寄
り
添
い
発
案
し
た
企
画
を
、
創
発

的
に
地
域
を
舞
台
に
展
開
し
た
例
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ま
で
の
学
生
創
発
活

動
「
短
歌
県
づ
く
り
」
の
イ
メ
ー
ジ
図
を
示
し
て
お
く
。
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５
、
む
す
び

以
上
、
「
短
歌
県
み
や
ざ
き
を
目
指
す
た
め
に
」
と
題
し
て
、
複
数
の
角
度

か
ら
そ
の
方
向
性
と
実
践
し
て
き
た
活
動
に
つ
い
て
を
記
し
て
き
た
。
活
動
を

し
つ
つ
県
庁
文
化
振
興
課
及
び
ア
ー
ツ
カ
ウ
ン
シ
ル
み
や
ざ
き
の
担
当
者
と

対
話
を
く
り
返
す
中
で
、
「
ど
の
よ
う
な
環
境
が
整
え
ば
短
歌
県
か
？
」
と
い

う
命
題
を
常
に
自
問
自
答
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
年
代
を
問
わ
ず
、
あ
く

ま
で
主
体
的
に
自
ら
の
生
活
実
感
を
素
材
と
し
て
よ
り
多
く
の
県
民
が
、
自
ら

の
言
い
た
い
こ
と
を
三
十
一
文
字
で
表
現
し
て
い
く
。
コ
ロ
ナ
禍
も
相
ま
っ
て

閉
塞
的
な
社
会
状
況
の
中
、
自
ら
の
言
い
た
い
こ
と
を
端
的
に
忌
憚
な
く
表
現

で
き
る
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
。
生
活
上
の
辛
さ
を
三
十
一
文
字
に
し
て
投

げ
る
こ
と
で
、
明
る
い
宮
崎
に
お
け
る
多
様
な
個
々
人
の
明
日
が
叶
え
ら
れ
て

い
く
。
今
後
も
学
生
の
主
体
的
な
短
歌
活
動
を
中
心
に
、
「
短
歌
県
み
や
ざ
き
」

を
地
方
な
ら
で
は
の
「
文
学
で
県
民
の
暮
ら
し
が
支
え
ら
れ
る
」
よ
う
な
地
域

と
す
べ
く
、
今
後
も
活
動
を
推
進
し
て
ゆ
き
た
い
。

最
後
に
、
項
目
２
に
記
し
た
「
短
歌
創
作
学
習
単
元
の
開
発
研
究
」
に
つ
い

て
は
、
本
稿
で
の
内
容
に
関
連
さ
せ
諸
研
究
学
会
で
の
パ
ネ
リ
ス
ト
発
表
や
論

文
化
、
ま
た
県
内
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
と
の
連
携
を
行
な
っ
て
き
た
。

県
内
で
学
校
種
を
超
え
た
連
携
を
生
み
出
し
、「
国
語
学
習
」
の
み
な
ら
ず
「
短

歌
」
に
よ
る
健
全
な
青
少
年
の
育
成
に
貢
献
す
べ
く
、
活
動
を
充
実
さ
せ
て
い

く
所
存
で
あ
る
。
そ
の
概
念
図
を
決
意
と
し
て
最
後
に
示
し
結
び
と
し
た
い
。

図１．学生創発活動のイメージ
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図２．短歌創作学習単元の開発研究の概念図




