
文
学
教
材
に
お
け
る
絵
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

高
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久

子

一
、
問
題
の
所
在

 
低
学
年
の
教
科
書
に
お
け
る
絵
の
役
割
が
、
文
学
教
材
に
お
い
て
、
特
に
重

要
で
あ
る
こ
と
は
、
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
重
要
性
と
は
、

も
の
が
た
り
の
理
解
を
助
け
る
、
と
か
、
作
品
に
入
り
や
す
く
親
し
み
深
い
も

の
に
す
る
た
め
の
演
出
、
と
い
っ
た
程
度
の
認
識
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
う
。

 
一
方
、
絵
本
に
お
け
る
絵
と
文
の
関
係
は
、
「
単
に
一
方
が
他
方
を
説
明
す

る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
た
が
い
に
融
合
・
調
和
し
て
一
つ
の
世
界
を
創
り

 
 
 
 
 
 

上
げ
て
い
る
」
と
い
う
捉
え
方
が
あ
る
。
絵
と
文
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
混
沌
と
し
た
も
の
に
、
読
み
手
・
聞
き
手
の
関
係
か
ら

生
ま
れ
る
物
理
的
空
間
や
精
神
的
空
間
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
絡
み

あ
っ
て
、
画
面
の
奥
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
、
ま
た
、
こ
ち
ら
側
か
ら
画
面

の
奥
へ
と
投
げ
返
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
受
け
と
り
と
投
げ
返

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ら
だ

し
の
経
験
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
、
受
信
器
と
し
て
の
身
体
が
育
っ
て
い
く
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
実
は
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
以
上
に
入
門
期
の

文
学
と
子
ど
も
の
出
会
い
に
と
っ
て
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
考
え
る
と
、
家
庭
で
の
読
書
環
境
の
ち
が
い
を
越
え
て
、
等
し
く
そ
の
チ
ャ

ン
ス
が
与
え
ら
れ
得
る
教
科
書
に
こ
そ
、
文
と
の
融
合
、
読
み
の
空
間
と
の
融

合
を
に
ら
ん
だ
”
絵
”
の
役
割
が
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
筆
者
は
、
『
「
読
者
論
」
に
立
つ
読
み
の
指
導
』
の
中
で
、
絵
本
を
原
典
と

し
た
入
門
期
の
文
学
教
材
の
難
し
さ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

 
「
物
理
的
な
制
約
と
い
う
こ
と
だ
け
を
考
え
て
み
て
も
、
絵
が
文
章
と
一
体

と
な
っ
て
作
品
世
界
を
支
え
て
い
る
も
の
が
、
教
科
書
の
紙
面
の
関
係
で
、
さ

し
絵
と
い
う
か
た
ち
に
お
し
こ
め
ら
れ
、
用
い
る
画
面
数
も
限
ら
れ
て
く
る
。

絵
本
の
中
で
は
左
ペ
ー
ジ
か
ら
右
ペ
ー
ジ
へ
と
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

教
科
書
で
は
一
律
に
、
右
ペ
ー
ジ
か
ら
左
ペ
ー
ジ
へ
と
移
し
変
え
ら
れ
る
。
記

さ
れ
る
文
字
も
、
そ
の
多
く
が
横
書
き
か
ら
縦
書
き
へ
と
変
わ
る
。
こ
う
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ま

否
応
な
い
変
更
が
、
作
品
に
ふ
れ
る
、
と
い
う
、
子
ど
も
た
ち
の
生
の
体
験
に
、

影
響
を
与
え
な
い
わ
け
は
な
い
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
4

 
同
著
の
中
で
、
具
体
例
と
し
て
、
『
ス
イ
ミ
ー
』
『
き
つ
ね
の
お
き
ゃ
く
さ
ま
』

の
二
冊
の
絵
本
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
文
学
教
材
と
し
て
教
科
書
に
採
択
さ
れ
る
場

合
、
ど
の
よ
う
な
改
変
を
強
い
ら
れ
た
か
を
検
討
し
た
。
ま
た
、
一
九
九
六
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

に
は
、
「
絵
本
と
文
学
教
材
の
あ
い
だ
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
、
『
ず
一
つ
と
ず
つ

 
 
 
 
 
 
 
ら

と
だ
い
す
き
だ
よ
』
が
文
学
教
材
と
し
て
採
択
さ
れ
る
中
で
、
ど
の
よ
う
な

変
化
が
あ
っ
た
か
を
特
に
そ
の
文
章
表
記
に
着
目
し
て
、
み
て
い
っ
た
。
今
回

（141）

文
学
教
材
に
お
け
る
絵
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て



は
、
あ
え
て
、
絵
本
を
原
典
と
し
な
い
入
門
期
の
文
学
教
材
と
し
て
、
光
村
図

書
一
年
国
語
上
の
中
か
ら
、
『
ぶ
ら
ん
こ
』
（
森
由
京
文
、
村
山
康
成
絵
）
を

と
り
あ
げ
、
同
作
品
に
お
け
る
絵
の
役
割
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
こ

の
作
品
を
選
ん
だ
理
由
は
二
点
。

 
一
つ
は
、
光
村
図
書
の
教
科
書
は
、
現
在
、
細
本
の
小
学
校
に
お
け
る
過
半

数
の
シ
ェ
ア
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。

 
一
一
つ
め
は
、
小
学
校
一
年
生
に
な
る
娘
が
、
こ
の
作
品
と
出
会
い
、
教
室
で

授
業
を
受
け
る
中
で
、
少
な
か
ら
ぬ
と
ま
ど
い
と
混
裁
を
み
せ
た
、
と
い
う
こ

と
。
彼
女
の
こ
と
ば
を
借
り
る
と
、

 
「
絵
は
か
わ
い
く
て
好
き
や
け
ど
、
声
に
出
し
て
読
ん
だ
ら
、
わ
け
が
わ
か

ら
ん
く
な
る
」

 
こ
こ
に
は
、
絵
と
文
の
融
合
性
に
関
す
る
、
文
学
教
材
の
重
要
な
問
題
が
潜

ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
「
ぶ
ら
ん
こ
」
に
つ
い
て

 
指
導
時
間
数
九
時
間
が
想
定
さ
れ
た
、
五
月
中
旬
の
文
学
教
材
と
し
て
登
場

す
る
。
「
こ
の
よ
う
な
時
期
に
与
え
る
教
材
と
し
て
は
、
身
近
な
題
材
、
リ
ズ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
ア

ミ
カ
ル
な
文
章
、
豊
か
に
想
像
で
き
る
挿
絵
の
も
の
が
必
要
」
と
い
う
こ
と

で
選
ば
れ
た
作
贔
ら
し
い
。
こ
の
「
豊
か
に
想
像
で
き
る
挿
絵
し
と
は
ど
う
い

う
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
こ
の
後
、
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。

 
作
巷
森
山
京
は
、
一
九
 
死
年
東
京
生
ま
れ
。
幼
年
童
話
の
書
き
手
と
し
て

知
ら
れ
、
『
き
い
ろ
い
ば
け
つ
』
（
あ
か
ね
書
房
）
等
の
作
品
が
あ
る
。

 
本
作
晶
は
、
四
つ
の
場
縢
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
め
は
、
大
き
い
こ

ぶ
た
が
、
ぶ
ら
ん
こ
を
こ
ぎ
な
が
ら
う
た
う
シ
ー
ン

「
は
じ
め
の
 
こ
ぶ
た
が
 
う
た
い
ま
す
。

み
え
た
 
み
え
た
。

あ
お
い
 
う
み
が

し
ろ
い
 
ふ
ね
も

ぶ
ら
ん
こ

み
え
た
。

み
え
た
。
」

は
じ
め
の
 
こ
ぶ
た
が

う
た
い
ま
す
。

論
 
 
え
た
 
み
え
た
。

＼
あ
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み
が
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絵1

ン

二
つ
め
は
、
中
く
ら
い
の
こ
ぶ
た
が
、
ぶ
ら
ん
こ
を
こ
ぎ
な
が
ら
う
た
う
シ
ー

「
つ
ぎ
の
 
こ
ぶ
た
が

み
え
た
 
み
え
た
。

み
ど
り
の
 
も
り
が

あ
か
い
 
く
る
ま
も

う
た
い
ま
す
。

み
え
た
。

み
え
た
。
」

（142）



つ
ぎ
の

・
つ
た瓦

熱
た

み
ど
り
の

．
あ
か

絵2

ち
い
さ
い
 
こ
ぶ
た
が

う
た
い
ま
す
。

み
え
た
 
み
え
た
。

ぼ
く
の
 
お
う
ち
が

、

一
画
お
や
つ
も

！
‘

み
え
た

 
み
え

お
や
つ
の
 
じ
か
ん
で
す
。

⑱

そ
ろ
そ
ろ

絵3
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三
つ
め
は
、
小
さ
い
こ
ぶ
た
が
、
ぶ
ら
ん
こ
を
こ
ぎ
な
が
ら
う
た
う
シ
：
ン

「
ち
い
さ
い
 
こ
ぶ
た
が
 
う
た
い
ま
す
。

 
み
え
た
 
み
え
た
。

 
ぼ
く
の
 
お
う
ち
が
 
み
え
た
。

 
ま
ど
か
ら
 
お
や
つ
も
 
み
え
た
。
し

 
四
つ
め
は
、
転
び
き
の
こ
ぶ
た
が
、
ぶ
ら
ん
こ
か
ら
お
り
て
、

て
か
け
串
す
シ
ー
ン

 
「
そ
ろ
そ
ろ
 
お
や
つ
の
 
じ
か
ん
で
す
。
」

家
へ
む
か
っ

文
学
教
材
に
お
け
る
絵
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
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絵4

 
 
 
む
'
り
か
み
 
 
や
す
な
り
 
 
え

※
吹
き
出
し
の
線
書
き
は
、
生
徒
の

手
に
よ
る
も
の
。
授
業
中
の
先
生

 
の
指
導
に
よ
り
、
ク
ラ
ス
全
員
が

書
き
こ
ん
だ
。

 
先
の
指
導
書
で
は
、
「
叙
述
の
分
析
」
と
し
て
、
「
第
…
場
面
か
ら
第
置
場
面

ま
で
の
構
成
は
、
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
、
初
め
の
一
文
は
説
明
、
あ
と

の
三
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
ぶ
た
が
、
ぶ
ら
ん
こ
の
揺
れ
に
合
わ
せ
て
、
リ
ズ

ミ
カ
ル
に
口
ず
さ
ん
で
い
る
需
葉
で
あ
り
、
歌
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

 
ま
た
、
作
者
の
森
山
京
は
、
自
分
の
文
章
を
支
え
る
絵
の
役
目
に
欝
及
し
、

 
「
文
中
、
三
び
き
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
の
こ
ぶ
た
、
つ
ぎ
の
こ
ぶ
た
、
ち

い
さ
い
こ
ぶ
た
と
あ
る
だ
け
で
、
兄
弟
で
あ
る
と
も
、
友
人
で
あ
る
と
も
説
明

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
絵
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
ぶ
た
の
体
の

大
き
さ
は
、
大
、
中
、
小
の
順
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
三
び
き
が
母
親
の
待

つ
わ
が
家
へ
向
か
う
場
面
で
、
彼
ら
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
が
ひ
と
旨
で
わ
か
り

ま
す
。
」
（
傍
線
高
文
）

 
「
三
び
き
の
大
き
さ
の
ち
が
い
は
、
ぶ
ら
ん
こ
の
振
幅
の
度
合
に
あ
ら
わ
れ
、

そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
が
見
る
も
の
に
も
遠
近
の
差
を
生
じ
ま
す
。
す
な
わ
ち

大
き
い
こ
ぶ
た
は
遠
く
の
海
、
中
く
ら
い
の
こ
ぶ
た
は
そ
の
手
前
の
森
、
そ
し

て
小
さ
い
こ
ぶ
た
に
な
る
と
、
間
近
に
あ
る
わ
が
家
し
か
自
に
入
り
ま
せ
ん
。

 
こ
こ
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
絵
に
よ
っ
て
も
容
易
に
理
解
で
き
ま
す
が
、

 
 
」
（
傍
線
高
橋
）

 
「
と
り
わ
け
最
終
ペ
ー
ジ
の
絵
は
、
そ
の
間
の
い
き
さ
つ
を
十
分
に
物
語
っ

て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
」

 
実
際
に
、
教
室
で
の
授
業
風
景
を
見
学
し
て
も
、
子
ど
も
た
ち
は
、
指
導
の

め
や
す
ど
お
り
、
「
文
章
を
暗
唱
し
、
口
を
し
っ
か
り
と
開
け
て
、
リ
ズ
ミ
カ

ル
に
唱
え
」
て
い
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
、
ぶ
ら
ん
こ
こ
ぎ
の
風
景
を
、
自

分
の
か
ら
だ
に
も
ど
し
、
か
ら
だ
で
読
ん
で
み
る
と
、
果
た
し
て
、
こ
の
作
品

は
、
そ
ん
な
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
展
開
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
文
と
絵
の
協
合
性
は
、

藩
王
森
山
京
が
い
う
よ
う
に
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
か
ら
だ
で
読
む

 
ま
ず
、
大
き
い
こ
ぶ
た
の
ぶ
ら
ん
こ
こ
ぎ
の
魚
倉
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
す

る
。 

絵
か
ら
確
認
で
き
る
情
報
と
し
て
、
ま
ず
、
大
き
い
こ
ぶ
た
は
、
立
ち
こ
ぎ

を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
立
ち
こ
ぎ
を
し
な
が
ら
、
道
路
を
へ
だ
て
て
向
こ

う
側
に
あ
る
森
の
さ
ら
な
る
向
こ
う
、
海
が
み
え
る
ほ
ど
に
大
き
く
ぶ
ら
ん
こ

を
こ
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
で
、
遠
く
の
海
が
み
え
る
ほ
ど
の
立
ち
こ

ぎ
、
と
い
う
こ
と
で
、
ぶ
ら
ん
こ
の
振
幅
を
、
か
ら
だ
で
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
恐
ら
く
、
…
八
○
度
に
近
い
程
、
ぶ
ら
ん
こ
は
大
き
く
振
れ
て
い
る
は

CI44］



ず
だ
。

 
さ
て
、
い
っ
た
ん
、

た
う
よ
う
に
読
む
と
、

へ
6／ ）o

莞）②

こ
の
振
幅
を
忘
れ
、
文
字
に
意
識
を
集
中
さ
せ
て
、

変）③変）③

た）④た）④

、
つ

 
と
い
う
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
る
と
、
肝
心
な
発
見
の
対
象
物
「
う

み
」
「
ふ
ね
」
が
、
ふ
り
お
ろ
し
の
時
に
う
た
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
こ
れ
は
、
一
回
性
、
現
時
性
の
発
見
の
う
た
で
あ
る
と
す
る
と
、
か
ら
だ
の

読
み
に
そ
ぐ
わ
な
い
。

 
一
回
性
、
現
時
性
、
発
見
、
を
強
調
す
る
と
、

「
l
l
▼
 
 
↓

み
え
た
 
み
え
た

 
 
一
i
i
▼
 
 
I
I
↓
▼

あ
お
い
 
う
み

 
 
一
▼
 
 
l
I
↓
▼

し
ろ
い
 
ふ
ね

 
と
い
う
よ
う
に
、
こ
ぶ
た
の
歌
の
部
分
は
、
日
本
古
来
の
詩
歌
の
流
れ
を
ふ

ま
え
た
、
四
拍
で
う
た
う
の
が
、
一
番
う
た
い
や
す
い
か
た
ち
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
、
先
程
か
ら
の
べ
て
い
る
絵
の
情
報
、
今
、
立
ち
こ
ぎ

を
し
な
が
ら
、
向
こ
う
の
海
が
み
え
る
ほ
ど
思
い
き
り
ぶ
ら
ん
こ
を
ふ
り
あ
げ
、

ふ
り
お
ろ
す
こ
と
を
重
ね
あ
わ
せ
る
と
、
四
拍
の
リ
ズ
ム
と
ぶ
ら
ん
こ
の
振
幅

の
リ
ズ
ム
が
、
き
し
み
は
じ
め
る
。

 
四
拍
で
う
た
う
と
、
ぶ
ら
ん
こ
の
振
幅
は

 
ム
 
 
 
 
 
 
ツ
 
 
ム
 
 
 
 
 

へ
み
一
え
た
 
み
え
た

ム
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
 
 
 
ツ

あ
一
お
い
 
う
一
み
が
 
み
え
た

ム
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ム
 
 
 
 
ツ

し
一
ろ
い
 
ふ
一
ね
も
 
み
え
た

↑
は
 
ふ
り
あ
げ

↓
は
 
ふ
り
お
ろ
し

 
と
い
う
よ
う
に
、
単
語
の
羅
列
と
な
り
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
伴
っ
た
歌
に
は
、

な
り
に
く
い
。

 
或
い
は
、
文
章
ど
お
り
で
、
「
み
え
た
」
「
あ
お
い
」
「
う
み
」
「
し
ろ
い
」
「
ふ

ね
」
の
発
見
の
四
要
素
を
、
ぶ
ら
ん
こ
の
ふ
り
あ
げ
に
あ
わ
せ
て
歌
を
つ
く
る

こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
具
合
に
。
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計

 
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
つ
く
の
と
ひ
き
か
え
に
、
感
動
の
山

が
お
だ
や
か
に
な
り
、
ぶ
ら
ん
こ
の
振
幅
も
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
う
気
が
す
る
。

 
こ
う
し
た
試
行
錯
誤
か
ら
、
も
う
一
度
文
章
に
た
ち
戻
る
と
、
初
め
て
、
ぶ
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に
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て



ら
ん
こ
を
思
い
き
り
こ
い
で
、
向
こ
う
に
ひ
ろ
が
る
海
と
対
面
し
た
感
動
は
、

叫
び
の
こ
と
ば
に
な
っ
て
直
せ
ら
れ
て
も
、
そ
の
場
で
の
一
回
性
の
歌
に
は
、

な
り
に
く
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
る
。

 
そ
こ
で
、
も
の
が
た
り
の
解
釈
を
変
え
、
大
き
い
こ
ぶ
た
は
も
う
、
何
回
も
、

こ
う
や
っ
て
大
き
く
ぶ
ら
ん
こ
を
こ
ぎ
、
青
い
海
、
白
い
船
と
対
面
し
て
い
る
。

そ
の
経
験
が
「
歌
」
に
な
っ
て
、
口
を
つ
い
て
出
る
、
と
考
え
れ
ば
、
四
拍
の

リ
ズ
ム
で
「
う
み
」
「
ふ
ね
」
が
ふ
り
お
ろ
し
の
と
き
に
う
た
わ
れ
「
よ
う
と
、

つ
じ
つ
ま
が
あ
う
。
ま
た
、
先
程
つ
く
っ
て
み
た
よ
う
な
即
興
の
メ
ロ
デ
ィ
ー

で
も
、
お
か
し
く
な
い
こ
と
に
な
る
。

 
同
様
な
こ
と
は
、
中
く
ら
い
の
こ
ぶ
た
の
シ
ー
ン
で
も
、
小
さ
い
こ
ぶ
た
の

シ
ー
ン
で
も
、
い
え
る
。

 
特
に
、
小
さ
い
こ
ぶ
た
の
シ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
か
ら
だ
で
読
む
こ
と
か
ら
、

絵
と
文
の
絡
み
あ
い
に
新
し
い
解
釈
の
光
を
あ
て
る
こ
と
が
、
必
要
と
な
っ
て

く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
な
お
に
、
第
三
場
面
の
絵
を
み
る
と
、
小
さ
い
こ
ぶ
た

は
、
す
わ
り
こ
ぎ
を
し
て
お
り
、
こ
の
こ
ぎ
方
で
、
本
当
に
家
の
中
の
お
や
つ

が
の
ぞ
き
見
え
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
だ
。

 
そ
こ
で
、
小
さ
い
こ
ぶ
た
は
、
実
は
何
も
見
え
て
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
兄

さ
ん
た
ち
の
手
前
、
自
分
も
家
が
み
え
る
の
だ
、
家
の
中
の
お
や
つ
が
み
え
る

の
だ
、
と
強
が
り
を
い
っ
て
み
せ
る
、
と
い
う
解
釈
が
生
ま
れ
る
。

 
絵
と
文
の
ひ
ず
み
を
、
も
の
が
た
り
の
奥
行
き
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
は
、

読
み
の
お
も
し
ろ
さ
で
も
あ
る
。
先
の
指
導
書
が
示
し
た
と
こ
ろ
の
「
豊
か
に

想
像
で
き
る
挿
絵
」
と
い
う
の
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

今
度
は
「
文
章
を
暗
唱
し
、
口
を
し
っ
か
り
と
開
け
て
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
唱
え

る
」
と
い
う
よ
う
な
指
導
の
あ
り
方
を
、
根
本
的
に
問
い
返
さ
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。

 
さ
て
、
こ
の
作
品
の
四
場
面
め
に
つ
い
て
だ
け
は
、
「
豊
か
に
想
像
で
き
る

挿
絵
」
と
い
う
捉
え
方
が
、
難
し
い
。
絵
に
描
か
れ
た
ぶ
ら
ん
こ
の
向
き
と
、

・
家
の
向
き
が
、
異
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
絵
で
は
、
た
と
え
、
見
え
て
い

な
い
家
の
こ
と
を
う
た
っ
て
い
た
の
だ
と
解
釈
し
て
も
、
ぶ
ら
ん
こ
を
下
り
て
、

ま
っ
す
ぐ
家
の
方
に
書
け
出
し
て
い
く
絵
で
迎
え
ら
れ
な
け
れ
ば
最
後
の
一
文

 
「
そ
ろ
そ
ろ
お
や
つ
の
じ
か
ん
で
す
」
が
生
き
て
こ
な
い
。

 
結
局
、
作
品
の
中
に
内
在
し
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
手
が
深
く
受
け
と

め
ら
れ
る
よ
う
な
、
絵
と
文
の
働
き
あ
い
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。四

、
比
較
の
た
め
に

 
こ
こ
で
、
同
じ
ぶ
ら
ん
こ
こ
ぎ
の
場
面
が
あ
る
、
『
ノ
ン
タ
ン
ぶ
ら
ん
こ
の

 
は
 

せ
て
』
と
比
較
し
て
み
る
。

 
絵
5
に
示
し
た
の
は
、
「
1
・
2
・
3
」
ま
で
し
か
か
ぞ
え
ら
れ
な
い
の
で
、

森
の
仲
間
と
の
「
1
0
ま
で
か
ぞ
え
た
ら
、
じ
ゅ
ん
ば
ん
か
わ
る
よ
。
」
と
い
う

約
束
が
守
れ
な
い
ノ
ン
タ
ン
の
た
め
に
、
み
ん
な
が
い
っ
し
ょ
に
、
声
を
出
し

て
か
ぞ
え
て
く
れ
る
シ
ー
ン
で
あ
る

 
こ
こ
で
の
、
か
ぞ
え
こ
と
ば
は
、

 
 
 
 
ゆ
 
 
ム
 
 
ナ
 
 
 
 
 
ナ

 
い
ち
 
 
に
 
 
さ
ん

へ
一
・
2
・
3
、

 
コ
 
ゆ
 
 
 
ほ
 
 
 
ネ
 
 
ウ

し
 
 
ご
 
ろ
く
、

差
4
・
「
0
・
ハ
0
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み
ん
な
で
 
掘
濠
で

 
か
ぞ
え
て
 
あ
げ
る
♂
。
」

 
「
そ
れ
っ
！
」

 
、
恥
‘
2
」
3
、

 
応
‘
5
、
⑥
、

 
λ
「
融
「
騎
‘
ゆ
、

 
お
潔
け
農
⊃
 
あ
置
け
の

 
 
霞
し
炉
ぼ
っ
躍
．

 
喀
1
，
と
 
な
つ
歴
ら

 
 
か
わ
り
ま
し
‘
ノ

∠

zし

ひ

嚢

．
認
匁

懐5

 
絵
の
ぶ
ら
ん
こ
の
振
幅
と
、
こ
と
ば
の
リ
ズ
ム
（
ふ
り
あ
げ
と
ふ
り
お
ろ
し
）

が
、
か
ら
だ
の
読
み
の
申
で
、
う
ま
く
一
致
す
る
。

 
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
坦
に
み
え
た
絵
か
ら
、
胸
を
つ
き
出
し
、
ふ
り
あ

げ
、
ふ
り
お
ろ
し
に
力
を
こ
め
て
い
る
ノ
ン
タ
ン
の
姿
が
、
い
き
い
き
と
伝
わ
っ

て
く
る
。

 
文
学
教
材
「
ぶ
ら
ん
こ
」
の
絵
と
文
の
関
係
姓
と
賛
称
的
な
例
で
あ
ろ
う
。

四
、
絵
か
ら
挿
し
絵
へ

 
こ
こ
ま
で
、
「
ぶ
ら
ん
こ
」
と
い
う
作
贔
で
、
入
門
期
の
子
ど
も
に
向
け
た

文
学
教
材
の
絵
の
役
割
を
考
え
て
き
た
。
こ
こ
で
、
や
や
視
点
を
変
え
て
、
米

倉
斉
加
年
の
絵
本
糊
大
入
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
』
（
借
成
社
）
が

中
学
爾
教
科
書
文
学
教
材
（
中
学
国
語
1
 
光
村
図
書
）
に
採
択
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
て
き
た
絵
の
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

文
学
教
材
に
お
け
る
絵
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

 
絵
本
は
、
米
倉
の
実
体
験
に
基
づ
き
、
見
開
き
ペ
ー
ジ
ご
と
に
、
作
者
自
身

の
手
に
よ
る
絵
と
文
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
教
科
書
の
方
は
ぺ
！

ジ
数
の
制
約
の
た
め
か
、
中
学
生
に
も
な
れ
ば
教
科
書
に
絵
は
、
さ
ほ
ど
必
要

で
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
絵
は
、
二
点
し
か
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
赤
ん

坊
だ
っ
た
弟
ヒ
ロ
ユ
キ
の
デ
ッ
サ
ン
と
、
母
親
の
デ
ッ
サ
ン
だ
け
で
あ
る
。

 
こ
の
作
品
は
、
太
平
洋
戦
争
の
さ
な
か
、
生
ま
れ
て
ま
も
な
い
弟
を
ひ
も
じ

い
思
い
の
中
で
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
悔
い
て
も
悔
い
足
り
な
い
家
族
の
記
濾

を
、
当
時
小
学
四
年
生
で
あ
っ
た
米
倉
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
、
思
い
出
を

語
る
と
い
う
か
た
ち
で
進
ん
で
い
く
。

 
さ
て
、
絵
6
は
、
絵
本

の
中
、
潤
舎
の
親
戚
の
家

に
、
食
べ
物
を
分
け
て
も

ら
う
術
を
尋
ね
に
い
っ
た

母
親
が
、
乞
食
に
対
す
る

よ
う
な
あ
し
ら
い
を
受
け

た
場
癬
に
あ
て
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
米
倉
の
描

い
た
母
親
の
横
顔
は
「
そ

の
と
き
の
顔
を
、
僕
は
い

ま
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。
強

い
顔
で
し
た
。
で
も
悲
し

い
悲
し
い
顔
で
し
た
。
僕

は
あ
ん
な
に
美
し
い
顔
を

見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

塚
禦

げ
、

ハ
八

絵6
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ん
。
し
と
呼
応
し
て
、
母
親
の
言
い
よ
う
の
な
い
怒
り
と
哀
し
み
、
そ
し
て
、

極
限
の
中
に
あ
っ
て
失
う
ま
い
と
す
る
人
間
の
尊
厳
の
よ
う
な
も
の
を
、
鉛
筆

描
き
で
、
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
刻
み
つ
け
る
よ
う
な
「
ハ
ハ
」
の
二

文
字
が
、
画
面
左
下
に
小
さ
く
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。

 
こ
の
、
「
ハ
ハ
」
の
二
文
字
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る
も
の
。

そ
れ
は
、
母
親
が
こ
の
横
顔
を
し
て
立
ち
尽
く
し
た
時
（
昭
和
2
0
年
）
に
対
す

る
も
う
ひ
と
つ
の
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
2
0
年
以
降
途
切
れ
る
こ
と
な

く
母
親
の
横
顔
を
胸
の
内
に
住
ま
わ
せ
続
け
、
そ
し
て
当
時
の
母
の
怒
り
・
哀

し
み
に
自
分
の
怒
り
・
哀
し
み
・
も
ろ
も
ろ
の
感
情
を
重
ね
て
き
た
今
日
に
至

る
ま
で
の
米
倉
の
時
間
で
も
あ
る
。
そ
し
て
「
ハ
ハ
」
と
刻
み
つ
け
ら
れ
た
そ

の
文
字
か
ら
、
ど
ん
な
風
に
し
て
も
語
り
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
抱
え

た
米
倉
の
、
現
在
と
い
う
時
間
が
、
ま
る
で
祈
り
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
教
科
書
で
は
、
こ
の
「
ハ
ハ
」
の
二
文
字
が
消
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
と
っ
て
絵
の
描
き
手
が
、
文
の
書
き
手
（
語
り

手
）
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
に
く
く
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
単
純

な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
文
に
書
い
て
あ
る
こ
ど
の
補
完
と
い
う
役
割
で
し
か
絵

が
存
在
し
な
く
な
る
。

 
絵
か
ら
で
な
く
、
文
章
か
ら
で
な
く
、
絵
と
文
の
絡
み
あ
い
に
よ
っ
て
、
そ

こ
に
記
さ
れ
て
い
る
事
実
の
向
こ
う
側
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
母
へ
の
愛
と
、

五
十
年
間
途
切
れ
ず
に
常
に
呼
び
あ
う
二
つ
の
時
間
、
そ
し
て
深
い
祈
り
の
よ

う
な
も
の
が
、
読
み
手
の
胸
に
届
く
。
そ
の
可
能
性
が
「
ハ
ハ
」
の
二
文
字
を

消
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
、
絵
は
単
な
る
挿
し
絵
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

 
も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
の
母
の
絵
の
横
に
あ
て
ら
れ
た
文
章
は
、
絵
本
の
そ
れ

よ
り
も
多
い
。
疎
開
先
へ
の
旅
立
ち
の
様
子
も
、
こ
の
絵
と
対
に
な
る
右
ペ
ー

ジ
に
、
一
緒
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
原
典
で
あ
る
絵
本
と
は
、
根
本
的
に
構
成

の
仕
方
が
違
う
の
だ
。
そ
れ
で
も
、
「
ハ
ハ
」
の
二
文
字
が
、
絵
に
加
わ
っ
て

た
い
た
ら
、
逆
に
、
こ
の
シ
ー
ン
が
も
っ
と
鮮
や
か
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
た

よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

五
、
ま
と
め

 
教
科
書
文
学
教
材
に
お
け
る
絵
の
役
割
を
捉
え
直
す
た
め
に
、
二
つ
の
考
察

を
試
み
た
。

 
一
つ
は
、
入
門
期
の
文
学
教
材
を
例
に
、
文
学
作
品
は
、
絵
の
情
報
、
文
の

情
報
と
い
う
風
に
挟
を
分
か
つ
も
の
で
な
く
、
絵
と
文
の
絡
み
あ
い
に
よ
っ
て
、

語
ら
れ
て
い
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
を
読
み
手
に
深
く
届
け
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
作
品
づ
く
り
が
成
さ

れ
た
時
、
は
じ
め
て
、
型
ど
お
り
の
情
報
の
享
受
か
ら
放
た
れ
、
も
の
が
た
り

 
 
 
 
 
 
 
 
か
ら
だ

の
受
信
器
と
し
て
の
身
体
が
育
っ
て
い
く
可
能
性
も
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を

考
え
た
。
絵
は
決
し
て
、
子
ど
も
た
ち
を
文
学
の
世
界
へ
引
き
こ
む
た
め
の
誘

い
水
で
は
な
い
。

 
二
つ
め
は
、
中
学
生
対
象
の
文
学
教
材
を
例
に
、
ひ
と
つ
の
作
品
の
申
で
、

絵
は
、
何
を
ど
こ
ま
で
伝
え
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
。
読
み
の
対

象
年
齢
が
あ
が
る
ほ
ど
、
絵
は
、
作
品
の
中
で
、
添
え
も
の
的
に
扱
わ
れ
が
ち

で
あ
る
が
、
｝
つ
の
作
品
の
中
で
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
ひ
と
つ
の
表
現
と
し

て
絵
が
存
在
し
う
る
、
ま
た
、
そ
の
絵
と
文
の
出
会
い
に
よ
っ
て
し
か
伝
え
ら

れ
な
い
も
の
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
教
科
書
づ
く
り
に
か
か
わ
る
も
の
全

て
が
心
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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最
後
に
、
絵
本
あ
る
い
は
絵
本
に
準
ず
る
も
の
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
、
そ
こ
に
折
り
こ
ま
れ
て
い
る
要
素
が
多
す
ぎ
る
た
め
、
（
と
り
あ
え

ず
く
の
要
素
は
お
い
で
お
い
で
）
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
一
部
分
に
つ
い

て
み
て
い
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
作
品
全
体
の
本
質
か
ら

少
し
ず
つ
離
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
何
が
混
沌
と
し
た
要
素
で
、

ど
こ
ま
で
が
確
か
に
言
え
る
こ
と
な
の
か
を
見
極
め
て
い
く
こ
と
を
、
研
究
の

ひ
と
つ
の
目
標
と
定
め
て
い
き
た
い
。
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き
だ
よ
』

久
山
 
太
市
 
訳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
評
論
社
 
一
九
八
八

教
師
用
指
導
書
こ
く
ご
1
上
 
光
村
図
書
 
に
よ
る

キ
ヨ
ノ
サ
チ
コ
 
作
絵
『
ノ
ン
タ
ン
ぶ
ら
ん
こ
の
せ
て
』
楷
一
社

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
九
七
六

（
補
）
本
稿
の
一
部
は
、
日
本
児
童
文
学
学
会
第
3
6
回
研
究
大
会
で
発
表
し
た
。

注
1

注
2

注
3

注
4

注
5

（
増
村
王
子
担
当
分
）
『
子
ど
も
の
本
と
読
書
の
事
典
』
日
本
子
ど
も
の

本
研
究
会
編
、
「
絵
本
」
の
項
目
 
岩
崎
書
店
 
一
九
八
三

田
近
洵
一
・
浜
本
純
逸
・
府
川
源
一
郎
編

『
「
読
者
論
」
に
立
つ
読
み
の
指
導
』
（
小
学
校
低
学
年
編
）
 
東
洋
館

出
版
 
一
九
九
五

レ
オ
“
レ
オ
ニ
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
ス
イ
ミ
ー
』
 
好
学
社
 
一
九
六
三

谷
川
 
俊
太
郎
訳

あ
ま
ん
き
み
こ
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
き
つ
ね
の
お
き
ゃ
く
さ
ま
』
 
サ
ン
リ
ー
ド

三
保
 
英
五
郎
絵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
九
八
四

高
橋
久
子
「
絵
本
と
文
学
教
材
の
あ
い
だ
に
あ
る
も
の
」

日
本
女
子
大
学
児
童
文
学
研
究
室
 
一
九
九
六

あ
る
ふ
あα

 
7
号

●

／

（149）

文
学
教
材
に
お
け
る
絵
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て


