
サンプル   

 

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
実
践
シ
ー
ト 

 

▼
本
資
料
は
、
古
典
教
材
に
即
し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
実
践
の
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
あ
る
。
当
該
の
教
材
を
授

業
で
扱
う
に
あ
た
り
、
効
果
的
な
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
が
行
え
る
よ
う
な
工
夫
を
盛
り
込
ん
だ
。
本
資
料
の
活
用
を

通
じ
て
、
実
践
的
な
授
業
を
展
開
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
さ
れ
た
い
。 

 

【
教
材
名
】「『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
」 

【
課
題
】
（
省
略
） 

 

「
『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
」
で
の
課
題
に
つ
い
て
、
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
学
習
し
て
い
く
た
め
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。 

 

・
構
成
と
使
い
方 

シ
ー
ト
１
／
「
紅
葉
踏
み
分
け
」
の
解
釈
…
実
際
の
課
題
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
教
科
書
で
解
説
さ
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
す

る
作
業
を
行
う
と
、
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
に
も
な
る
。 

シ
ー
ト
２
／
課
題
１-

①
・
②
…
課
題
１
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
文
章
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
整
理
す
る
。 

シ
ー
ト
３
／
課
題
１-

③
…
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
ど
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
か
調
べ
る
観
点
を
い
く
つ

か
示
唆
し
て
お
い
た
。
た
だ
し
、
解
釈
に
正
解
は
な
い
の
で
、
こ
こ
に
挙
げ
た
観
点
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
く
、
多
種
多

様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
た
い
。 

シ
ー
ト
４
／
課
題
２-

①
…
課
題
２
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
歌
に
は
、
表
面
上
の
意
味
と
裏
に
隠
さ
れ
て
い
る
意
味
の
二
つ

の
意
味
が
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
そ
れ
ら
を
整
理
し
、
確
認
す
る
作
業
を
行
う
。 

シ
ー
ト
５
・
６
／
課
題
２-

②
／
２-

③
…
課
題
２
の
『
異
見
』
の
文
章
は
、『
改
観
』
や
『
初
学
』
の
文
章
を
引
用
し
つ
つ
、

そ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
を
述
べ
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は
『
改
観
』
や
『
初
学
』
の
主
張
の
内
容

を
押
さ
え
た
上
で
、
そ
れ
に
対
し
て
『
異
見
』
が
ど
う
批
判
を
加
え
て
い
る
の
か
を
、
順
に
追
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
課

題
２
で
は
、
引
用
部
分
と
批
判
部
分
を
し
っ
か
り
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
。 

※
発
展
的
な
活
動
と
し
て
、
元
の
『
改
観
』
や
『
初
学
』
の
文
章
に
戻
っ
て
内
容
を
確
認
し
て
み
て
も
よ
い
。『
異
見
』
で

の
引
用
の
仕
方
が
適
切
か
ど
う
か
と
い
っ
た
視
点
も
生
ま
れ
、
古
典
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
育
成
も
期
待
で

き
る
。 

シ
ー
ト
７
／
課
題
２-

④
…
自
分
の
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
う
判
断
し
た
根
拠
を
挙
げ
た
り
、『
異
見
』『
改
観
』『
初
学
』
な
ど
の

主
張
に
つ
い
て
自
分
は
ど
う
判
断
し
た
か
と
い
う
視
点
を
入
れ
た
り
で
き
る
と
よ
い
。 

シ
ー
ト
８
／
課
題
３
…
課
題
３
で
は
、
調
べ
学
習
を
複
数
で
分
担
し
た
り
、
各
自
の
解
釈
を
交
流
し
て
読
み
を
深
め
た
り
す
る

こ
と
も
、
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
に
有
効
と
思
わ
れ
る
。 

【
ジ
グ
ソ
ー
法
に
よ
る
授
業
展
開
】
こ
の
課
題
で
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
活
動
も
効
果
的
で
あ
る
。 

①
ク
ラ
ス
全
体
を
６
名
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
（
ホ
ー
ム
グ
ル
ー
プ
）
に
分
け
、
グ
ル
ー
プ
内
で
誰
が
ど
の
歌
に
つ
い
て
調
べ
る

か
担
当
を
決
め
る
。（
ク
ラ
ス
の
人
数
に
よ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
の
数
や
人
数
は
調
整
す
る
。） 

②
同
じ
歌
を
担
当
し
た
者
ど
う
し
が
集
ま
り
、
グ
ル
ー
プ
（
エ
キ
ス
パ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
）
を
編
成
す
る
。 

③
エ
キ
ス
パ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
で
、
担
当
し
た
歌
に
つ
い
て
参
考
図
書
な
ど
を
調
べ
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
解
釈
を
ま
と
め
る
。 

④
ホ
ー
ム
グ
ル
ー
プ
に
戻
り
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
で
調
べ
た
内
容
や
、
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
報

告
し
合
う
。 



サンプル   

 

シ
ー
ト
／
作
業
用
・
調
査
メ
モ
…
古
語
辞
典
や
参
考
図
書
な
ど
で
調
べ
た
こ
と
な
ど
を
メ
モ
し
て
お
く
た
め
の
シ
ー
ト
。
ノ
ー

ト
代
わ
り
に
適
宜
使
用
す
る
。 

シ
ー
ト
／
作
業
用
・
資
料
貼
り
付
け
シ
ー
ト
…
図
書
の
コ
ピ
ー
な
ど
を
貼
り
付
け
て
お
く
た
め
の
シ
ー
ト
。
ノ
ー
ト
代
わ
り
に

適
宜
使
用
す
る
。 

 

※
シ
ー
ト
１
～
８
に
つ
い
て
は
記
入
例
を
示
し
た
。 

 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
① 

 

【「
紅
葉
踏
み
分
け
」
の
解
釈
】 

教
科
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
奥
山
に
紅
葉
踏
み
分
け
鳴
く
鹿
の
声
聞
く
時
ぞ
秋
は
か
な
し
き
」
に
つ
い
て
、
三
つ
の
文
章
に
お

け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
よ
う
。 

問
題
点  

〔 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〕 

［
注
釈
書
名
］ 

 
 

 
 

［「
紅
葉
踏
み
分
け
」
た
の
は
ど
ち
ら
か
］ 

       

   

［
筆
者
の
主
張
］ 

        

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

 
 

 
 

 
 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
① 

 

【「
紅
葉
踏
み
分
け
」
の
解
釈
】 

教
科
書
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
奥
山
に
紅
葉
踏
み
分
け
鳴
く
鹿
の
声
聞
く
時
ぞ
秋
は
か
な
し
き
」
に
つ
い
て
、
三
つ
の
文
章
に
お

け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
を
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
よ
う
。 

問
題
点  

〔
「
紅
葉
踏
み
分
け
」
た
の
は
、
鹿
か
人
か
と
い
う
こ
と 

 
 
 
 
 
 

〕 

［
注
釈
書
名
］ 

 
 

 
 

［「
紅
葉
踏
み
分
け
」
た
の
は
ど
ち
ら
か
］ 

         

 

人
が
踏
み
分
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
鹿
で
も
人
で
も
ど
ち
ら
で
も
当
て
は
ま
る
。 

し
か
し
、
菅
原
道
真
の
こ
の
歌
に
関
す
る
漢
詩
に
、「
勝
地
尋
ね
来
た
り
て
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、 

［
筆
者
の
主
張
］
「
紅
葉
踏
み
分
け
」
た
の
は
一
般
的
に
は
鹿
と
考
え
ら
れ
る
。 

   

鹿
が
踏
み
分
け
た
と
考
え
る
の
が
、
歌
の
文
脈
に
お
い
て
穏
当
で
あ
る
。 

 

い
こ
と
で
あ
る
。 

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
紅
葉
踏
み
分
け
」
が
「
鹿
」
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
紛
れ
よ
う
が
な 

人
が
踏
み
分
け
た
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
奥
山
の
」
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
奥
山
に
」
と
な
っ
て 

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

百
人
一
首
改
観
抄 

ど
ち
ら
と
も
考
え
ら
れ
る 

宇
比
麻
奈
備 

鹿 

百
首
異
見 

鹿 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
② 

 

【
課
題
１
‐
①
・
②
】 

課
題
１
に
つ
い
て
、
①
共
通
し
て
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
書
き
、
②
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
章
の
筆
者
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
、
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
よ
う
。 

問
題
点  

〔 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

〕 

［
注
釈
書
名
］ 

 
 

 
 

 

      

   

［
筆
者
の
主
張
］ 

        

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

  

 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
② 

 

【
課
題
１
‐
①
・
②
】 

課
題
１
に
つ
い
て
、
①
共
通
し
て
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
書
き
、
②
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
文
章
の
筆
者
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
、
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
よ
う
。 

問
題
点  

〔 

こ
の
歌
の
時
節
は
秋
の
末
（
晩
秋
）
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と 

 

〕 

［
注
釈
書
名
］ 

 
 

 
 

 

       

 

つ
散
っ
た
葉
が
積
も
る
の
で
あ
る
。 

か
ら
色
付
き
始
め
て
、
人
里
に
近
い
低
山
は
後
で
色
付
く
も
の
で
あ
る
う
え
に
、
山
で
は
秋
の
訪
れ
と
と
も
に
一
枚
ず 

［
筆
者
の
主
張
］
「
紅
葉
踏
み
分
け
」
と
い
う
の
は
、
秋
が
更
け
き
っ
て
の
落
葉
で
は
な
い
。
木
の
葉
は
山
の
奥
深
い
所 

  

で
あ
る
。 

「
奥
山
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紅
葉
が
早
い
頃
か
遅
い
頃
か
と
い
う
こ
と
ま
で
言
う
の
は
こ
だ
わ
り
す
ぎ 

 

は
、
こ
だ
わ
り
す
ぎ
で
あ
る
。 

い
る
の
で
は
な
い
。「
紅
葉
踏
み
分
け
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
節
が
早
い
頃
か
遅
い
頃
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
の 

「
声
聞
く
時
ぞ
」
と
い
う
「
時
」
は
、
鹿
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
「
時
」
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
時
節
を
い
っ
て 

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

百
人
一
首
改
観
抄 

 

宇
比
麻
奈
備 

 

百
首
異
見 

 

百
首
異
見 

 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
③ 

 

【
課
題
１
‐
③
】 

課
題
１
で
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
は
ど
う
考
え
る
か
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
ま
と
め
よ
う
。 

○
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
調
べ
、
参
考
に
し
て
も
よ
い
。 

・
現
代
の
百
人
一
首
の
注
釈
書
や
解
説
書
類
で
は
、
こ
の
歌
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
・
解
説
し
て
い
る
か
。 

・
「
奥
山
に
…
」
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
か
。 

・
「
奥
山
」「
紅
葉
」「
鹿
」
な
ど
が
詠
ま
れ
た
和
歌
に
は
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。 

                     

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
③ 

 

【
課
題
１
‐
③
】 

課
題
１
で
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分
は
ど
う
考
え
る
か
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
ま
と
め
よ
う
。 

○
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
調
べ
、
参
考
に
し
て
も
よ
い
。 

・
現
代
の
百
人
一
首
の
注
釈
書
や
解
説
書
類
で
は
、
こ
の
歌
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
・
解
説
し
て
い
る
か
。 

・「
奥
山
に
…
」
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
か
。 

・
「
奥
山
」「
紅
葉
」「
鹿
」
な
ど
が
詠
ま
れ
た
和
歌
に
は
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
。 

解
釈
す
る
。 

晩
秋
の
寂
寥
感
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
と
こ
ろ
に
こ
の
歌
の
特
徴
が
あ
る
と
考
え
、
こ
の
歌
の
時
節
は
晩
秋
で
あ
る
と 

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
こ
の
「
紅
葉
」
は
楓
の
紅
葉
と
見
て
、「
奥
山
」「
鳴
く
鹿
」
と
い
う
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
、 

「
萩
」
と
「
鹿
」
の
組
み
合
わ
せ
が
必
ず
し
も
秋
の
寂
寥
感
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。 

な
お
、「
萩
」
と
「
鹿
」
は
よ
く
セ
ッ
ト
で
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
、『
万
葉
集
』
や
『
古
今
集
』
の
歌
を
見
た
限
り
、 

悲
し
き
」
と
い
う
情
感
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 

句
に
よ
っ
て
晩
秋
と
い
う
時
節
が
前
面
に
出
て
く
る
か
ら
こ
そ
、
雌
鹿
を
慕
う
切
な
い
鹿
の
鳴
き
声
が
重
な
り
、「
秋
は 

い
た
紅
葉
を
踏
み
分
け
つ
つ
歩
く
鹿
（
も
し
く
は
人
）
が
情
景
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
。「
紅
葉
踏
み
分
け
」
と
い
う
語 

に
な
る
。
こ
の
「
紅
葉
踏
み
分
け
」
と
い
う
語
句
を
素
直
に
読
め
ば
、
奥
深
い
山
の
中
、
地
面
に
散
り
敷
く
赤
く
色
付 

の
中
を
歩
く
鹿
（
も
し
く
は
人
）
を
想
定
す
る
と
、「
踏
み
分
け
」
る
と
い
う
よ
り
「
搔
き
分
け
」
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ 

と
い
う
語
句
に
違
和
感
が
残
る
。
植
物
図
鑑
等
に
よ
れ
ば
、
種
類
に
も
よ
る
が
萩
は
二
メ
ー
ト
ル
程
度
の
低
木
で
、
そ 

『
古
今
集
』
を
踏
ま
え
れ
ば
「
も
み
ぢ
」
は
萩
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
萩
だ
と
す
る
と
、「
紅
葉
踏
み
分
け
」 

た
か
、
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
み
る
。 

詠
ま
れ
た
時
の
実
際
の
情
景
が
ど
う
だ
っ
た
か
で
は
な
く
、
自
分
自
身
は
こ
の
歌
か
ら
ど
う
い
う
情
景
を
感
じ
取
っ 

古
語
辞
典
等
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
猿
丸
大
夫
と
い
う
こ
と
も
怪
し
い
ら
し
く
、
こ
の
歌
が 

か
れ
て
い
る
。
定
家
は
こ
の
歌
を
晩
秋
と
捉
え
、
配
列
を
変
更
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
、
藤
原
定
家
が
編
ん
だ
秀
歌
選
の
『
八
代
抄
』
で
は
、
こ
の
歌
は
秋
歌
下
の
、
晩
秋
の
鹿
の
歌
群
の
中
に
置 

中
秋
頃
の
歌
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

鹿
」
を
詠
ん
だ
歌
が
三
首
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
紅
葉
」
は
楓
の
紅
葉
で
は
な
く
、
萩
の
「
黄
葉
」
で
あ
り
、 

の
景
物
だ
が
、
四
季
の
歌
は
季
節
の
推
移
に
従
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
歌
の
後
に
「
萩
」
と
「（
鳴
く
） 

『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
こ
の
歌
は
秋
歌
上
の
中
盤
よ
り
少
し
後
に
置
か
れ
て
い
る
。「
紅
葉
」
は
、
普
通
は
晩
秋 

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
④ 

 

【
課
題
２
‐
①
】 

「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
を
書
き
写
そ
う
。 

   

こ
の
歌
の
詞
書
の
部
分
を
現
代
語
訳
し
よ
う
。 

    

課
題
２
の
文
を
読
み
、
Ａ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
し
よ
う
。 

①
Ａ
の
文
か
ら
、「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
の
表
面
上
の
意
味
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
書
き
抜
こ
う
。 

    

②
書
き
抜
い
た
部
分
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
を
ま
と
め
よ
う
。 

    

③
Ａ
の
文
か
ら
、「
下
の
心
」
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
書
き
抜
こ
う
。 

    

④
書
き
抜
い
た
部
分
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
を
ま
と
め
よ
う
。 

    

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

   

 

 

 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
④ 

 

【
課
題
２
‐
①
】 

「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
を
書
き
写
そ
う
。 

   

こ
の
歌
の
詞
書
の
部
分
を
現
代
語
訳
し
よ
う
。 

    

課
題
２
の
文
を
読
み
、
Ａ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
し
よ
う
。 

①
Ａ
の
文
か
ら
、「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
の
表
面
上
の
意
味
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
書
き
抜
こ
う
。 

    

②
書
き
抜
い
た
部
分
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
を
ま
と
め
よ
う
。 

    

③
Ａ
の
文
か
ら
、「
下
の
心
」
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
書
き
抜
こ
う
。 

    

④
書
き
抜
い
た
部
分
に
つ
い
て
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
を
ま
と
め
よ
う
。 

    

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

夜
渡
る
月
の
、
再
び
空
に
め
ぐ
り
あ
ひ
て
、
か
の
見
し
影
か
、
そ
れ
か
と
も
わ
か
ぬ
間
に
、
ま
た
雲
が
く
れ
し

て
入
り
に
し
か
な 

月
が
再
び
空
に
巡
り
会
っ
た
（
月
が
姿
を
現
し
た
）
が
、
以
前
に
見
た
月
の
光
か
見
分
け
な
い
う
ち
に
、
雲
隠

れ
し
て
沈
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。 

年
ご
ろ
経
て
た
ま
た
ま
行
き
あ
ひ
て
、
昔
見
し
や
、
そ
の
人
と
も
い
ま
だ
思
ひ
わ
か
ぬ
ば
か
り
な
る
に
、
や
が

て
今
宵
し
も
出
で
行
く
（
ら
ん
本
意
な
さ
を
、
折
か
ら
の
月
に
寄
せ
て
い
ひ
出
で
し
な
り
）。 

め
ぐ
り
あ
ひ
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
に
雲
が
く
れ
に
し
夜
半
の
月
か
な 

幼
友
達
と
久
し
ぶ
り
に
た
ま
た
ま
会
い
、
昔
見
た
そ
の
人
か
ど
う
か
見
分
け
る
間
も
な
く
、
す
ぐ
に
今
宵
の
う

ち
に
出
て
行
く
（
と
い
う
残
念
な
気
持
ち
を
、
折
か
ら
の
月
に
寄
せ
て
言
い
だ
し
た
の
で
あ
る
）。 

早
く
か
ら
幼
友
達
で
あ
り
ま
し
た
人
で
、
数
年
を
経
て
行
き
会
っ
た
人
が
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
間
い
た
だ
け
で
、
七

月
十
日
頃
、
月
と
競
う
よ
う
に
し
て
帰
り
ま
し
た
の
で 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
⑤ 

 

【
課
題
２
‐
②
】 

課
題
２
の
文
を
読
み
、
Ｂ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
し
よ
う
。 

①
Ｂ
の
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
改
観
』
の
解
釈
の
部
分
を
現
代
語
訳
し
よ
う
。 

     

②
『
改
観
』
の
解
釈
に
沿
っ
て
、
そ
の
解
釈
が
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
に
適
宜
言
葉
を
補
い
、「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
を

現
代
語
訳
し
よ
う
。 

      

③
本
文
か
ら
、
景
樹
の
『
改
観
』
の
解
釈
に
対
す
る
批
判
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
た
一
文
を
抜
き
出
し
、
現
代
語
訳
し
よ
う
。 

   

  

 

④
景
樹
が
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
二
つ
の
点
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。 

      

   

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

  

［
本
文
］ 

［
現
代
語
訳
］ 

  



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
⑤ 

 

【
課
題
２
‐
②
】 

課
題
２
の
文
を
読
み
、
Ｂ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
し
よ
う
。 

①
Ｂ
の
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
改
観
』
の
解
釈
の
部
分
を
現
代
語
訳
し
よ
う
。 

     

②
『
改
観
』
の
解
釈
に
沿
っ
て
、
そ
の
解
釈
が
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
に
適
宜
言
葉
を
補
い
、「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
を

現
代
語
訳
し
よ
う
。 

      

③
本
文
か
ら
、
景
樹
の
『
改
観
』
の
解
釈
に
対
す
る
批
判
が
端
的
に
述
べ
ら
れ
た
一
文
を
抜
き
出
し
、
現
代
語
訳
し
よ
う
。 

   

  

 

④
景
樹
が
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
二
つ
の
点
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
。 

      

   

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

わ
ず
か
な
間
の
対
面
で
別
れ
た
の
で
、
あ
れ
は
昔
見
た
人
か
、
そ
う
で
な
い
か
と
見
定
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
と

い
う
趣
旨 

幼
友
達
と
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
が
、
わ
ず
か
な
間
の
対
面
で
あ
っ
た
の
で
、
昔
会
っ
た
人
か
ど
う
か
見
定
め
な
い

う
ち
に
（
夜
半
に
す
ぐ
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
月
の
よ
う
に
）、
別
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。 

［
本
文
］
し
か
あ
ひ
も
あ
へ
ず
別
れ
た
る
に
あ
ら
ず
。 

［
現
代
語
訳
］
そ
の
よ
う
に
満
足
に
会
え
な
く
て
分
か
れ
た
の
で
は
な
い
。 

『
新
古
今
和
歌
集
』
に
あ
る
詞
書
の
「
行
き
あ
ひ
た
る
」
は
、
巡
り
会
っ
た
こ
と
を
指
し
、
歌
の
本
文
に
「
め
ぐ

り
あ
ひ
て
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
た
め
、
詞
書
で
は
表
現
を
少
し
変
え
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
『
改
観
』
は
、

こ
の
「
行
き
あ
ひ
た
る
」
を
、
ど
こ
か
に
い
く
途
中
な
ど
で
思
い
が
け
な
く
行
き
会
っ
た
よ
う
に
理
解
し
、「
わ

ず
か
な
間
の
対
面
」
だ
と
誤
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。 

『
新
古
今
和
歌
集
』
の
詞
書
に
、
「
年
ご
ろ
経
て
行
き
あ
ひ
た
る
」
と
あ
り
、
そ
う
し
た
後
に
「
七
月
十
日
ご
ろ

…
帰
り
侍
り
け
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
少
し
の
日
数
は
滞
在
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ

り
、「
わ
ず
か
な
間
の
対
面
」
と
言
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。（「
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
に
」
と
い
う
言
葉
は
、

再
び
親
し
む
間
も
な
く
ま
た
別
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
は
か
な
く
思
っ
た
気
持
ち
の
表
れ
で
あ
る
。） 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
⑥ 

 

【
課
題
２
‐
③
】 

課
題
２
の
文
を
読
み
、
Ｃ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
し
よ
う
。 

①
Ｃ
の
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
初
学
』
の
解
釈
の
部
分
を
現
代
語
訳
し
よ
う
。 

     

②
『
初
学
』
の
解
釈
に
沿
っ
て
、
そ
の
解
釈
が
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
に
適
宜
言
葉
を
補
い
、「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
を

現
代
語
訳
し
よ
う
。 

     

③
『
初
学
』
の
解
釈
を
景
樹
は
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
か
ま
と
め
よ
う
。 

       

『
異
見
』
、『
改
観
』、『
初
学
』
で
解
釈
が
異
な
っ
た
の
は
ど
う
い
う
点
か
。
異
な
っ
た
二
つ
の
点
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
ま
と
め
よ

う
。 

 

一
点
目 

   

二
点
目 

    

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

   

  



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
⑥ 

 

【
課
題
２
‐
③
】 

課
題
２
の
文
を
読
み
、
Ｃ
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
し
よ
う
。 

①
Ｃ
の
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
初
学
』
の
解
釈
の
部
分
を
現
代
語
訳
し
よ
う
。 

     

②
『
初
学
』
の
解
釈
に
沿
っ
て
、
そ
の
解
釈
が
は
っ
き
り
分
か
る
よ
う
に
適
宜
言
葉
を
補
い
、「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
を

現
代
語
訳
し
よ
う
。 

     

③
『
初
学
』
の
解
釈
を
景
樹
は
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
か
ま
と
め
よ
う
。 

       

『
異
見
』、『
改
観
』、『
初
学
』
で
解
釈
が
異
な
っ
た
の
は
ど
う
い
う
点
か
。
異
な
っ
た
二
つ
の
点
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
ま
と
め
よ

う
。 

 

一
点
目 

   

二
点
目 

   

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 

「
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
に
雲
が
く
れ
に
し
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
雲
間
を
渡
っ
て
い
く
月

と
と
も
に
そ
の
ま
ま
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
、「
月
に
競
ひ
て
」
と
た
と
え
て
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う 

幼
友
達
と
久
し
ぶ
り
に
会
っ
た
が
、
昔
会
っ
た
人
か
ど
う
か
見
定
め
な
い
う
ち
に
、
雲
間
を
行
く
月
が
雲
に
隠
れ

る
の
と
と
も
に
そ
の
ま
ま
見
失
っ
て
（
別
れ
て
）
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。 

「
雲
が
く
れ
に
し
夜
半
の
月
」
と
は
、
十
日
頃
の
月
が
夜
中
に
沈
む
こ
と
か
ら
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

「
雲
」
に
さ
ほ
ど
意
味
は
な
い
。
幼
友
達
と
の
再
会
を
、
雲
間
の
月
に
な
ぞ
ら
え
て
解
釈
す
る
の
は
、
わ
ず
か
な

時
間
し
か
会
え
な
か
っ
た
と
解
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
誤
り
で
あ
る
。 

友
達
と
再
会
し
て
か
ら
別
れ
る
ま
で
の
時
間
が
、
わ
ず
か
の
間
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
は
あ
る
程
度
の
時

間
が
あ
っ
た
か
と
い
う
点
。 

「
雲
が
く
れ
に
し
夜
半
の
月
」
と
は
、
月
が
単
に
雲
に
隠
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
月
が
沈
ん

だ
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
。 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
⑦ 

 

【
課
題
２
‐
④
】 

自
分
自
身
は
「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
を
ど
う
解
釈
す
る
か
ま
と
め
よ
う
。
そ
の
際
、『
異
見
』
、『
改
観
』、『
初
学
』
で
解
釈

が
異
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
、
自
分
は
ど
う
考
え
る
の
か
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
し
よ
う
。 

                       

 
 

年 
 

組 
 

番 
 

名
前 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
⑦ 

 

【
課
題
２
‐
④
】 

自
分
自
身
は
「
め
ぐ
り
あ
ひ
て
…
」
の
歌
を
ど
う
解
釈
す
る
か
ま
と
め
よ
う
。
そ
の
際
、『
異
見
』、『
改
観
』、『
初
学
』
で
解
釈

が
異
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
、
自
分
は
ど
う
考
え
る
の
か
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
し
よ
う
。 

      

解
釈
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。 

含
ん
で
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、
歌
の
言
葉
を
素
直
に
読
み
解
き
、
単
に
月
が
雲
に
隠
れ
た
だ
け
で
あ
る
と 

に
つ
い
て
は
、
現
代
の
一
般
的
な
古
語
辞
典
類
を
見
る
限
り
、「
雲
隠
る
」
と
い
う
動
詞
が
「
（
月
が
）
沈
む
」
意
ま
で 

（
隠
れ
て
し
ま
う
）
こ
と
を
取
り
立
て
て
重
ね
合
わ
せ
、
月
が
沈
ん
だ
、
と
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ 

『
異
見
』
は
、
二
人
が
別
れ
た
の
が
七
月
十
日
頃
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
十
日
頃
の
月
が
真
夜
中
に
は
沈
ん
で
し
ま
う 

け
と
取
る
か
、
月
が
沈
ん
だ
と
取
る
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。 

注
釈
書
類
で
解
釈
が
異
な
る
も
う
一
つ
の
点
と
し
て
、「
雲
隠
れ
に
し
夜
半
の
月
」
を
、
月
が
単
に
雲
に
隠
れ
た
だ 

題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

た
時
間
が
わ
ず
か
だ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
月
と
と
も
に
去
っ
て
い
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
別
の
問 

幼
友
達
と
わ
ず
か
な
時
間
し
か
一
緒
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
が
ゆ
え
の
誤
り
と
主
張
し
て
い
る
が
、
一
緒
に
い 

達
を
月
に
な
ぞ
ら
え
た
だ
け
で
、「
月
と
と
も
に
」
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
考
え
る
。『
異
見
』
は
『
初
学
』
の
主
張
を
、 

も
っ
と
も
、
幼
友
達
が
雲
間
を
渡
る
月
と
と
も
に
去
っ
て
行
っ
た
と
す
る
『
初
学
』
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
単
に
友 

ン
ス
は
な
か
な
か
出
な
い
と
考
え
た
。 

ず
か
だ
」
と
か
「
ほ
ん
の
少
し
だ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
数
日
一
緒
に
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
こ
の
ニ
ュ
ア 

方
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
根
拠
は
、
詞
書
に
あ
る
「
ほ
の
か
に
て
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
「
ほ
の
か
に
て
」
は
「
わ 

し
た
。
つ
ま
り
、
長
く
は
一
緒
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
そ
の
点
は
『
改
観
』
や
『
初
学
』
と
同
じ
考
え 

こ
の
歌
は
、
久
し
ぶ
り
に
巡
り
会
っ
た
幼
友
達
と
わ
ず
か
な
時
間
会
っ
て
、
す
ぐ
に
別
れ
て
し
ま
っ
た
歌
だ
と
解
釈 
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組 
 

番 
 

名
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サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
⑧ 

 

【
課
題
３
】 

課
題
３
に
つ
い
て
、
調
べ
た
い
歌
を
書
き
抜
こ
う
。（
教
科
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
以
外
の
歌
で
も
よ
い
。） 

   

ま
ず
は
、
自
分
な
り
に
そ
の
歌
を
現
代
語
訳
し
て
み
よ
う
。 

    

古
語
辞
典
や
参
考
図
書
な
ど
を
調
べ
、
ど
う
い
う
点
に
つ
い
て
解
釈
の
違
い
が
あ
る
の
か
整
理
し
よ
う
。 

     

解
釈
の
違
い
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
分
は
ど
う
解
釈
す
る
の
か
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
し
よ
う
。 
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組 
 

番 
 

名
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サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む
⑧ 

 

【
課
題
３
】 

課
題
３
に
つ
い
て
、
調
べ
た
い
歌
を
書
き
抜
こ
う
。（
教
科
書
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
以
外
の
歌
で
も
よ
い
。） 

   

ま
ず
は
、
自
分
な
り
に
そ
の
歌
を
現
代
語
訳
し
て
み
よ
う
。 

    

古
語
辞
典
や
参
考
図
書
な
ど
を
調
べ
、
ど
う
い
う
点
に
つ
い
て
解
釈
の
違
い
が
あ
る
の
か
整
理
し
よ
う
。 

     

解
釈
の
違
い
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
分
は
ど
う
解
釈
す
る
の
か
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
説
明
し
よ
う
。 

  

な
お
、『
小
倉
百
人
一
首
』
の
撰
者
の
藤
原
定
家
は
「
水
潜
る
」
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

い
ず
れ
の
理
由
も
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
明
確
な
根
拠
と
い
う
点
で
は
弱
い
か
も
し
れ
な
い
。 

染
め
に
す
る
」
と
い
う
発
想
の
方
が
よ
り
意
外
性
が
あ
っ
て
ぴ
っ
た
り
と
く
る
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、 

理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
他
の
理
由
と
し
て
は
、「
神
代
も
聞
か
ず
」
と
い
う
語
句
に
着
目
し
た
と
き
「
水
を
く
く
り 

絵
に
描
か
れ
た
竜
田
川
と
い
う
と
き
、
や
は
り
川
全
体
が
真
っ
赤
に
な
っ
て
い
る
絵
柄
は
想
像
し
づ
ら
い
と
い
う
の
が 

屛
風
に
竜
田
川
に
紅
葉
流
れ
た
る
か
た
を
か
け
り
け
る
を
題
に
て
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
屛
風 

こ
の
歌
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
二
条
の
后
の
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
御 

情
景
が
浮
か
ぶ
。
解
釈
の
違
い
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
情
景
も
異
な
っ
て
く
る
。 

一
方
、
水
を
く
く
り
染
め
に
す
る
と
考
え
る
と
、
隙
間
も
あ
り
つ
つ
川
面
に
紅
葉
が
は
ら
は
ら
と
散
り
浮
か
ん
で
い
る 

紅
葉
の
下
を
水
が
潜
る
と
考
え
る
と
、
川
一
面
に
紅
葉
が
敷
き
つ
め
ら
れ
て
真
っ
赤
に
な
っ
て
い
る
情
景
が
浮
か
ぶ
。 

く
く
り
染
め
に
す
る
」
と
い
う
解
釈
を
採
り
た
い
。 

参
考
図
書
な
ど
を
幾
つ
か
読
み
、
改
め
て
こ
の
歌
に
つ
い
て
考
え
た
結
果
、
最
初
の
解
釈
と
は
異
な
る
が
、「
水
を 
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名
前 

ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
聞
か
ず
竜
田
川
か
ら
紅
に
水
く
く
る
と
は 

神
の
時
代
に
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
竜
田
川
に
真
っ
赤
な
紅
葉
が
散
り
落
ち
、
そ
の
紅
の
下
を
水
が
く
ぐ
っ
て

い
く
と
は
。 

「
水
く
く
る
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
、
「
水
潜
（
く
ぐ
）
る
」
と
濁
音
に
読
ん
で
紅
葉
の
下
を
く
ぐ
っ
て
水
が

流
れ
る
と
す
る
解
釈
と
、
水
を
く
く
り
染
め
（
絞
り
染
め
）
に
す
る
と
す
る
解
釈
の
二
つ
が
あ
る
。 



サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む 

 

【
作
業
用
・
調
査
メ
モ
】 

※
何
で
調
べ
た
の
か
必
ず
出
典
を
明
示
す
る
。
図
書
資
料
の
場
合
は
書
名
・
著
者
名
・
出
版
社
・
発
行
年
等
を
書
く
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
場
合
は
サ
イ
ト
名
とU

R
L

を
書
い
て
お
く
。 
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サンプル   

 

『
小
倉
百
人
一
首
』
の
注
釈
を
読
む 

 

【
作
業
用
・
資
料
貼
り
付
け
シ
ー
ト
】 

※
資
料
は
必
ず
出
所
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
お
く
。
図
書
資
料
の
場
合
は
書
名
・
出
版
社
・
発
行
年
等
を
書
く
か
、
奥
付
の
コ
ピ

ー
を
一
緒
に
貼
る
と
よ
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
は
サ
イ
ト
名
とU

R
L

を
書
い
て
お
く
。 
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