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を
引
き
込
み
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、「
春
は
あ

け
ぼ
の
」
を
教
材
と
し
て
、
表
題
の
学
習
を
設
定

し
た
。

　

学
習
指
導
要
領
の
「
読
む
こ
と
」
で
求
め
ら
れ

る
「
評
価
」
や
「
批
評
」
に
は
、
詳
細
な
読
解
よ

り
も
、
作
品
の
魅
力
や
指
摘
し
た
い
点
な
ど
を
俯

瞰
し
て
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
生

徒
が
「
深
い
学
び
」
を
得
る
に
は
、
問
題
解
決

学
習
が
有
効
だ
。
そ
こ
で
、「
単
元
を
貫
く
問
い
」

を
立
て
、
一
人
一
人
が
作
品
の
価
値
判
断
や
評
価

を
し
、
納
得
で
き
る
解
を
導
け
る
よ
う
工
夫
し
た
。

■
目
標 

○�

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
が
書
か
れ
た
時
代
や
場
所

を
考
え
な
が
ら
読
み
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む
。

○�

文
章
に
表
れ
て
い
る
作
者
の
も
の
の
見
方
や

感
じ
方
、
表
現
に
つ
い
て
評
価
す
る
。

○�

他
者
の
視
点
や
疑
問
か
ら
学
び
を
再
構
成
し
、

考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
。

■
単
元
を
貫
く
問
い
二

�「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
っ
て
ど
ん
な
作
品
？

■
展
開

第
一
・
二
時
　

基
礎
学
習
（
一
斉
）

・�

作
品
や
作
者
に
つ
い
て
知
り
、内
容
を
理
解
す
る
。

第
三
時
　

探
究
学
習
Ⅰ
（
グ
ル
ー
プ
）

・�

作
品
の
気
に
な
っ
た
箇
所
か
ら
、「
当
時
の
風

景
」「
当
時
の
人
々
の
様
子
」「
作
者
の
見
方
、

感
じ
方
」
を
考
え
、
話
し
合
う
。

・�

単
元
を
貫
く
問
い
の
解
を
出
す
。

第
四
時
　

探
究
学
習
Ⅱ

・�

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
た
こ
と
や
問
い
の
解
に

つ
い
て
、
友
達
か
ら
ア
イ
デ
ア
や
疑
問
を
受
け
、

考
え
を
練
り
上
げ
る
。

第
五
時
　

振
り
返
り

・�

問
い
の
解
や
学
び
を
文
章
に
ま
と
め
る
。

が
好
き
だ
っ
た
!?
」
と
考
察
し
て
い
る
。

　

ま
た
、「
あ
け
ぼ
の
」「
夜
」「
夕
暮
れ
」「
つ
と

め
て
」
は
あ
る
が
、「
昼
」
が
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、

「
昼
は
光
が
強
く
も
の
が
し
っ
か
り
映
っ
て
風
情

が
な
い
。
清
少
納
言
は
は
っ
き
り
見
え
る
も
の
で

は
な
く
、
ぼ
ん
や
り
し
た
時
間
が
好
き
だ
っ
た
の

で
は
？　
『
を
か
し
』
の
文
学
で
は
な
く
、『
ぼ
か

し
』
の
文
学
！
」
と
考
え
た
グ
ル
ー
プ
も
あ
っ
た
。

❷ 

新
た
な
視
点
を
交
え
て
再
考
す
る
（
第
四
時
）

　

グ
ル
ー
プ
で
共
有
し
た
こ
と
を
発
表
し
、
考
え

を
深
め
る
た
め
に
、「
ワ
ー
ル
ド
・
カ
フ
ェ
」
の

ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
た
。
こ
の
手
法
は
一
度
に

話
せ
る
人
数
は
限
ら
れ
る
が
、
会
話
が
滞
る
こ
と

な
く
、
再
考
の
材
料
と
な
る
付
け
足
し
や
批
判
的

な
意
見
が
自
然
に
出
る
点
が
よ
い
。
ま
ず
、
グ

ル
ー
プ
で
前
半
に
説
明
す
る
人
と
後
半
に
説
明
す

る
人
に
分
か
れ
る
。
前
半
の
人
が
説
明
し
て
い
る

間
、
後
半
の
人
は
、
他
の
グ
ル
ー
プ
の
テ
ー
ブ
ル

を
ゲ
ス
ト
と
し
て
回
る
。
何
回
か
回
り
、
説
明
者

を
交
代
す
る
。
ゲ
ス
ト
は
三
色
の
付
箋
を
使
っ
て
、

「
発
見
・
気
づ
き
」（
ピ
ン
ク
）、「
疑
問
」（
青
）、「
コ

メ
ン
ト
」（
黄
色
）
を
書
く
。
こ
の
付
箋
を
受
け
、

説
明
者
や
次
の
ゲ
ス
ト
は
新
た
な
視
点
や
考
え
る

ヒ
ン
ト
を
も
ら
う
。

　

例
え
ば
、
あ
る
カ
フ
ェ
の
発
見
「
春
→
夏
→
秋

→�

冬
と
、文
章
の
量
が
増
え
て
い
る
」に
つ
い
て
は
、

左
の
よ
う
に
付
箋
が
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
「
作
者
は
、
遠
く
の
も
の
や
目
に
見
え
な
い
も

の
や
か
す
か
に
見
え
る
も
の
な
ど
、
手
の
届
か
な

い
も
の
に
憧
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
」
と
考
え
た
グ

ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
清
少
納
言
は
、
華
や
か
な
宮

中
で
の
出
来
事
と
は
異
な
る
静
か
な
憧
れ
を
、
生

徒
が
指
摘
し
た
よ
う
な
手
の
届
か
な
い
美
し
い
も

の
に
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
長
年
授
業
を
し
て
き
た

教
材
だ
が
、
作
品
の
価
値
判
断
や
評
価
を
す
る
と

い
う
今
回
の
活
動
は
好
評
だ
っ
た
。
古
典
の
世
界

を
イ
メ
ー
ジ
し
、
テ
キ
ス
ト
や
友
達
と
の
対
話
を

通
し
て
学
び
を
膨
ら
ま
せ
る
生
徒
の
姿
に
、
今
後

の
古
典
指
導
の
可
能
性
を
感
じ
た
。

❶ 

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
分
析
す
る
（
第
三
時
）

　
「
平
安
時
代
の
京
都
に
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
」
と

い
う
前
提
で
、
小
グ
ル
ー
プ
で
学
習
す
る
。
気
に

な
っ
た
箇
所
と
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
当
時
の
風

景
や
人
々
の
様
子
、
作
者
の
見
方
・
感
じ
方
を
表

に
整
理
し
た
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
）。
以
下
、

特
に
興
味
深
か
っ
た
記
述
を
、
注
目
し
た
表
現
と

と
も
に
紹
介
す
る
。

闇
も
な
ほ
、
蛍
の
多
く
飛
び
ち
が
ひ
た
る

　
「
今
と
昔
の
違
い
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
と
こ

ろ
。
夜
に
な
る
と
、
今
は
電
灯
で
明
る
く
照
ら
さ

れ
る
が
、
平
安
時
代
は
都
で
も
外
は
月
の
光
ぐ
ら

い
で
月
の
出
て
い
な
い
と
き
は
真
っ
暗
だ
っ
た
。

→
だ
か
ら
こ
そ
わ
ず
か
な
蛍
の
光
に
目
が
留
ま
り
、

美
し
さ
を
感
じ
る
。
便
利
に
な
り
、
忘
れ
て
い
る

感
覚
に
気
づ
か
さ
れ
る
。」
と
、
当
時
の
夜
の
様

子
を
想
像
し
、
思
考
を
深
め
た
プ
ロ
セ
ス
が
感
じ

ら
れ
る
。

昼
に
な
り
て
…
…
わ
ろ
し

　
「
火
桶
の
火
も
」
に
着
目
し
、「『
わ
ろ
し
』
は

昼
に
な
る
こ
と
を
表
し
て
い
て
、
暖
か
く
な
る
と

み
ん
な
で
火
を
囲
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
静

か
に
な
っ
て
日
常
に
戻
る
の
が
好
ま
し
く
な
い
と

思
っ
て
い
る
。
清
少
納
言
は
特
別
感
の
あ
る
時
間

　

本
校
は
秀
吉
の
城
下
町
、
伏
見
桃
山
に
あ
り
、

古
典
に
出
て
く
る
場
所
や
地
名
に
は
生
徒
の
知
識

や
な
じ
み
の
あ
る
所
が
少
な
く
な
い
。
国
語
科
で

は
、
こ
の
よ
う
な
地
の
利
を
生
か
し
た
古
典
の
教

材
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
一
年
で
は
『
方
丈

記
』
の
京
都
で
の
災
害
に
関
す
る
叙
述
か
ら
、
近

年
多
発
し
て
い
る
自
然
災
害
と
の
向
き
合
い
方
を

考
え
る
。
三
年
で
は
『
万
葉
集
』
の
山
城
地
方
で

詠
ま
れ
た
歌
を
学
び
、
地
理
や
歴
史
の
知
識
と
合

わ
せ
な
が
ら
古
人
の
思
い
に
心
を
寄
せ
る
。

　

文
学
作
品
に
迫
る
際
は
、
時
代
や
舞
台
な
ど
の

背
景
を
理
解
し
、
作
者
の
経
歴
な
ど
と
結
び
付
け

て
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
を
大
切
に
し
て

い
る
。
特
に
古
典
は
、
今
と
比
べ
た
と
き
に
抱
く

共
感
や
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
、
生
徒
の
思
考
が
動
き
だ

す
。
こ
の
よ
う
な
「
時
代
や
舞
台
な
ど
の
背
景
の

理
解
」
が
古
典
学
習
の
下
地
と
な
る
と
い
う
考
え

と
、「
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
」
と
い
う
言
葉
で
生
徒

平
安
京
に
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
し
て
、

描
か
れ
た
世
界
を
捉
え
よ
う

京
都
教
育
大
学
附
属
桃
山
中
学
校
教
諭
　
神か

ん

﨑ざ
き

友ゆ
う

子こ

実  

践

は
じ
め
に

1

指
導
計
画
（
全
五
時
間
）

2

指
導
の
工
夫
・

学
習
の
実
際

3 2

お
わ
り
に

4 「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

は
冬
に
書
い
た
。

冬
は
他
の
季
節
に
比

べ
見
て
る
も
の
の
距

離
が
作
者
に
近
く

な
っ
て
い
る
。

文
章
は
書
い
て
い
る

う
ち
に
調
子
が
よ
く

な
り
、
量
も
増
え
る
。

冬
に
書
い
た
と
は
限

ら
な
い
。

ゲストA（ピンク）

ゲストB（ピンク）

ゲストC（青）


