
｢
石
う
す
の
歌
｣
実
践
例
の
批
判
的
検
討

A
C
r
i
t
i
c
a
-
A
p
p
r
a
i
s
a
-
o
f
t
h
e
P
r
a
c
t
i
c
e

o
f
l
s
i
亡
S
u
ロ
O
U
t
a
i
ロ
P
r
i
m
a
r
y
S
c
h
o
o
-
.

は

　

じ

　

め

　

に

｢
石
う
す
の
歌
｣
は
壷
井
栄
が
満
四
十
六
歳
の
時
'
｢
少
女
倶
楽
部
｣
(
二
十

三
巻
六
号
･
八
､
九
月
合
併
号
･
講
談
社
)
　
に
発
表
し
た
作
品
で
あ
る
｡
広
島

へ
の
原
爆
投
下
後
'
わ
ず
か
一
カ
月
足
ら
ず
の
間
に
書
か
れ
発
表
さ
れ
た
作
品

は
｢
壷
井
栄
童
話
の
本
領
は
'
も
と
も
と
'
あ
か
ら
さ
ま
な
『
思
想
の
主
張
』

と
は
な
じ
ま
な
い
も
の
｣
(
｢
壷
井
栄
童
話
小
論
｣
近
藤
章
･
『
実
践
国
語
研
究
』

一
九
九
二
　
^
o
　
　
六
･
十
四
頁
)
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
｢
い
き
ど

お
-
に
胸
を
ふ
る
わ
せ
な
が
ら
書
き
綴
っ
た
も
の
と
推
測
｣
(
｢
小
学
六
年
　
石

う
す
の
歌
｣
古
賀
敬
一
･
｢
作
品
別
･
1
-
文
学
教
育
実
践
史
事
典
｣
一
九
八
八
･

二
〇
一
頁
)
　
さ
れ
て
い
る
｡

作
品
は
｢
自
然
と
の
一
体
感
に
と
ど
ま
ら
ず
'
そ
れ
と
現
代
的
主
題
と
が
幸

福
な
結
合
を
と
げ
た
成
功
作
だ
と
言
っ
て
よ
い
｡
｣
(
前
出
｢
壷
井
栄
童
話
小
論

新

　

名

　

主

　

　

　

健

　

　

一

(
1
九
九
五
年
十
月
十
六
日
　
受
理
)

●

ヽ

′

K
e
n
'
i
c
h
i
S
h
i
n
m
i
y
o
u
z
u

二
〇
頁
)
と
か
､
｢
す
ぐ
れ
た
戦
争
文
学
の
一
つ
と
い
え
よ
う
｡
｣
(
｢
授
業
に
生

か
す
教
材
解
釈
｣
一
九
八
〇
･
一
二
二
頁
)
と
か
の
高
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い

る
｡こ

の
作
品
は
昭
和
五
十
二
年
度
版
の
光
村
図
書
六
年
生
用
教
科
書
に
教
材
と

し
て
初
登
場
L
t
現
在
も
採
録
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
教
材
の
実
践
記
録
は
か
な
-
発
表
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
の
実
践
記
録

を
見
て
'
す
ぐ
気
づ
く
の
は
'
作
品
の
最
後
の
場
面
の
｢
勉
強
せ
え
'
勉
強
せ

え
'
つ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て
1
 
｡
｣
　
の
｢
勉
強
｣
　
の
意
味
の
と
-
級

い
方
と
'
誰
の
心
持
ち
を
こ
の
歌
は
表
わ
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
'

実
に
様
々
な
と
り
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
｡

前
者
に
つ
い
て
は
'
全
く
取
り
上
げ
な
い
実
践
例
も
あ
り
'
少
な
-
と
も
作

●

品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
キ
イ
ワ
ー
ド
と
し
て
の
取
り
扱
い
が
あ
ま
り

な
さ
れ
て
い
な
い
｡

後
者
に
つ
い
て
は
'
誰
の
心
持
ち
か
と
い
う
観
点
か
ら
'
千
枝
子
･
千
枝
子
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と
瑞
枝
･
お
ば
あ
さ
ん
･
千
枝
子
と
瑞
枝
と
お
ば
あ
さ
ん
･
石
う
す
･
作
者
と
'

実
に
六
通
-
も
の
解
釈
が
あ
-
､
誰
に
対
し
て
歌
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
様
々

な
と
り
方
が
あ
る
｡

こ
の
間
題
に
関
す
る
先
行
研
究
は
次
の
藩
り
で
あ
る
｡
前
者
に
関
し
て
は
'

｢
こ
れ
だ
け
計
算
し
っ
-
し
た
構
成
に
よ
っ
て
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
の
に
'

な
ぜ
'
あ
の
状
況
下
で
　
『
勉
強
せ
え
'
勉
強
せ
え
』
と
作
者
は
書
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
｡
十
何
年
前
の
研
究
大
会
で
も
'
参
加
者
は
　
『
勉
強
せ
え
』
　
に
こ
だ
わ

-
'
他
に
も
っ
と
表
現
で
き
る
言
葉
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
発
言
が

あ
っ
た
｡
ま
た
　
『
子
供
に
は
勉
強
を
』
と
い
う
作
者
の
固
定
し
た
観
念
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
人
も
い
た
｡
｣
(
｢
石
う
す
の
歌
の
教
材
研
究
と
全
授
業

記
録
｣
『
実
践
国
語
研
究
』
一
九
九
二
　
｣
O
　
　
六
･
二
三
頁
)
と
い
う
疑

問
が
出
さ
れ
た
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
が
あ
る
｡
後
者
に
関
し
て
は
管
見
な
が
ら
皆

｣
E

無
で
あ
る
｡

そ
こ
で
'
｢
勉
強
せ
え
'
勉
強
せ
え
'
つ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て
　
-
｡
｣

に
お
け
る
｢
勉
強
｣
　
の
取
-
扱
い
方
と
'
誰
の
誰
に
対
す
る
心
持
ち
か
と
い
う

二
点
に
つ
い
て
'
実
践
例
を
検
討
し
'
そ
の
問
題
点
の
原
因
と
'
教
科
書
教
材

と
し
て
の
妥
当
性
な
ど
を
考
え
て
み
た
い
｡

平
成
四
年
･
一
六
六
頁
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
｡

こ
の
語
に
関
す
る
解
釈
と
し
て
実
践
例
で
は
次
の
二
通
-
に
分
け
ら
れ
る
｡

(
特
に
取
-
上
げ
な
い
実
践
例
を
'
解
釈
の
結
果
と
し
て
'
考
え
た
ら
三
通
り

で
あ
る
｡
)

注
-

0
　
つ
ら
い
こ
と
に
も
負
け
ず
に
生
き
る
｡

O
　
｢
あ
の
状
況
下
で
　
『
勉
強
せ
え
』
と
書
い
た
の
は
'
あ
れ
で
よ
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
'
私
は
思
い
は
じ
め
て
い
る
｡
な
ぜ
な
ら
戦
時
下
で
は
勉

強
し
た
-
て
も
満
足
に
勉
強
す
る
状
況
に
子
供
た
ち
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ

た
｡
あ
の
時
代
は
　
『
勉
強
』
　
に
つ
い
て
も
'
飢
え
の
時
代
で
あ
っ
た
と
忠

う
と
き
'
最
終
場
面
で
　
『
勉
強
せ
え
』
と
書
い
た
の
は
'
作
者
の
深
い
心

注
3

の
底
か
ら
の
叫
び
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢
勉
強
せ
え
'
(
　
-
　
以
下
略
･
引
用
者
)
｣
　
の
｢
勉
強
｣
に
関
し
て
'
実
践

例
の
中
で
特
に
取
-
上
げ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
｡
子
供
達
は
'
ど
の
よ
う
な

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

意
味
で
考
え
る
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
『
勉
強
』
は
'
学
習
と
い
う
意
味
に
考
え
が
ち

●

●

●

で
あ
る
が
'
努
力
す
る
こ
と
'
生
き
て
い
-
こ
と
t
と
い
う
意
味
に
と
月
た
い
｡

(
傍
点
1
引
用
者
)
｣
(
｢
国
語
　
学
習
指
導
書
　
六
年
上
　
創
造
｣
光
村
図
書

前
者
は
広
義
の
取
-
方
で
あ
-
'
後
者
は
狭
義
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
先
に
私
は
｢
壷
井
栄
論
｣
(
｢
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要

人
文
科
学
編
　
第
四
十
六
巻
｣
･
十
五
頁
～
二
二
頁
)
　
に
お
い
て
'
壷
井
栄

の
他
の
作
品
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
｢
勉
強
｣
　
の
語
の
使
用
数
を
調
べ
'
そ
の

使
用
例
を
分
析
し
て
'
壷
井
栄
は
｢
勉
強
｣
と
い
う
語
む
多
用
す
る
作
家
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡
勉
強
論
者
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
そ
れ
は
'
学
齢
期
に
勉

強
し
た
-
て
も
で
き
な
か
っ
た
積
年
の
思
い
の
吐
露
な
の
で
あ
る
｡
壷
井
栄
の

童
話
を
支
え
る
大
切
な
概
念
で
も
あ
る
L
t
自
分
自
身
の
生
き
る
.
上
で
の
モ
ッ

I
I
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

次
に
考
え
て
み
た
い
の
は
､
こ
の
場
面
に
お
け
る
｢
勉
強
｣
　
の
意
味
を
全
-

取
-
上
げ
な
い
実
践
例
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
教
師
の
側
で
の
教
材
分
析
の
レ
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ベ
ル
で
当
然
､
意
味
を
考
え
'
授
業
の
中
で
児
童
に
考
え
さ
せ
た
い
語
で
あ
る

が
'
な
ぜ
取
-
上
げ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
は
全
く
の
臆
測
で
あ
る
が
､

教
師
の
側
で
'
こ
の
｢
勉
強
｣
　
の
語
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
｡

注
4

と
い
う
の
は
'
私
の
見
聞
し
た
授
業
二
例
の
授
業
者
は
'
か
な
-
な
教
材
解
釈

の
力
量
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
児
童
の
書
-
決
意
表
明

作
文
の
末
尾
に
よ
-
あ
る
｢
が
ん
ば
-
ま
す
｣
的
こ
と
ば
の
意
味
を
問
う
よ
う

な
こ
と
と
同
種
の
と
ま
ど
い
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
ケ
か
｡

二

る
の
だ
が
'
千
枝
子
の
心
持
ち
を
表
す
歌
･
瑞
枝
の
心
持
ち
を
表
す
歌
､
い
ず

れ
か
'
あ
る
い
は
両
方
と
も
に
無
理
が
あ
る
｡

次
に
｢
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
人
間
の
心
持
ち
｣
と
い
う
部
分
を
'
う
す
を

ま
わ
し
て
い
る
場
面
に
い
る
人
間
と
と
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
｡
す
る
と
'

う
す
を
ま
わ
し
て
い
る
千
枝
子
と
瑞
枝
の
そ
ば
に
い
て
　
｢
ク
ス
ン
と
鼻
を
な
ら

し
て
い
る
｣
お
ば
あ
さ
ん
の
心
持
ち
と
な
-
'
話
体
の
年
寄
-
-
さ
さ
も
不
思

議
な
こ
と
で
は
な
い
｡

さ
て
'
こ
の
部
分
は
誰
の
誰
に
対
す
る
心
持
ち
で
あ
る
と
取
-
扱
わ
れ
て
い

る
か
'
実
践
例
を
見
て
み
よ
う
｡

｢
勉
強
せ
え
'
勉
強
せ
え
'
つ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て
　
-
｡
｣
　
は
実

に
不
思
議
な
歌
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
'
｢
う
す
は
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
人

間
の
心
持
ち
を
'
そ
の
ま
ま
歌
い
だ
す
も
の
だ
よ
｡
｣
と
い
う
作
品
の
論
理
を
'

う
す
の
ひ
き
手
の
心
持
ち
と
と
る
と
､
そ
の
時
う
す
を
ひ
い
て
い
る
千
枝
子
と

●

●

●

●

瑞
枝
の
気
持
ち
の
表
れ
と
な
る
が
'
そ
の
意
味
は
'
｢
勉
強
し
な
さ
い
'
つ
ら

い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て
　
-
 
｡
｣
(
傍
点
1
筆
者
)
と
い
う
こ
と
で
あ
-
'
ま

さ
か
'
う
す
を
ひ
い
て
い
る
自
分
達
が
'
自
分
達
に
む
か
っ
て
の
心
持
ち
で
は

あ
る
ま
い
｡
ま
た
'
｢
　
-
　
せ
え
｣
と
い
う
表
現
は
､
語
感
か
ら
し
て
強
い
意

味
が
あ
る
と
思
わ
れ
'
老
人
の
使
う
文
句
の
よ
う
で
'
少
な
-
と
も
'
そ
れ
ま

で
の
千
枝
子
や
瑞
枝
の
会
話
文
の
文
末
の
話
体
と
は
異
な
る
｡
参
考
ま
で
に
'

そ
れ
ま
で
の
千
枝
子
･
瑞
枝
の
会
話
文
の
文
末
は
次
の
通
-
で
あ
る
｡

(
千
枝
子
)
｢
　
-
　
わ
｣
｢
　
-
　
よ
｣
｢
　
-
　
の
｣
｢
　
-
　
ね
｣

(
瑞
枝
)
　
｢
　
-
　
わ
｣

明
ら
か
に
話
体
が
異
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
｡

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
'
確
か
に
千
枝
子
は
瑞
枝
と
う
す
を
ま
わ
し
て
い

①
　
千
枝
子
の
心
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
と
取
る
例
｡

1
　
こ
の
例
で
は
授
業
の
構
想
が
｢
勉
強
せ
え
'

以
下
略
･
引
用
者
｣

の
部
分
を
と
ら
え
さ
せ
る
手
だ
て
と
し
て
｢
こ
の
石
う
す
の
歌
か
ら
千
枝
子
の

ど
ん
な
も
の
の
見
方
･
考
え
方
が
わ
か
-
ま
す
か
｣
と
い
う
発
問
が
計
画
さ
れ

て
い
る
｡
｢
『
石
う
す
の
歌
(
壷
井
栄
)
』
山
内
信
子
『
文
芸
教
育
5

2
』
一

九
九
〇
N
O
三
･
九
一
頁
｣

‥
1
 
1
　
こ
の
例
で
は
授
業
者
は
　
｢
千
枝
子
の
心
情
を
代
弁
し
て
い
る
石
う
す
の

歌
が
千
枝
子
の
変
容
の
節
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
｣
と
し
て
い
る
｡
そ
の
結

果
次
の
よ
う
な
子
ど
も
の
解
釈
が
報
告
さ
れ
て
い
る
｡

｢
先
の
Y
子
は
'
次
の
よ
う
に
最
終
場
面
の
日
記
を
ま
と
め
て
い
る
｡
-
略

そ
し
た
ら
'
う
す
が
私
の
気
持
ち
を
歌
に
し
て
歌
っ
た

か
わ
い
そ
う
な
瑞
枝
ち
ゃ
ん

い
な
か
で
む
か
え
た
八
月
六
日
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と
て
も
楽
し
い
朝
だ
っ
た
の
に

父
さ
ん
た
ち
が
い
な
く
な
っ
て
い
た
な
ん
て

こ
れ
か
ら
は
'
瑞
枝
ち
ゃ
ん
が
た
よ
れ
る
姉
に
な
ろ
う
｡

二
人
で
い
っ
し
ょ
に
勉
強
し
ま
し
ょ
う

勉
強
し
よ
う
　
勉
強
し
よ
う

っ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て

こ
の
歌
'
瑞
枝
ち
ゃ
ん
は
聞
い
て
い
る
か
な
｣

(
『
想
像
力
を
生
か
す
楽
し
い
言
語
活
動
を
』
吉
川
芳
則
　
『
実
践
国
語
研
究
』

N
O
一
二
二
･
四
八
･
四
九
頁
)

授
業
者
の
前
提
　
-
　
千
枝
子
の
心
情
の
代
弁
I
を
受
け
て
'
子
ど
も
は
千

枝
子
の
瑞
枝
に
対
す
る
心
情
と
解
釈
し
て
い
る
｡

だ
ろ
う
か
｡
そ
う
い
う
生
き
方
を
考
え
さ
せ
る
結
末
に
な
っ
て
い
る
｡
｣
　
｢
『
石

う
す
の
歌
の
主
題
と
表
現
』
甲
斐
睦
朗
　
『
実
践
国
語
研
究
』
　
N
O
六
四
･
一

二
四
～
二
一
七
頁
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
の
場
面
で
は
瑞
枝
も
千
枝
子
と
一
緒
に

う
す
を
ま
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
一
緒
に
う
す
を
ま
わ
し
て
い
る

千
枝
子
と
は
明
記
し
て
い
な
い
が
､
こ
の
歌
そ
の
も
の
は
瑞
枝
に
対
し
て
の
も

の
と
い
う
取
-
方
を
し
て
い
る
｡
そ
れ
で
は
'
こ
の
場
面
で
'
な
ぜ
千
枝
子
の

心
と
い
う
こ
と
を
記
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
甲
斐
氏
は
そ
れ
ま
で
の
場

面
に
お
け
る
石
う
す
の
歌
は
千
枝
子
の
心
と
は
っ
き
-
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
'
こ
こ
に
至
っ
て
千
枝
子
と
断
言
で
き
な
い
と
ま
ど
い
を
感
じ
て
い
る
の
だ

ろ
う
｡

…
m
 
r
o
 
o
君
と
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
,
今
ま
で
も
,
有
っ
す
の
歌
う
歌
が
,

千
枝
子
の
心
を
表
し
て
き
て
い
る
L
t
　
6
 
8
ペ
ー
ジ
の
最
後
に
　
『
勉
強
せ
え
'
勉

強
せ
え
'
つ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て
　
-
 
｡
｣
と
書
い
て
あ
る
か
ら
'
つ

ら
く
て
も
う
　
が
ん
ば
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
千
枝
子
は
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
｡
｢
『
相
互
指
名
に
よ
る
活
発
な
授
業
の
工
夫
』
福
岡
ひ
と
み
･
『
実
践
国
語

研
究
』
　
N
O
二
一
四
･
四
九
頁
｣

注
5

こ
の
例
で
は
千
枝
子
の
自
分
自
身
に
対
し
て
の
心
持
ち
と
い
う
よ
う
に
取
ら

れ
て
い
る
｡

②
千
枝
子
と
瑞
枝
の
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
と
取
る
例

･
-
｢
原
爆
と
い
う
状
況
を
く
ぐ
る
こ
と
で
千
枝
子
が
自
立
し
､
そ
の
姿
を

見
た
瑞
枝
が
ま
た
(
お
姉
ち
ゃ
ん
'
わ
た
し
も
ひ
-
わ
)
と
労
働
の
主
体
へ
と

変
わ
っ
て
い
-
'
(
勉
強
せ
え
'
勉
強
せ
え
'
つ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て

-
｡
)
と
い
う
石
う
す
の
歌
は
千
枝
子
と
瑞
枝
の
力
強
-
立
ち
上
が
る
心
の

表
れ
で
す
｡
｣
(
『
石
う
す
の
歌
(
壷
井
栄
)
』
山
内
信
子
『
文
芸
教
育
5

2
』

一
九
九
〇
N
O
三
･
八
九
頁
)

確
か
に
作
品
の
論
理
｢
う
す
は
'
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
人
間
の
心
持
ち
を

そ
の
ま
ま
歌
い
だ
す
も
の
だ
よ
｡
｣
を
'
ひ
き
手
の
気
持
ち
と
し
て
と
る
と
'

う
す
を
ま
わ
し
て
い
る
千
枝
子
･
瑞
枝
の
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
と
な
る
｡

.
Ⅳ
　
｢
確
か
に
う
す
は
'
そ
の
と
き
'
そ
の
と
き
の
千
枝
子
の
気
持
ち
を
代

弁
し
て
小
る
か
ら
で
あ
る
｡
｣
と
い
う
'
ひ
き
手
の
心
持
ち
を
表
す
と
い
う
意

味
で
の
作
品
の
論
理
に
従
っ
て
読
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
｢
一
体
'
瑞

(

枝
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
｡
そ
の
答
え
は
『
勉
強
せ
え
ー
略
-
』
し
か
な
い
の

‥
1
1
｢
こ
れ
は
'
千
枝
子
の
心
情
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
'
瑞
枝

の
心
情
を
も
表
し
て
い
る
｡
｣
(
｢
国
語
学
習
指
導
書
六
年
上
創
造
｣
光
村

図
書
　
平
成
四
年
一
六
六
頁
)
と
'
作
品
の
論
理

ひ
き
手
の
心
持
ち
を
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表
す
　
-
　
と
合
致
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
｢
こ
の
石
う

す
の
歌
は
'
千
枝
子
･
瑞
枝
の
ほ
か
'
お
ば
あ
さ
ん
の
気
持
ち
を
も
表
し
て
い

る
こ
と
に
気
づ
-
｣
　
(
同
書
一
六
九
頁
)
と
､
も
う
ひ
と
つ
の
作
品
の
論
理

-
　
う
す
の
ま
わ
り
に
い
る
人
間
の
心
持
ち
を
表
す
　
-
　
に
飛
躍
し
て
い
る
｡

｢
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
人
間
｣
を
'
う
す
を
ま
わ
し
て
い
る
人
物
と
'
そ
の

場
面
に
お
け
る
人
物
と
い
う
二
通
-
に
解
釈
で
き
る
が
'
こ
の
例
に
お
け
る
お

ば
あ
さ
ん
の
気
持
ち
は
'
先
に
記
し
た
解
釈
か
ら
で
な
く
'
話
体
か
ら
の
も
の

で
あ
ろ
う
｡

す
の
歌
』
　
の
読
み
の
問
題
点
｣
市
川
斐
子
　
『
実
践
国
語
研
究
』
一
九
九
二

N
O
二
六
･
二
二
頁
)

③
　
う
す
の
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
と
取
る
例

-
　
｢
千
枝
子
の
や
さ
し
-
力
強
い
声
に
瑞
枝
も
『
お
姉
ち
ゃ
ん
'
わ
た
し

も
や
る
わ
｡
』
と
二
人
で
力
を
合
わ
せ
て
う
す
を
ひ
き
は
じ
め
る
｡
う
す
も
'

『
勉
強
せ
え
'
勉
強
せ
え
､
つ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て
｡
』
と
励
ま
し
の
歌

を
歌
う
｡
｣
　
(
『
感
動
を
も
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
探
-
読
み
と
る
　
-
　
石
う
す
の
歌
』

後
藤
昭
恵
　
『
実
践
国
語
研
究
』
一
九
八
一
　
N
O
二
五
･
五
九
頁
)
実
は
作

品
の
中
で
'
う
す
は
擬
人
化
し
て
措
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
略
･
引
用
者

-
　
も
し
も
千
枝
子
が
一
人
で
回
し
て
い
た
ら
'
今
ご
ろ
う
す
も
'
千
枝
子
と

い
っ
し
ょ
に
ね
む
り
ほ
う
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
よ
｡
｣
と
か
'
｢
う
す
の
前
に

す
わ
っ
た
ま
ま
'
言
葉
少
な
く
考
え
こ
ん
で
い
る
お
ば
あ
さ
ん
の
そ
ば
で
'
う

す
は
だ
ま
っ
て
な
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
｡
｣
　
の
表
現
が
そ
れ
で
あ
る
｡
し

た
が
っ
て
次
の
よ
う
な
解
釈
も
で
て
-
る
の
で
あ
る
｡
｢
物
語
を
読
み
す
す
め

て
い
っ
て
'
最
終
場
面
の
　
『
お
ば
あ
さ
ん
の
ひ
き
う
す
は
一
向
に
動
き
ま
せ
ん

で
し
た
｡
　
-
　
略
･
引
用
者
1
う
す
は
だ
ま
っ
て
泣
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う

④
　
作
者
の
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
と
取
る
例

｢
最
後
の
石
う
す
の
歌
う
『
勉
強
せ
え
'
勉
強
せ
え
'
つ
ら
い
こ
と
で
も
が

ま
ん
し
て
　
-
 
｡
｣
は
'
敗
戟
､
そ
し
て
'
全
土
の
荒
廃
を
目
前
に
し
て
作
者

が
全
国
の
子
ど
も
た
ち
に
贈
る
激
励
の
言
葉
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ

る
｡
｣
　
(
『
石
う
す
の
歌
の
表
現
　
-
　
キ
ー
ワ
ー
ド
に
着
目
し
て
　
-
　
』
　
甲
斐
睦

朗
『
実
践
国
語
研
究
』
一
九
九
二
　
N
O
二
六
･
二
二
三
頁
)

甲
斐
氏
の
論
文
に
お
い
て
'
こ
の
最
終
場
面
は
実
に
歯
切
れ
の
悪
い
も
の
に

な
っ
て
い
る
｡
同
書
二
二
三
頁
に
お
い
て
｢
う
す
が
歌
い
始
め
ま
し
た
｣
は
'

｢
千
枝
子
が
瑞
枝
と
調
子
を
合
わ
せ
る
た
め
に
歌
を
歌
う
と
　
-
　
略
･
引
用
者
｣

と
い
う
ふ
う
に
'
う
す
の
ひ
き
手
の
心
持
ち
が
石
う
す
の
歌
と
と
っ
て
い
る
が
'

先
に
記
し
た
よ
う
に
'
そ
の
場
に
い
る
人
の
心
持
ち
の
表
れ
と
い
う
解
釈
も
成

り
立
つ
の
で
あ
る
｡
誰
の
気
持
ち
か
と
い
う
点
で
は
作
者
で
あ
-
(
甲
斐
氏
は

千
枝
子
で
あ
る
と
は
記
し
て
な
い
)
　
｢
瑞
枝
を
激
励
す
る
歌
と
し
て
歌
わ
れ
て

い
る
｣
　
(
同
書
二
二
三
頁
)
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
(
千
枝
子
)
1
瑞
枝
の
関

係
が
'
作
者
1
全
国
の
子
ど
も
た
ち
と
い
う
関
係
に
な
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
｡

か
｡
』
と
い
う
描
写
に
な
る
と
'
ま
さ
し
-
､
石
う
す
は
心
を
持
っ
た
物
と
し

5
　
　
て
登
場
人
物
の
中
心
に
ど
っ
し
-
と
位
置
を
し
め
て
-
る
｡
｣
　
(
｢
教
材
　
『
石
う

⑤
　
千
枝
子
と
瑞
枝
と
お
ば
あ
さ
ん
の
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
と
取
る
例

｢
悲
し
み
に
負
け
な
い
で
強
く
生
き
よ
う
と
す
る
二
人
の
姿
､
そ
れ
を
見
て

立
ち
直
ろ
う
と
し
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん
う
　
そ
の
三
人
の
姿
が
石
う
す
の
歌
に
こ

め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡
｣
　
(
『
読
み
の
変
容
の
自
覚
か
ら
学
習
意
欲
へ
』

藤
川
博
昭
　
『
実
践
国
語
研
究
』
　
N
O
二
二
二
･
四
九
頁
)

こ
れ
は
児
童
の
読
後
の
感
想
で
あ
る
が
'
｢
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
人
間
の
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心
持
ち
｣
を
う
す
の
ま
わ
-
に
い
る
人
の
心
持
ち
と
解
し
た
例
で
あ
る
｡

三

｢
は
じ
め
に
｣
　
の
と
こ
ろ
で
記
し
た
市
川
氏
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
-
'

｢
勉
強
｣
　
の
語
は
'
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
｡
原
因
は
'
壷
井
栄
が
他
の
作

品
に
お
い
て
も
多
用
し
て
い
る
よ
う
に
勉
強
論
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
､

作
品
発
表
ま
で
の
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
か
ら
'
執
筆
し
て
い
-
際
､
感
情
の

高
ま
-
か
ら
思
わ
ず
持
論
を
性
急
に
ま
と
め
に
持
っ
て
き
て
し
ま
い
'
そ
の
不

注
6

自
然
さ
を
看
過
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡

｢
以
下
は
'
単
な
る
推
測
で
し
か
な
い
が
'
作
者
が
雑
誌
に
執
筆
を
依
頼
さ

れ
て
い
た
短
編
物
語
の
材
料
と
し
て
'
世
界
を
震
掘
さ
せ
た
原
子
爆
弾
の
広
島

投
下
の
問
題
を
採
-
入
れ
た
｡
し
か
し
､
敗
戟
の
衝
撃
'
そ
し
て
そ
れ
に
続
-

混
乱
の
日
々
が
続
い
た
の
で
推
敵
の
時
間
が
な
か
っ
た
｣
　
(
前
出
　
『
石
う
す
の

歌
』
　
の
表
現
　
-
　
キ
ー
ワ
ー
ド
に
着
目
し
て
　
-
　
｣
一
八
一
頁
)
と
い
う
見
解

は
当
然
で
あ
る
｡
作
品
の
構
想
を
あ
た
た
め
る
･
熟
さ
せ
る
時
間
が
な
か
っ
た

も
の
と
推
定
で
き
る
｡

｢
勉
強
せ
え
'
勉
強
せ
え
'
つ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て
I
｡
｣
　
は
'

誰
の
誰
に
対
す
る
気
持
ち
か
と
い
う
点
で
様
々
な
と
り
方
が
あ
る
こ
と
は
二
で

見
て
き
た
と
お
-
で
あ
る
｡

｢
教
師
の
教
材
分
析
が
学
習
の
質
を
高
め
る
か
ど
う
か
を
左
右
す
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
｣
　
(
｢
実
践
国
語
研
究
｣
　
N
O
二
五
･
六
二
頁
)
　
こ
と
で
は
あ

る
が
､
教
材
分
析
の
際
に
頭
を
ひ
ね
ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
で
あ
る
｡
作
品
の

論
理
に
従
え
ば
二
通
-
の
と
ら
え
方
が
で
き
る
｡
千
枝
子
･
瑞
枝
の
心
持
ち
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
す
る
と
､
お
か
し
な
こ
と
に
'
そ
の
話
体
は
お
ば
あ
さ
ん

の
そ
れ
で
あ
る
｡
お
ば
あ
さ
ん
の
心
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
す
る
と
　
｢
そ

の
と
き
そ
の
と
き
の
人
間
｣
を
'
う
す
の
ま
わ
り
に
い
る
人
間
と
解
さ
な
-
て

は
い
け
な
い
｡
こ
の
場
面
に
お
い
て
作
品
の
論
理
の
整
合
性
が
き
ち
ん
と
し
た

も
の
で
な
い
｡
順
当
で
あ
る
な
ら
ば
'
壷
井
栄
は
'
千
枝
子
･
瑞
枝
の
二
人
の

気
持
ち
を
別
の
意
味
･
表
現
で
あ
ら
わ
す
べ
き
で
あ
っ
た
L
t
あ
る
い
は
場
面

の
中
身
を
変
え
て
､
お
ば
あ
さ
ん
に
う
す
を
ひ
か
せ
て
｢
勉
強
せ
え
､
勉
強
せ

え
'
つ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て
　
-
 
｡
｣
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
｡
ま
た
'

解
釈
の
混
乱
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
た
｢
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
人
間
｣
を
'

は
っ
き
-
｢
う
す
を
ま
わ
す
人
間
｣
と
か
の
表
現
で
限
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
｡

さ
ら
に
'
う
す
の
擬
人
化
に
際
し
て
は
､
も
っ
と
明
確
に
打
ち
出
す
べ
き
で
あ
っ

た
ろ
う
｡

し
た
が
っ
て
'
｢
は
じ
め
に
｣
　
に
記
し
た
作
品
の
評
価
と
は
異
な
-
､
私
は
'

こ
の
作
品
は
推
敵
不
足
の
未
完
の
作
と
考
え
る
｡

作
品
の
意
図
と
し
て
は
す
ば
ら
し
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
が
'
教
科
書
教
材

と
し
て
は
適
さ
な
い
作
品
の
例
で
あ
る
｡

教
科
書
教
材
の
適
切
性
に
つ
い
て
は
'
安
藤
操
が
　
｢
国
語
教
科
書
批
判
｣

(
三
一
書
房
)
　
で
い
ろ
い
ろ
例
を
と
-
出
し
て
い
る
が
､
私
は
二
例
を
あ
げ
て

そ
の
間
題
の
検
討
の
必
要
性
を
訴
え
た
い
｡

も
う
採
録
さ
れ
て
い
な
い
が
｢
し
っ
ほ
の
や
-
め
｣
(
光
村
小
一
上
)
　
と
い

う
教
材
が
あ
っ
た
｡

｢
き
つ
ね
の
し
っ
ほ
は
か
じ
の
よ
う
な
や
-
め
を
し
て
い
る
の
で
す
｡
｣
　
と

本
文
に
あ
る
｡
す
る
と
t
 
L
つ
ぼ
の
な
い
き
つ
ね
は
方
向
転
換
は
で
き
な
-
な

る
｡
真
実
は
'
｢
き
つ
ね
の
し
っ
ば
は
､
体
の
む
き
を
か
え
る
と
き
に
'
体
の

バ
ラ
ン
ス
を
と
る
は
た
ら
き
を
す
る
の
で
す
｡
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
ま
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た
'
か
っ
て
'
こ
ん
な
教
材
文
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
｢
水
道
の
普
及

で
伝
染
病
が
撲
滅
さ
れ
ま
し
た
｡
｣
　
こ
れ
も
｢
水
道
の
普
及
な
ど
で
｣
　
が
真
実

で
あ
ろ
う
｡

国
語
科
の
教
科
書
の
教
材
文
は
単
に
文
章
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
だ
け
で
は

注
7

だ
め
で
'
説
明
的
文
章
で
は
内
容
の
科
学
的
真
実
性
'
文
学
的
文
章
で
は
作
品

の
論
理
の
一
貫
性
が
求
め
ら
れ
よ
う
｡

次
に
考
え
た
い
の
は
'
い
わ
ゆ
る
戟
争
文
学
･
平
和
教
材
と
目
さ
れ
る
教
材

の
問
題
で
あ
る
｡
一
般
的
に
平
和
教
材
は
戟
争
を
直
接
･
間
接
に
契
機
と
し
て

お
こ
る
で
き
ご
と
を
通
し
て
'
子
供
達
に
平
和
の
尊
さ
'
平
和
へ
の
希
求
心
を

学
ば
せ
'
持
た
せ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
｢
石
う
す
の
歌
｣
も
そ
う
い
う
位
置

づ
け
が
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
私
に
は
｢
石
う
す
の
歌
｣
を
平
和
教
材
と

し
て
読
め
な
い
の
で
あ
る
｡
と
い
う
の
は
'
被
害
者
は
日
本
人
で
あ
る
千
枝
子
･

瑞
枝
達
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
を
読
ん
で
t
.
戟
争
は
残
酷
な
も
の
だ
と
か
'
平
和

は
尊
い
と
い
っ
た
感
想
が
す
ぐ
出
て
く
る
の
が
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
｡
た

と
え
ば
'
身
内
の
誰
か
が
全
く
非
の
な
い
交
通
事
故
で
死
ん
だ
と
し
よ
う
｡
す

る
と
被
害
者
の
側
で
あ
れ
ば
'
加
害
者
の
人
間
性
や
落
度
へ
の
疑
問
や
糾
弾
に

意
識
が
む
く
の
が
順
当
な
認
識
の
順
序
で
あ
っ
て
'
そ
れ
ら
が
時
間
的
な
経
過

に
し
た
が
っ
て
昇
華
し
て
い
っ
た
結
果
が
'
交
通
事
故
は
残
酷
だ
と
か
交
通
事

故
絶
滅
に
な
る
は
ず
で
あ
る
｡

日
本
人
が
被
害
者
で
あ
る
'
｢
石
う
す
の
歌
｣
を
は
じ
め
と
す
る
教
科
書
に

採
録
さ
れ
て
い
る
平
和
教
材
は
'
あ
る
意
味
で
い
う
と
｢
愛
国
心
教
材
｣
　
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
｡
な
に
も
愛
国
心
教
材
が
悪
い
と
す
る
の
で
は
な
い
｡
い
ず

れ
も
日
本
人
が
被
害
者
で
'
先
述
の
交
通
事
故
の
例
を
と
る
な
ら
ば
'
加
害
者

は
い
る
の
だ
が
'
そ
こ
の
部
分
が
欠
落
(
い
や
読
者
に
は
無
意
識
の
う
ち
に
は

あ
る
は
ず
｡
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
な
も
の
と
し
て
)
　
し
て
し
ま
い
'
一
足
と
び
に

｢
戟
争
の
む
ご
さ
｣
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
｡
そ
の
こ
と
を
示
す
実
践
記
録
が

い
か
に
多
い
こ
と
か
｡
そ
の
よ
う
な
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
的
と
ら
え
方
は
'
日

注
8

本
人
と
し
て
の
結
束
を
強
め
る
働
き
こ
そ
す
れ
人
類
共
通
の
平
和
へ
の
希
求
と

は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
ろ
う
｡

お

　

わ

　

り

　

に

｢
石
う
す
の
歌
｣
　
の
最
後
の
場
面
の
解
釈
の
多
様
性
の
原
因
と
'
教
科
書
教

材
と
し
て
の
妥
当
性
は
三
に
お
い
て
論
及
し
た
と
お
り
で
あ
る
｡

今
後
'
教
科
書
教
材
の
妥
当
性
の
問
題
と
平
和
教
材
と
さ
れ
る
文
学
作
品
の

検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
｡

注

注
-
　
｢
作
品
別
-
文
学
教
育
実
践
史
事
典
｣
･
二
〇
五
頁
に
お
い
て
'
古
賀
氏
は

｢
『
こ
こ
で
は
誰
の
心
か
』
を
問
題
に
す
る
よ
-
､
『
勉
強
せ
え
』
　
の
　
『
勉
強
』

の
意
味
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
｣
　
と
し
て
い
る

が
'
実
は
誰
の
心
で
あ
る
か
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
作
品
上
の
問
題
が
あ
る
の

で
あ
る
｡

注
2
　
本
文
中
に
記
し
た
｢
文
学
教
育
実
践
史
事
典
｣
　
二
〇
五
頁
･
｢
読
み
の
変
容
の

自
覚
か
ら
学
習
意
欲
へ
｣
(
藤
川
博
昭
･
｢
実
践
国
語
研
究
｣
　
N
O
二
二
二
･

四
六
頁
)
な
ど
｡

注
3
　
｢
教
材
『
石
う
す
の
歌
』
　
の
読
み
の
問
題
点
｣
(
市
川
斐
子
･
｢
実
践
国
語
研

究
｣
N
O
一
一
六
･
二
二
頁
)

注
4
　
昭
和
六
十
三
年
五
月
十
七
日
　
公
開
事
前
研
究
会
に
お
け
る
授
業
･
鹿
児
島
大

学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
　
ま
た
も
う
一
例
は
'
鹿
児
島
市
立
田
上
小
学
校
で

の
同
種
の
研
究
会
で
の
授
業
で
あ
る
｡

注
5
　
同
様
の
例
｡
｢
勉
強
せ
え
｡
勉
強
せ
え
｡
つ
ら
い
こ
と
で
も
が
ま
ん
し
て
｡
そ

う
み
ん
な
が
た
よ
れ
る
人
は
私
し
か
い
な
い
ん
だ
｡
し
っ
か
り
し
な
け
れ
ば
｡
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(
『
読
み
と
-
ノ
ー
ト
で
自
ら
学
ぶ
子
を
育
て
る
』
大
堀
幸
信
｢
実
践
国
語
研
究
｣

N
O
一
〇
二
･
七
八
頁
)

●

●

●

●

●

●

●

注
6
　
他
に
も
意
味
を
と
る
の
に
困
難
な
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
｢
や
っ
と
分
か
っ
た
瑞
枝

は
'
も
う
､
は
し
ご
を
さ
ん
橋
の
方
へ
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
｡
｣
(
傍
点
引
用
者
)

で
'
分
か
る
主
体
の
特
定
も
む
ず
か
し
い
｡

注
7
　
｢
と
び
こ
め
｣
(
ト
ル
ス
ト
イ
作
)
と
い
う
教
材
が
か
つ
て
あ
っ
た
｡
｢
四
十
メ
1

-
ル
を
越
え
る
高
さ
と
い
う
の
は
'
ビ
ル
に
し
て
十
階
建
の
屋
上
に
相
当
す
る
｡

こ
れ
は
大
変
な
高
さ
で
あ
る
｡
い
か
に
船
長
の
息
子
と
は
い
え
'
そ
れ
だ
け
の

豪
胆
さ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
話
は
'
現
実
に
は
あ
-
得
な
い
『
作
-
話
』

で
は
な
い
か
｡
あ
ま
り
に
も
現
実
味
の
な
い
話
で
は
な
い
か
　
-
　
と
'
私
は
考

え
る
の
だ
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
｡
｣
(
｢
鍛
え
る
国
語
教
室
⑪
｣
　
野
口
芳

広
著
作
集
四
〇
八
頁
)
と
い
う
解
釈
は
'
読
者
の
持
っ
て
い
る
因
果
律
を
そ
の

ま
ま
作
品
に
適
用
し
て
'
作
品
の
側
の
問
題
と
考
え
て
い
る
例
で
'
読
者
の
側

で
の
科
学
的
真
実
性
を
そ
の
解
釈
の
立
脚
点
に
し
て
い
る
が
'
作
品
に
は
作
品

の
因
果
律
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
'
読
者
は
作
品
の
因
果
律
に
従
っ
て
読
む
べ
き

な
の
で
あ
る
｡

注
8
　
昭
和
四
〇
年
代
に
｢
道
徳
｣
　
の
副
読
本
に
次
の
よ
う
な
教
材
が
あ
っ
た
｡
｢
あ

る
日
本
人
の
ラ
ン
ナ
ー
が
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
手
を
つ
い
て
か
ま
え
た
時
､
隣

の
ア
メ
リ
カ
の
○
○
選
手
は
ラ
イ
ン
を
出
て
か
ま
え
て
い
た
｡
そ
れ
を
見
て
'

日
本
人
の
ラ
ン
ナ
ー
は
誘
惑
に
か
ら
れ
る
が
'
ル
ー
ル
は
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い

と
し
て
､
ふ
み
と
ど
ま
る
｡
そ
し
て
'
そ
の
ア
メ
リ
カ
の
○
○
選
手
の
名
は
決

し
て
口
外
し
な
い
ぞ
と
心
の
中
に
誓
う
と
い
う
｣
も
の
で
あ
っ
た
｡
.
結
果
的
に

ア
メ
リ
カ
の
○
○
選
手
は
名
が
広
-
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
'
日
本
人
の
中

だ
け
で
通
用
す
る
道
徳
律
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

補
注
　
拙
稿
｢
壷
井
栄
論
-
『
石
臼
の
歌
』
を
中
心
に
し
て
｣
(
鹿
児
島
大
学
教
育
学

部
研
究
紀
要
人
文
科
学
編
第
四
十
六
巻
　
十
五
頁
～
二
三
頁
)
に
お
い
て
は
'

｢
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
人
間
の
心
持
ち
｣
を
'
う
す
を
ひ
い
て
い
る
人
間
の

場
合
だ
け
を
考
え
て
論
述
し
た
が
'
う
す
を
ひ
い
て
い
る
人
物
の
ま
わ
り
に
い

る
人
物
と
も
と
れ
る
の
で
'
こ
の
際
'
後
者
の
と
-
方
で
の
解
釈
も
加
味
し
た

い
｡
そ
の
中
身
は
本
論
で
論
述
し
た
と
お
-
で
あ
る
｡

ま
た
'
｢
勉
強
せ
え
｣
の
｢
　
-
　
せ
え
｣
と
い
う
語
尾
表
現
は
'
他
の
作
品
で

は
'
老
人
の
話
体
の
語
尾
表
現
と
し
て
出
て
-
る
こ
と
を
指
摘
し
た
｡


