
     

「
書
の
ま
ち
春
日
井
と
小
野
道
風
（
中
学
年
用
）
」
、「
調
べ
て
み
よ
う
！
小

野
道
風
（
高
学
年
用
）」
の
ね
ら
い
は
、
次
の
四
点
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た

だ
く
こ
と
で
す
。 

○ 

小
野
道
風
は
平
安
時
代
の
能 の

う

書 し
ょ

で
あ
る
。 

○ 

小
野
道
風
の
書
（
和
様
の
書
）
の
特
徴
。 

○ 

春
日
井
に
は
小
野
道
風
誕
生
伝
説
が
あ
る
。 

○ 

「
書
の
ま
ち
春
日
井
」
で
は
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
。 

こ
の
指
導
者
用
資
料
に
は
、
児
童
が
疑
問
を
も
ち
そ
う
な
こ
と
、
指
導
さ

れ
る
先
生
に
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
な
ど
を
ま
と
め
て
み
ま
し

た
。 

小
野
道
風 

◎
ポ
イ
ン
ト 

小
野
道
風
は
平
安
時
代
の
中
ご
ろ
に
生
き
た
人
で
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
字
が

上
手
で
し
た
。
成
人
し
て
か
ら
は
役
人
と
し
て
宮
廷
に
仕
え
、
天
皇
の
手
紙

（
公
文
書
）
を
清
書
し
た
り
、
内
裏
の
額
や
屏
風
に
字
を
書
い
た
り
す
る
仕

事
を
し
ま
し
た
。
当
時
か
ら
能
書
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

     

○
小
野
道
風
肖
像
画 

こ
こ
に
掲
載
し
た
の
は
春
日
井
市
松
河
戸
町
に
あ
る
観
音
寺
所
蔵
の
肖

像
画
で
す
。
道
風
の
子
の
奉 と

も

時 と
き

が
描
い
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
が
、

実
際
の
作
者
は
不
明
で
す
。
鎌
倉
時
代
に
描
か
れ
た
原
画
を
江
戸
時
代
に

模
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

○
小
野
道
風
は
そ
の
当
時
一
番
字
が
上
手
だ
っ
た
。 

天
皇
の
代
替
わ
り
の
と
き
に
行
わ
れ
る
大
切
な
儀
式
に
大
嘗
祭

だ
い
じ
ょ
う
さ
い

が
あ

り
ま
す
。
大
嘗
祭
を
行
う
た
め
に
建
て
ら
れ
る
悠 ゆ

紀 き

殿 で
ん

、
主 す

基 き

殿 で
ん

に
は
そ

れ
ぞ
れ
新
し
い
屏
風
が
置
か
れ
ま
す
。
そ
の
屏
風
に
字
を
書
く
の
は
、
そ

の
と
き
に
最
も
優
れ
た
能
書
が
選
ば
れ
ま
す
。
道
風
は
朱 す

雀 ざ
く

天
皇
、
村
上

天
皇
の
二
代
に
わ
た
っ
て
大
嘗
祭
の
屏
風
の
書
き
手
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
道
風
が
当
時
一
番
の
書
き
手
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。 

○
小
野
道
風
は
書
家
で
は
な
い
。 

「
書
家
」
と
は
、「
書
道
を
教
授
す
る
こ
と
を
職
業
と
し
て
い
る
人
」
の

こ
と
で
す
。
道
風
は
役
人
と
し
て
生
涯
宮
廷
に
勤
め
、
書
道
教
授
は
し
て

い
ま
せ
ん
。
書
家
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
江
戸
時
代
中
期
に
な
っ
て
か
ら
で

す
。
道
風
の
よ
う
に
書
が
上
手
な
人
は
「
能 の

う

書 し
ょ

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

書
の
ま
ち
春
日
井
と
小
野
道
風 

調
べ
て
み
よ
う
！ 

小
野
道
風  

指
導
者
用
資
料 



○
小
野
道
風
の
身
分 

平
安
時
代
の
貴
族
の
位
や
宮
廷
で
の
地
位
は
家
柄
に
大
き
く
左
右
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
道
風
の
こ
ろ
に
は
藤
原
氏
が
勢
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
、

佐
理
や
行
成
は
若
い
こ
ろ
か
ら
高
い
地
位
に
つ
い
て
い
ま
し
た
。
小
野
氏

で
あ
る
道
風
は
出
世
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
能
書

と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

○
「
三
跡
」
と
は
。 

小
野・
道
風
の
筆
跡・
を
「
野 や

跡 せ
き

」
、
藤
原
佐・
理
の
筆
跡・
を
「
佐 さ

跡 せ
き

」
、
藤
原

行
成
は
権・
大
納
言
と
い
う
高
い
地
位
に
あ
っ
た
の
で
そ
の
筆
跡・
を
「
権 ご

ん

跡 せ
き

」

と
い
い
、
そ
の
三・
人
の
筆
跡・
を
「
三
跡
」
と
い
う
の
が
本
来
の
意
味
で
す
。

い
つ
の
間
に
か
、
そ
れ
が
筆
跡
で
は
な
く
人
物
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
佐
理
（
九
四
四
～
九
八
）
は
道
風
か
ら
多
く
の
こ
と
を
直
接
学
び

ま
し
た
。
行
成
（
九
七
二
～
一
〇
二
七
）
は
道
風
の
没
後
に
生
ま
れ
ま
し

た
が
、
道
風
を
夢
に
見
る
ほ
ど
あ
こ
が
れ
て
、
道
風
の
書
を
懸
命
に
習
っ

た
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
存
す
る
行
成
の
書
を
見
る
と
道

風
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
ま
す
。 

「
三
跡
」
に
対
し
て
、
平
安
時
代
前
期
の
能
書
、
空
海
・
嵯
峨
天
皇
・

橘
逸
勢
を

た
ち
ば
な
の
は
や
な
り 

「
三
筆
」
と
い
い
ま
す
。
三
筆
の
書
は
、
中
国
の
書
の
影
響

を
強
く
受
け
た
書
で
す
。 

○
「
と
う
ふ
う
」
か
「
み
ち
か
ぜ
」
か
。 

小
野
道
風
の
名
の
本
来
の
読
み
方
は
「
お
の
の
み
ち
か
ぜ
」、
藤
原
佐
理

は
「
ふ
じ
わ
ら
の
す
け
ま
さ
」、
藤
原
行
成
は
「
ふ
じ
わ
ら
の
ゆ
き
な
り
」

で
す
。
一
芸
に
秀
で
た
人
の
名
を
音
読
み
す
る
と
い
う
習
慣
が
あ
り
、
そ

の
読
み
方
を
「
有 ゆ

う

職 そ
く

読
み
」
と
い
い
ま
す
。
道
風
、
佐
理
、
行
成
は
書
に

秀
で
て
い
た
の
で
、「
と
う
ふ
う
」、「
さ
り
」、「
こ
う
ぜ
い
」
と
音
読
み
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
春
日
井
で
も
古
く
か
ら
「
と
う
ふ
う
さ
ん
」
と
呼
ば
れ

て
い
た
の
で
、
今
も
そ
う
呼
ん
で
い
ま
す
。 

○
「
や
な
ぎ
に
と
び
つ
く
か
え
る
」
は
実
話
で
は
な
い
。 

有
名
な
話
で
、
努
力
の
大
切
さ
を
教
え
る
佳
話
な
の
で
こ
こ
に
載
せ
ま

し
た
が
、
こ
れ
は
実
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
話
が
記
さ
れ
た
書
物
で

最
も
古
い
の
が
三
浦
梅 ば

い

園 え
ん

（
一
七
二
三
～
八
九
）
の
『
梅
園
叢
書
』
で
す
。

そ
れ
以
前
の
い
く
つ
も
の
書
物
に
道
風
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

ど
こ
に
も
柳
も
蛙
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
逸
話
は
江
戸

時
代
に
創
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

道
風
の
書 

◎
ポ
イ
ン
ト 

道
風
の
書
の
特
徴
は
、
全
体
的
に
柔
ら
か
く
穏
や
か
な
感
じ
が
す
る
こ

と
で
す
。
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
出
す
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
て
い

ま
す
。 

道
風
が
生
き
た
平
安
時
代
中
期
に
興
っ
た
国 こ

く

風 ふ
う

文
化
の
影
響
を
受
け
て

い
る
こ
と
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。 

○
道
風
の
書
の
工
夫 

道
風
は
和
様
の
書
を
書
く
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

「
屏
風
土
代
」
の
「
春
」
と
、
書
写
の
教
科
書
に
あ
る
字
の
右
は
ら
い
と

を
比
較
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
教
科
書
の
右
は
ら
い
は
、
筆
を
強
く
押
さ



え
て
か
ら
徐
々
に
持
ち
上
げ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
線

の
太
さ
に
変
化
が
生
じ
、
最
後
の
部
分
が
三
角
形
に
な
っ
て
尖
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
道
風
の
右
は
ら
い
は
す
べ
て
同
じ
太
さ
で
書
か
れ
、

最
後
も
丸
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
他
に
も
、「
屏
風
土
代
」
３
行
目
「
思
」
の
第
２
画
の
横
画
か
ら
縦

画
に
移
る
部
分
や
、
最
終
行
「
打
」
の
最
終
画
の
撥
ね
る
部
分
を
丸
く
す

る
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
部
分
に
工
夫
を
し
て
、
全
体
に
柔
ら
か
い
感

じ
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。 

書
写
の
教
科
書
で
は
、
筆
の
先
端
が
基
本
的
に
、
横
画
で
は
画
の
上
端

を
、
縦
画
で
は
画
の
左
端
を
通
る
書
法
を
学
び
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
道

風
の
書
法
は
、
筆
の
先
端
が
常
に
画
の
中
央
を
通
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
表
現
が
可
能
に
な
る

の
で
す
。 

和
様
の
書
は
江
戸
時
代
ま
で
日
本
書
道
の
中
心
的
な
流
れ
と
な
っ
て
受

け
継
が
れ
ま
し
た
が
、
明
治
時
代
以
後
は
中
国
風
の
書
が
圧
倒
的
に
多
く

書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
学
校
教
育
で
も
和
様
の
書
が
教
え
ら
れ
る
こ
と

は
な
く
な
り
ま
し
た
。 

○
国
風
文
化 

道
風
が
生
き
た
平
安
時
代
中
期
ま
で
の
日
本
の
文
化
は
中
国
の
影
響
を

色
濃
く
受
け
て
い
ま
し
た
。
遣
隋
使
・
遣
唐
使
を
派
遣
し
て
、
進
ん
だ
中

国
の
文
化
を
取
り
入
れ
て
い
た
の
で
す
。 

平
安
時
代
中
期
に
な
る
と
、
唐
が
衰
え
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
中
国

の
模
倣
で
は
な
い
、
新
し
い
日
本
の
文
化
を
築
こ
う
と
い
う
機
運
が
盛
り

上
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
絵
画
・
文
学
・
建
築
・
宗
教
か
ら
生
活
文

化
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
人
の
感
性
に
合
っ
た
独
自
の
文
化
「
国
風
文
化
」

が
発
達
し
ま
し
た
。 

○
ひ
ら
が
な
の
で
き
方 

国
風
文
化
の
一
例
と
し
て
、
高
学
年
用
に
は
「
ひ
ら
が
な
の
で
き
方
」

を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
に
漢
字
を
も
と
に
し
て
ひ
ら
が
な
が

生
ま
れ
ま
し
た
。
漢
字
か
ら
ひ
ら
が
な
に
移
る
途
中
の
文
字
を
草 そ

う

が
な
と

い
い
、
こ
こ
で
は
伝
小
野
道
風
筆
秋
萩
帖
か
ら
採
っ
た
も
の
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。 

○
源
氏
物
語
絵
巻 

源
氏
物
語
第
十
七
帖
「
絵
合

え
あ
わ
せ

」
に
道
風
が
文
字
を
書
い
た
絵
巻
が
登
場

し
、「
今
め
か
し
う
を
か
し
げ
」
と
評
さ
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
徳

川
美
術
館
所
蔵
の
源
氏
物
語
絵
巻
に
は
そ
の
部
分
が
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

道
風
の
誕
生
伝
説 

春
日
井
に
は
次
の
よ
う
な
道
風
誕
生
伝
説
が
あ
り
ま
す
。 

小
野
葛 く

ず

絃 お

が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
現
在
の
春
日
井
市
に
滞
在
し
て
い

た
と
き
に
、
里
人
の
娘
と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
道
風
で
あ
る
。
幼
少

時
代
を
春
日
井
で
過
ご
し
た
道
風
は
、
十
歳
く
ら
い
に
な
る
と
父
親
に

連
れ
ら
れ
て
京
に
の
ぼ
っ
た
。 

◎
ポ
イ
ン
ト 

道
風
が
春
日
井
で
生
ま
れ
た
と
い
う
確
実
な
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
、「
伝
説
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
て
い
ま
す
。 



し
か
し
、
道
風
が
春
日
井
で
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
た
と
え
史
実
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
書
の
ま
ち
」
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

道
風
が
本
当
に
春
日
井
で
生
ま
れ
た
か
ど
う
か
が
重
要
な
こ
と
な
の
で
は

な
く
、
私
た
ち
の
先
人
が
道
風
を
敬
っ
て
書
道
文
化
の
振
興
に
努
め
て
き

て
、
今
も
書
が
盛
ん
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
大
切
な
の
で
す
。 

○
小 お

野 の
の

朝
臣

あ

そ

ん

遺 い

跡 せ
き

碑 ひ 

小
野
朝
臣
遺
跡
碑
は
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
尾
張
藩
の
儒
学
者

で
あ
る
秦
鼎

は
た
か
な
え

が
文
を
作
り
、
中
西
融 ゆ

う

が
文
字
を
書
い
た
碑
で
す
。 

刻
さ
れ
て
い
る
内
容
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

日
本
で
書
が
上
手
な
人
が
三
人
あ
り
、
道
風
は
そ
の
な
か
で
も
一

番
で
あ
る
。
松
河
戸
で
は
、
道
風
が
こ
の
村
で
生
ま
れ
た
と
い
う
こ

と
を
、
お
と
な
も
子
ど
も
も
み
ん
な
が
言
い
伝
え
て
い
る
。
道
風
は
、

中
国
の
唐
代
や
晋
代
の
書
に
も
負
け
な
い
書
を
書
い
た
。
醍
醐
天
皇

は
道
風
の
書
を
中
国
に
送
っ
て
自
慢
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。 

道
風
が
生
ま
れ
た
と
い
う
家
の
跡
は
松
河
戸
に
あ
る
の
だ
が
、
確

か
な
史
料
が
な
い
。
し
か
し
、
『
張
州
府

 

ち
ょ
う
し
ゅ
う
ふ

誌 し

』
に
も
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
必
ず
証
拠
が
あ
る
だ
ろ
う
。
誰
か
こ
の
証
拠
を
見
つ
け
て
発

表
し
て
ほ
し
い
。
百
年
後
、
千
年
後
で
も
よ
い
か
ら
。 

上
部
に
大
き
な
字
で
「
小
野
朝
臣
遺
跡
碑
」
と
横
書
き
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
埜
」
は
「
野
」
の
古
字
で
す
。「
晁
」
は
「
朝
」
と
は
別
字
で
す
が
、
音

は
「
チ
ョ
ウ
」
、
訓
は
「
あ
さ
」
な
の
で
、
「
朝
」
の
か
わ
り
に
使
わ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
一
」
の
下
に
「
忠
」
は
、「
臣
」
の
則 そ

く

天 て
ん

文
字
で
す
。

則
天
文
字
と
は
中
国
の
武 ぶ

則 そ
く

天 て
ん

（
六
二
〇
～
七
〇
五
）
が
作
っ
た
字
で
す
。

「
臣
」
は
家
来
と
い
う
意
味
な
の
で
、
心
を
一
つ
に
し
て
王
に
忠
義
を
つ

く
す
の
が
臣
だ
と
い
う
こ
と
で
こ
の
字
を
作
っ
た
よ
う
で
す
。 

○
拓 た

く

本 ほ
ん

の
採
り
方 

① 

石
碑
に
紙
を
水
で
張
り
付
け
る
。 

② 

タ
オ
ル
で
紙
を
押
す
と
文
字

の
部
分
が
凹
む
。 

③ 

タ
ン
ポ
（
綿
を
布
で
包
ん
だ
も
の
）
に
拓
本
用
の

墨
を
付
け
て
紙
を
た
た
く
と
、
文
字
以
外
の
部
分
が
黒
く
な
る
。 

④ 

紙

を
は
が
す
。 

弾
力
の
あ
る
和
紙
で
な
け
れ
ば
拓
本
は
採
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
石
碑
に

墨
を
塗
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

   

【
参
考
図
書
】 

『
書
聖
小
野
道
風
』
中
田
勇
次
郎
ほ
か
著 

春
日
井
市
道
風
記
念
館 

『
小
野
道
風
研
究
資
料
集
』
安
達
健
治
編 

春
日
井
市
道
風
記
念
館 

『
小
野
道
風
』
山
本
信
吉
著 

吉
川
弘
文
館 

『
小
野
道
風
』
安
藤
直
太
朗
著 

第
一
法
規
出
版 

『
書
道
芸
術
第
十
四
巻 

小
野
道
風
・
藤
原
佐
理
』 

中
央
公
論
社 

『
春
日
井
の
人
物
』 

春
日
井
市
教
育
委
員
会 

    


