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和
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三
省
堂
高
校
教
科
書
『
新
文
学
国
語
』
に
所
載
の
川
上
弘
美
『
月
火

水
木
金
土
日
』
を
、
今
年
度
春
、
最
初
の
教
材
と
し
て
高
校
三
年
生
三

ク
ラ
ス
に
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ホ
ー
ム
ク
ラ
ス
二
ク
ラ
ス
を
学
力

別
に
三
分
割
し
た
二
十
名
程
の
ク
ラ
ス
を
三
ク
ラ
ス
分
、
週
二
日
で
担

当
す
る
。
分
割
す
る
た
め
に
必
要
に
な
っ
た
三
人
目
の
教
員
が
、
年
度

当
初
に
な
っ
て
講
師
の
募
集
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

昨
年
度
は
旧
課
程
最
後
の
現
代
文
Ｂ
を
第
一
学
習
社
の
教
科
書
『
標

準
現
代
文
Ｂ
』
で
別
の
高
校
で
担
当
し
て
い
た
。
昨
春
、
教
材
が
送
ら

れ
て
き
て
巻
末
を
み
て
驚
愕
し
た
。
著
作
権
者
に
東
郷
克
己
先
生
の
名

前
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
成
城
大
学
の
ご
縁
を
感
じ
た
。「
卒
業
生

と
し
て
恥
じ
な
い
授
業
を
行
い
た
い
」
と
、
成
城
国
文
学
会
更
新
の
際

通
信
欄
に
記
載
し
て
抱
負
と
し
て
臨
ん
だ
次
第
で
あ
る
。

あ
れ
か
ら
一
年
。
今
度
は
三
省
堂
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、「
国
語
科

教
育
法
」
で
お
世
話
に
な
っ
た
工
藤
信
彦
先
生
が
長
ら
く
そ
の
校
訂
を

担
当
さ
れ
た
出
版
社
で
あ
る
。
私
は
学
部
時
代
か
ら
主
に
古
典
専
攻
で

あ
り
、
教
育
実
習
も
古
典
で
『
徒
然
草
』
を
希
望
し
て
行
っ
た
身
で
あ

る
。
科
目
が
選
べ
る
な
ら
「
古
典
探
求
」
か
、「
言
語
文
化
」
で
仕
事

を
受
け
た
い
と
内
心
思
っ
て
い
た
。
だ
が
、『
新
文
学
国
語
』
を
大
久

保
の
教
科
書
セ
ン
タ
ー
で
目
に
し
て
考
え
が
変
わ
っ
た
。
現
代
語
訳
な

が
ら
古
典
作
品
を
豊
富
に
取
り
上
げ
て
い
る
教
科
書
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
先
に
都
内
の
高
校
で
新
課
程
に
つ
い
て
最
も
採
用
が
多
か
っ
た

教
科
書
を
各
科
目
既
に
購
入
し
て
あ
っ
た
。
高
校
の
卒
業
式
が
終
わ
る

頃
に
な
っ
て
も
新
年
度
の
勤
務
が
決
ま
っ
て
い
な
い
焦
り
も
あ
っ
た
。

ど
こ
か
ら
声
が
か
か
っ
て
も
す
ぐ
に
授
業
が
で
き
る
よ
う
に
、
一
通
り

目
を
通
し
て
お
こ
う
と
思
っ
て
い
た
。
も
は
や
科
目
を
選
ぶ
身
で
は
な

い
。
諦
め
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
希
望
の
「
言
語
文
化
」
で
二
コ
マ
が
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決
ま
っ
た
。
大
修
館
の
教
科
書
で
、
念
願
の
古
典
を
高
校
生
に
教
え
ら

れ
る
！
こ
ち
ら
の
学
校
は
板
書
も
ベ
ー
ス
は
学
年
共
通
で
ス
ラ
イ
ド
使

用
の
た
め
、
板
書
に
ア
テ
レ
コ
す
る
感
じ
に
な
る
。
一
回
性
の
授
業
で

み
せ
る
し
か
な
い
。

結
局
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
お
い
た
一
番
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
教

科
書
は
掠
り
も
し
な
か
っ
た
。
中
学
と
は
異
な
っ
て
、
近
隣
校
に
関
わ

ら
ず
、
各
校
の
国
語
科
教
員
が
生
徒
の
実
情
に
合
わ
せ
て
教
材
を
選
択

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
年
度
に
入
っ
て
か
ら
ご
縁
を
頂
い
た

の
が
三
省
堂
『
新
文
学
国
語
』
で
あ
っ
た
。

翌
週
か
ら
す
ぐ
に
授
業
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
で
見
ら
れ
る
と
い
う
資
料

が
頂
け
た
分
、
恵
ま
れ
た
。
そ
れ
で
も
教
材
研
究
の
た
め
、
任
命
日
ま

で
は
学
校
外
の
資
料
を
使
用
す
る
し
か
な
い
。
昨
年
同
様
、
上
野
の
国

立
国
会
図
書
館
国
際
子
ど
も
図
書
館
に
向
か
っ
た
。
新
課
程
は
閲
覧
の

み
な
の
で
、
旧
課
程
で
コ
ピ
ー
を
頼
み
、
指
導
案
の
糧
と
し
た
。
そ
の

た
め
、
最
初
の
教
材
で
あ
る
川
上
弘
美
『
月
火
水
木
金
土
日
』
は
旧
課

程
の
三
省
堂
『
精
選
現
代
文
Ｂ
』（
二
〇
一
八
年
度
版
）
指
導
書
を
元

に
教
案
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
勤
務
が
始
ま
っ
て
か
ら
準
備
室

に
並
ん
だ
指
導
書
と
突
合
し
て
、
補
足
し
た
が
大
同
小
異
で
あ
っ
た
。

指
導
案
と
実
際
の
現
場
で
大
き
く
異
な
っ
た
の
は
、
時
間
数
で
あ
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
精
読
派
の
先
生
主
導
で
組
ま
れ
て
い
て
、
五
月
の
中

間
考
査
ま
で
こ
の
作
品
一
本
で
行
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
指

導
書
だ
と
新
旧
と
も
二
時
限
の
割
り
振
り
の
も
の
を
、
一
コ
マ
四
五
分

と
は
い
え
六
時
間
に
広
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ど
う
盛
り
込
む
か
、
教

師
の
腕
の
見
せ
所
で
あ
る
。
学
部
の
ゼ
ミ
同
様
、
近
現
代
専
攻
の
先
生

が
や
は
り
現
場
に
も
多
い
の
で
あ
る
。
詩
、
短
歌
、
俳
句
は
古
典
か
ら

の
流
れ
も
あ
る
の
で
広
げ
や
す
い
と
い
う
も
の
だ
が
、
シ
ラ
バ
ス
は
決

ま
っ
て
い
る
。
順
当
に
い
け
ば
期
末
考
査
は
角
田
光
代
の
『
北
山
の
垣

間
見
』
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
最
初
の
一
作
品
の
つ
か
み
は
大
切
で
あ

る
。
だ
が
、
戦
後
も
平
成
以
降
、
〇
〇
年
代
の
文
学
は
も
は
や
新
作
と

変
わ
り
な
い
。
初
見
で
解
答
す
る
国
語
の
試
験
問
題
に
向
き
合
う
よ
う

に
、
テ
キ
ス
ト
に
向
か
っ
た
。

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
手
書
き
の
板
書
の
先
生
も
い
る
が
、
三
ク
ラ
ス

再
現
性
と
言
う
こ
と
も
考
え
て
、
昨
年
同
様
学
校
の
パ
ソ
コ
ン
を
借
り

て
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
の
授
業
と
し
た
。
補
足
は
半
分
空
い
た
ホ
ワ
イ

ト
ボ
ー
ド
に
書
け
ば
よ
い
。

結
論
か
ら
言
う
と
、
一
学
期
の
感
想
に
書
か
れ
た
通
り
、
ボ
リ
ュ
ー

ム
が
多
す
ぎ
た
。
生
徒
の
レ
ベ
ル
感
よ
り
盛
り
込
み
過
ぎ
た
。
二
学
期

か
ら
は
プ
リ
ン
ト
も
ス
ラ
イ
ド
枚
数
も
最
低
限
に
変
更
し
た
。

力
み
過
ぎ
の
内
容
か
ら
、
指
導
書
に
は
な
い
工
夫
を
し
た
点
を
い
く

つ
か
紹
介
し
た
い
。
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「
あ
け
び
の
蔓
の
籠
」
は
調
べ
さ
せ
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
現
在

の
高
校
生
は
一
人
一
台
端
末
を
購
入
ま
た
は
貸
与
さ
れ
て
い
る
が
、
重

く
て
ま
ず
持
っ
て
き
て
い
な
い
。
紙
の
辞
書
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
英

和
辞
典
な
ら
と
も
か
く
国
語
辞
書
は
ま
ず
持
っ
て
い
な
い
。
ま
た
高
価

な
電
子
辞
書
は
全
員
持
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
状
況
で
意
味

調
べ
の
時
間
を
与
え
て
、
生
徒
が
机
上
に
出
し
て
く
る
も
の
は
、「
ス

マ
ホ
」
で
あ
る
。
正
式
名
称
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
だ
か
ら
略
す
る
な
ら

「
ス
マ
フ
ォ
」
と
表
記
す
べ
き
か
ど
う
か
と
考
え
る
が
、
一
般
に
「
ス

マ
ホ
」
な
の
で
こ
こ
で
も
「
ス
マ
ホ
」
と
一
応
表
記
し
て
お
く
。
紙
の

国
語
辞
書
な
ら
比
較
的
安
心
の
解
答
に
ヒ
ッ
ト
す
る
も
の
だ
が
、
ス
マ

ホ
で
調
べ
る
と
世
界
の
ウ
ェ
ブ
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
予
期
せ

ぬ
解
答
に
遭
遇
し
て
し
ま
う
。「
あ
け
び
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と

ま
さ
に
そ
う
で
、
教
育
的
配
慮
の
必
要
性
を
感
じ
た
。
そ
の
た
め
「
あ

け
び
」
は
ラ
ン
ダ
ム
に
調
べ
る
の
で
は
な
く
、
青
森
県
庁
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
「
青
森
県
の
伝
統
高
原
品
あ
け
び
蔓
細
工
」
が
出
て
来
る
Ｕ

Ｒ
Ｌ
を
板
書
し
て
、「
画
面
が
出
ま
し
た
か
？
」
と
ス
ラ
イ
ド
上
の
画

面
が
出
た
か
を
確
認
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

他
の
ク
ラ
ス
を
担
当
さ
れ
る
先
生
も
最
初
は
あ
け
び
に
つ
い
て
調
べ

さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
入
る
と
聞
い
た
。
ど
う
さ
れ
た
か
は
聞
い
て
い
な

い
。（
幸
い
、
二
学
期
に
扱
っ
て
い
る
『
山
椒
魚
』
で
は
そ
の
ま
ま
調

べ
る
指
示
を
し
て
問
題
な
か
っ
た
。）

二
点
目
は
、
川
上
弘
美
の
小
説
に
散
見
さ
れ
る
漢
籍
か
ら
の
影
響
で

あ
る
。「
月
火
水
木
金
土
日
」
の
所
収
さ
れ
た
新
潮
文
庫
『
ざ
ら
ざ

ら
』
な
ど
他
作
品
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
教
科
書
本
文
か
ら
籠

お
ば
さ
ん
の
台
詞
「
禍
福
は
あ
ざ
な
え
る
縄
の
ご
と
し
」
を
取
り
上
げ

た
。
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
故
事
成
語
を
問
い
、「
人
間
万
事
、
塞
翁
が

馬
」
を
答
え
さ
せ
る
発
問
で
あ
る
。
時
間
数
に
余
裕
が
あ
る
た
め
、
こ

こ
か
ら
国
語
便
覧
を
用
い
て
、
劉
安
『
淮
南
子
』
人
間
訓
を
読
む
授
業

を
し
た
。

四
字
熟
語
「
油
断
大
敵
」
の
方
は
、
諸
説
あ
り
、
比
叡
山
の
話
も
口

頭
で
は
し
た
が
、「
塞
翁
が
馬
」
の
方
が
お
そ
ら
く
試
験
に
関
わ
る
問

い
に
な
る
の
で
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
深
入
り
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で

も
中
間
考
査
で
は
「
馬
」
の
正
答
率
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
。

三
点
目
が
、
曜
日
の
推
移
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
科

書
と
し
て
は
、
探
求
教
材
の
書
評
や
本
人
の
随
想
を
併
せ
読
む
回
で
あ

る
。
そ
の
前
に
、
本
文
読
解
の
発
展
的
考
察
と
し
て
、
私
の
読
み
を
紹

介
す
る
こ
と
に
し
た
。
小
説
の
読
解
は
教
科
書
の
求
め
る
主
題
を
捉
え

る
こ
と
に
終
始
せ
ず
、
読
者
の
数
だ
け
読
み
が
あ
っ
て
良
い
と
い
う
本

来
文
学
の
楽
し
み
方
の
一
端
は
伝
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。
考
査
の
問

題
も
採
点
の
都
合
上
、
択
一
式
が
中
心
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
的
に
正
し
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い
も
の
で
な
い
と
解
答
に
な
ら
な
い
と
い
う
縛
り
が
国
語
科
に
は
つ
き

も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
試
験
に
は
問
わ
な
い
け
れ
ど
、
作
品
の

深
奥
に
迫
る
読
み
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
来
年
に
は
上
級
学
校
や
社

会
に
出
て
行
く
生
徒
た
ち
に
は
伝
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。

こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
は
『
月
火
水
木
金
土
日
』
と
、
月
曜
始
ま
り

の
カ
レ
ン
ダ
ー
で
あ
る
。
た
だ
し
、
小
説
に
描
か
れ
る
の
は
日
記
の
よ

う
に
月
曜
日
か
ら
始
ま
り
順
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
出
て
来
る
曜
日
の
順
番
は
九
段
落
を
追
っ
て
次
の
と

お
り
で
あ
る（
１
）。

第
一
段
落　

�「
土
曜
日
」「
迷
う
た
ち
」
の
「
わ
た
し
」

第
二
段
落　

�「
水
曜
日
」
玄
関
で
「
声
」
を
聞
い
て
驚
く
「
わ
た
し
」

第
三
段
落　

�「
金
曜
日
」
籠
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
声
」
と
「
わ
た
し
」

第
四
段
落　

�（
曜
日
記
載
な
し
）「
声
」
を
「
籠
お
ば
さ
ん
」
と
名
付
け

る
「
わ
た
し
」

第
五
段
落　

�（
曜
日
記
載
な
し
）「
籠
お
ば
さ
ん
」
と
気
心
通
う
「
わ
た

し
」

第
六
段
落　

�「
木
曜
日
」「
籠
お
ば
さ
ん
」
に
従
わ
な
い
「
わ
た
し
」

第
七
段
落　

�「
火
曜
日
」
無
言
の
買
い
物
籠
を
し
ま
う
「
わ
た
し
」

第
八
段
落　

�「
月
曜
日
」「
声
」
と
再
会
し
た
「
わ
た
し
」

第
九
段
落　

�「
日
曜
日
」
一
人
暮
ら
し
を
楽
し
む
今
の
「
わ
た
し
」

第
四
段
落
、
第
五
段
落
は
「
籠
お
ば
さ
ん
」
と
「
わ
た
し
」
の
関
係

が
、
そ
れ
ま
で
一
方
的
だ
っ
た
も
の
か
ら
「
双
方
向
的
」
な
も
の
に
移

行
し
、「
私
」
が
積
極
的
に
言
葉
を
発
す
る
よ
う
に
な
る
変
化
を
も
た

ら
す
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
特
定
の
日
に
起
き
た
事
件
で
は

な
く
、
日
常
を
一
般
に
描
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
曜
日
を
割
り
振
っ

て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

事
件
、
特
別
な
出
来
事
が
起
こ
る
と
こ
ろ
が
曜
日
付
き
に
な
っ
て
い

る
。
バ
ラ
バ
ラ
な
七
曜
の
登
場
に
疑
問
が
生
じ
る
。
何
か
意
味
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

中
学
国
語
の
教
科
書
で
光
村
図
書
の
現
行
『
国
語
１
』
三
〇
〇
頁
に

「
語
彙
を
豊
か
に

―
心
情
、
様
子
、
行
為
を
表
す
言
葉
」
と
い
う
資

料
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
心
情
」
の
欄
は
五
項
目
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る（
２
）。

□
う
れ
し
い　

喜
ぶ
・
喜
ば
し
い
・
愉ゆ

か
い快

・
歓か
ん
き喜

・
有う
ち
ょ
う
て
ん

頂
天
・
声
を

弾は
ず

ま
せ
る
・
う
き
う
き

□
悲
し
い　

悲
し
む
・
も
の
悲
し
い
・
悲
痛
・
悲ひ
そ
う壮

・
胸
が
つ
か
え

る
・
胸
が
ふ
さ
が
る
・
し
ん
み
り
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□
恐お
そ

ろ
し
い　

恐
れ
る
・
怖こ
わ

い
・
恐き
ょ
う
ふ怖

・
畏い

ふ怖
・
戦
々
恐
々
・
身
の

毛
も
よ
だ
つ
・
び
く
び
く

□
怒お
こ

る　

怒い
か

る
・
い
き
ど
お
る
・
激げ
き
ど怒

・
憤ふ
ん
ぬ怒

・
頭
に
く
る
・
腹
を

立
て
る
・
ぷ
ん
ぷ
ん

□
信
じ
る　

信
用
・
信し
ん
ら
い頼
・
信し
ん
こ
う仰
・
確
信
・
思
い
込こ

む
・
頼た
よ

り
に
す

る
・
真ま

に
受
け
る

こ
の
五
項
目
を
見
た
と
き
、
最
初
の
四
つ
は
心
情
を
表
す
表
現
と
し

て
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
五
つ
目
の
「
信
じ
る
」

は
な
ぜ
こ
こ
で
出
て
来
る
の
か
と
中
学
一
年
生
の
生
徒
な
ら
疑
問
に
思

う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
員
は
こ
の
五
つ
を
見
て
気
付
く
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
。
高
校
か
学
部
の
学
習
課
程
で
陰
陽
五
行
説
を
知
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
五
行
説
に
あ
た
る
も
の
が
そ
れ
で

あ
り
、
五
行
説
に
基
づ
く
と
、
万
物
は
木
火
土
金
水
の
五
行
に
帰
属
す

る
も
の
が
決
ま
っ
て
い
る
。

「
宇
宙
の
万
物
は
効
用
と
類
別
に
基
づ
い
て
五
行
の
生
剋
の
原
理
に

帰
納
し
、
人
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
深
く
掘
り
下
げ
て
表
す
」
も
の
と
さ

れ
、
そ
の
う
ち
の
人
象
の
一
つ
、
七
情
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
分
類
と

な
っ
て
い
る（
３
）。

肝
象
木　

怒
・
驚

心
象
火　

喜

脾
象
土　

思

肺
象
金　

悲
・
憂

腎
象
水　

恐

こ
の
七
情
を
心
情
表
現
の
五
つ
と
し
て
挙
げ
た
も
の
が
、
先
の
五
項

目
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
光
村
図
書
『
国
語
１
』
教
科
書
の
挙
例
の
順

は
五
行
で
い
う
と
、
火
、
金
、
水
、
木
、
土
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
五
行
説
に
あ
て
は
め
て
、『
月
火
水
木
金
土
日
』
の
曜

日
配
列
を
考
察
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

金
・
木
の
七
情
に
は
、
文
脈
か
ら
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
方
に
丸
囲
い
を

し
た
。

第
一
段
落　

�「
土
曜
日
」「
迷
う
た
ち
」
の
「
わ
た
し
」
思

第
二
段
落　

�「
水
曜
日
」
玄
関
で
「
声
」
を
聞
い
て
驚
く
「
わ
た
し
」

恐

第
三
段
落　

�「
金
曜
日
」
籠
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
声
」
と
「
わ
た
し
」

悲
憂

第
四
段
落　

�（
曜
日
記
載
な
し
）「
声
」
を
「
籠
お
ば
さ
ん
」
と
名
付
け

る
「
わ
た
し
」
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第
五
段
落　

�（
曜
日
記
載
な
し
）「
籠
お
ば
さ
ん
」
と
気
心
通
う
「
わ
た

し
」

第
六
段
落　

�「
木
曜
日
」「
籠
お
ば
さ
ん
」
に
従
わ
な
い
「
わ
た
し
」�

�
怒
驚

第
七
段
落　

�「
火
曜
日
」
無
言
の
買
い
物
籠
を
し
ま
う
「
わ
た
し
」
喜
　

�

七
曜
逆
順

第
八
段
落　

�「
月
曜
日
」「
声
」
と
再
会
し
た
「
わ
た
し
」�

七
曜
逆
順

第
九
段
落　

�「
日
曜
日
」
一
人
暮
ら
し
を
楽
し
む
今
の
「
わ
た
し
」�

�

�

七
曜
逆
順

（
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
的
）

ま
た
、
五
行
説
に
は
生
剋
制
化
の
要
素
も
あ
る
。
こ
れ
も
曜
日
順
に

適
用
し
て
み
る
。

第
一
段
落
か
ら
第
二
段
落
は
土
剋
水
で
相
剋
の
関
係
で
あ
る
。

第
二
段
落
か
ら
第
三
段
落
は
金
生
水
の
逆
で
反
生
の
関
係
と
な
る
。

第
三
段
落
か
ら
第
六
段
落
は
金
剋
木
で
相
剋
の
関
係
で
あ
る
。

第
六
段
落
か
ら
第
七
段
落
は
木
生
火
で
相
生
の
関
係
で
あ
る
。

第
七
段
落
か
ら
第
八
、
第
九
段
落
は
、
五
行
を
離
れ
、
七
曜
で
火
曜
、

月
曜
、
日
曜
と
逆
順
を
進
行
す
る
。
ま
る
で
三
、
二
、
一
…
と
週
末
の

終
末
に
向
け
て
、
物
語
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
す
る
よ
う
で
は
な
い
か
。

相
生
、
反
生
が
順
接
、
相
剋
が
逆
接
と
い
っ
た
論
説
文
の
よ
う
な
明

白
な
接
続
詞
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
だ
け
に
物
語
の
展
開
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
面
白
い
捉
え

方
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

小
説
読
解
の
最
後
の
発
問
に
「
こ
の
あ
と
、
曜
日
は
ど
う
推
移
す
る

だ
ろ
う
か
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
用
意
さ
れ
た
発
問
で
あ
り
、

恐
ら
く
、「
わ
た
し
」
は
も
う
一
人
で
も
大
丈
夫
で
あ
っ
て
、
曜
日
も

ぎ
く
し
ゃ
く
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
日
曜
日
を
起
点
と
し
て
、『
月
火

水
木
金
土
日
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
通
り
に
定
常
化
す
る
だ
ろ
う
と
読
ま

せ
る
内
容
で
あ
る
。

以
上
が
指
導
書
の
三
倍
の
時
間
を
か
け
て
授
業
を
試
み
た
経
緯
で
あ

る
。
高
校
国
語
科
新
課
程
「
文
学
国
語
」
を
初
め
て
担
当
し
た
際
の
覚

書
と
し
て
エ
ッ
セ
イ
調
に
綴
っ
て
み
た
。
指
導
の
一
例
と
し
て
、
参
考

に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
数
々
の
ご
教
示
を
賜
り
た
く
提
示
す
る

も
の
で
あ
る
。

注（
１
）　�『
新
文
学
国
語　

指
導
書
』（
三
省
堂
、
二
〇
二
二
年
）
一
二
〜
一

三
頁

（
２
）　�『
国
語
１
』（
光
村
図
書
、
二
〇
二
二
年
）
三
〇
〇
頁

（
３
）　�
鈴
木
博
訳　

周
春
才
作
画
『
ま
ん
が
易
経
入
門
』（
医
道
の
日
本

社
、
一
九
九
九
年
）
二
二
二
頁
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参
考
文
献

『
新
文
学
国
語
』（
三
省
堂
、
二
〇
二
二
年
）

『
新
文
学
国
語　

指
導
書
』（
三
省
堂
、
二
〇
二
二
年
）

『
精
選
現
代
文
Ｂ
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
八
年
）

『
精
選
現
代
文
Ｂ　

指
導
書
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
八
年
）

『
国
語
１
』（
光
村
図
書
、
二
〇
二
二
年
）

川
上
弘
美
『
ざ
ら
ざ
ら
』（
新
潮
文
庫
、
二
〇
一
一
年
）

川
上
弘
美
『
大
き
な
鳥
に
さ
ら
わ
れ
な
い
よ
う
』（
講
談
社
文
庫
、

二
〇
一
九
年
）

『
ク
ウ
ネ
ルvol.18.

』（
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）

福
田
詩
子
『
八
字
の
四
宜
』（
香
川
印
刷
株
式
会
社
、
二
〇
二
一
年
）

安
岡
正
篤
『
易
学
入
門
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
）

今
井
宇
三
郎
、
堀
池
信
夫
、
間
嶋
潤
一
、
新
釈
漢
文
大
系
六
十
一
〜

六
十
三
『
易
経
』
上
、
中
、
下
（
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）

中
村
璋
八　

新
編
漢
文
選
思
想
・
歴
史
シ
リ
ー
ズ
七
、
八
『
五
行
大

義
』
上
・
下
（
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
）

貝
原
益
軒
著
・
伊
藤
友
信
訳
『
養
生
訓　

全
現
代
語
訳
』（
講
談
社

現
代
文
庫
、
一
九
八
二
年
）

家
本
誠
一
『
東
洋
医
学
の
原
典　

黄
帝
内
経
素
問
訳
注　

第
一
〜
第

三
巻
』（
医
道
の
日
本
社
、
二
〇
〇
九
年
）

（
ま
つ
い
・
い
ず
み　

都
立
学
校
講
師
・
放
送
大
学
大
学
院
修
士
全
科
生
）


