
第
三
学
年 

国
語
科
学
習
指
導
案 

日 

時 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日
（
金
） 

場 

所 
 

岐
阜
市
立
加
納
中
学
校
（
三
年
五
組
教
室
） 

学 

級 
 

三
年
五
組
（
男
子
十
八
名
・
女
子
十
七
名 

計
三
十
五
名
） 

授
業
者 

 

河
合
の
ぞ
み 

 

一
、
単
元
名
「
い
に
し
え
の
心
と
語
ら
う
」 

教
材
名
「
夏
草
―
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
か
ら
」 

松
尾
芭
蕉 

 

二
、
単
元
お
よ
び
教
材
に
つ
い
て 

松
尾
芭
蕉
の
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
、
日
本
を
代
表
す
る
紀
行
文
の
一
つ
で
、
江
戸
を
出
発
し
て
最
終
地
の
大
垣
に

至
る
ま
で
の
、
百
五
十
日
を
超
え
る
旅
の
体
験
や
見
聞
を
記
し
て
い
る
。
旅
へ
の
出
発
前
、
旅
の
途
中
、
旅
か
ら
の
帰

着
に
お
い
て
出
会
っ
た
風
景
や
人
々
と
の
交
流
な
ど
が
俳
句
と
と
も
に
記
さ
れ
て
お
り
、
芭
蕉
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が

感
じ
ら
れ
る
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
作
品
自
体
に
芭
蕉
の
生
き
方
や
人
生
そ
の
も
の
が
表
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
三
年

生
の
古
典
の
締
め
く
く
り
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
芭
蕉
の
生
き
方
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
の
生
き
方
を
考
え
る
機
会

と
な
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
終
着
地
点
が
岐
阜
県
大
垣
市
で
あ
り
、
生
徒
た
ち
に
と
っ

て
は
身
近
な
土
地
に
訪
れ
た
芭
蕉
の
思
い
を
よ
り
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
、
本
単
元
の
ね
ら
い
を
「
歴
史
的
な
背
景
を
踏
ま
え
て
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
表
れ
た
芭
蕉
の
生
き
方
や
思 

い
を
読
み
、
作
品
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
芭
蕉
の
見
て
い
た
世
界
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
し
、
作
品
を
よ
り

広
く
、
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

 

三
、
生
徒
の
実
態 

 

「
古
典
は
得
意
で
あ
る
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
八
十
五
％
の
生
徒
は
「
い
い
え
」
と
答
え
て
い
る
。
理
由
を
見
る

と
、
現
代
と
使
い
方
が
異
な
る
言
葉
も
あ
る
た
め
、
自
分
の
身
近
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
文
章
中
に
表
れ
る

考
え
方
や
思
い
も
今
の
私
た
ち
と
違
う
の
だ
ろ
う
と
い
う
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
、
苦
手
意
識
を
感
じ
て
い
る
生
徒
が
多

い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
前
教
材
「
君
待
つ
と
―
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」
で
は
、
和
歌
の
表
現
や
語
句
の
使

い
方
に
着
目
し
て
、
和
歌
に
表
れ
た
昔
の
人
の
心
情
や
情
景
を
読
み
取
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
「
秋
」
が
「
さ
み
し
さ
」

を
感
じ
さ
せ
る
な
ど
、
古
典
に
表
れ
た
考
え
方
や
人
々
の
生
き
方
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
と
違
う
点
ば
か
り
で
な

く
、
同
じ
感
覚
や
考
え
方
を
も
つ
点
も
あ
る
の
だ
と
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
「
夏
草
」
に
お
い
て
も
現
代

で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
や
歴
史
的
な
背
景
を
手
が
か
り
に
読
み
取
っ
て
、
自
分
の
思
い
と
比
較
し
、
古
典
を
身
近
に
感

じ
、
親
し
み
や
学
習
す
る
意
義
を
も
た
せ
た
い
。
ま
た
、
「
秋
」
が
表
す
感
じ
方
や
心
情
だ
け
で
な
く
、
全
体
交
流
を

通
し
て
俳
句
の
語
句
に
つ
い
て
焦
点
化
し
て
い
き
、
旅
を
終
え
た
芭
蕉
の
思
い
を
よ
り
深
め
て
い
き
た
い
。 

 

四
、「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
の
育
成
に
つ
い
て 

   

       

本
教
材
で
は
、
学
習
指
導
要
領
の
第
三
学
年
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
の
「
歴
史
的

背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
」
を
具
体
化
し
て
、
言
語
活
動
「
芭
蕉
の
旅
に
ど
ん

な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
、
ま
と
め
る
」
を
位
置
付
け
る
。
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
書
か
れ
た
俳
句
に
込
め
ら
れ

た
思
い
を
読
み
深
め
る
た
め
に
は
、
地
の
文
に
書
か
れ
て
い
る
表
現
と
俳
句
を
結
び
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
地
で
詠
ま
れ
た
俳
句
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
読
み
深
め
る
こ
と
で
、
現
代
の
私
た
ち
と
変
わ
ら
な
い
点
や
違

う
点
に
気
付
き
、
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
「
旅
立
」
か
ら

「
平
泉
」
、
「
大
垣
」
の
終
着
地
点
ま
で
読
み
、
芭
蕉
の
旅
の
終
わ
り
を
見
届
け
る
こ
と
で
、
旅
に
対
す
る
自
分
た
ち

の
思
い
と
芭
蕉
の
思
い
を
よ
り
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
本
時
で
は
「
大
垣
」
を
取
り
上
げ
る
。
同
じ
岐
阜

県
で
あ
る
「
大
垣
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
古
典
の
世
界
を
よ
り
身
近
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。 

中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」（
中
）
第
三
学
年
よ
り 

 
 

ア 

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項 

（
ア
）
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。 

「
生
き
て
は
た
ら
く
言
語
能
力
」
を
具
体
化
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
学
習
指
導
要
領
―
よ
り 

 

ア 

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項 

 
 

作
品
の
当
時
の
立
場
や
置
か
れ
た
状
況
等
を
知
る
こ
と
を
通
し
て
、
作
品
の
世
界
を
実
感
的
に
捉
え
て
い
る
。 



言
語
文
化
に
親
し
み
、
生
活
に
つ
な
げ
る
能
力
の
育
成 

～
古
典
の
世
界
を
身
近
に
感
じ
る
指
導
の
工
夫
～ 

五
、
研
究
と
の
か
か
わ
り 

言
語
文
化
部
会
研
究
テ
ー
マ
よ
り 

     

本
教
材
で
は
、「
旅
に
懸
け
て
俳
句
を
詠
ん
だ
芭
蕉
の
生
き
方
を
ど
う
思
う
か
、
ま
と
め
る
。」
と
い
う
活
動
を
終
末
に

位
置
付
け
た
。
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
終
着
地
点
で
あ
る
「
大
垣
」
ま
で
読
み
深
め
る
こ
と
で
、
旅
の
始
ま
り
か
ら
終
わ

り
ま
で
の
芭
蕉
の
思
い
に
迫
り
、
自
分
た
ち
も
芭
蕉
と
同
じ
よ
う
に
旅
を
し
て
い
る
感
覚
を
味
わ
わ
せ
た
い
。
ま
た
、
古

典
を
よ
り
身
近
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
「
旅
」
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
俳
句
を
作
る
た
め
に

旅
に
生
き
た
芭
蕉
の
思
い
と
自
分
た
ち
の
旅
に
対
す
る
思
い
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
常
に
比
較
さ
せ
る
こ
と
で
、
旅
が
人

生
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
芭
蕉
の
生
き
方
に
触
れ
、
古
典
の
世
界
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。 

 

六
、
単
元
指
導
計
画
（
全
六
時
間
） 

【
単
元
の
ね
ら
い
】 

 

・
歴
史
的
な
背
景
や
時
代
背
景
を
踏
ま
え
て
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
に
表
れ
た
芭
蕉
の
生
き
方
や
思
い
を
読
む
こ
と
で
、

作
品
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
芭
蕉
の
見
て
い
た
世
界
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
。 

【
単
元
の
評
価
規
準
】 

・
歴
史
的
背
景
や
時
代
背
景
を
踏
ま
え
、
芭
蕉
の
生
き
方
や
思
い
を
読
み
、
古
典
の
世
界
に
親
し
ん
で
い
る
。 

 

６ ５ 

(

本
時) 

４ ３  ２ １  時 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
す
べ
て
の
旅
程
を
振
り
返
り
、
旅
に
懸
け
て
俳

句
を
詠
ん
だ
芭
蕉
の
生
き
方
を
ど
う
思
う
か
、
ま
と
め
る
。 

◎
芭
蕉
の
生
き
方
か
ら
、
自
分
に
つ
な
げ
た
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
。 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
大
垣
に
着
い
た
場
面
か
ら
、
友
人
の
労
い
や
旅

に
対
す
る
芭
蕉
の
思
い
を
読
み
取
る
活
動
を
通
し
て
、
旅
は
こ
れ
か
ら

も
続
い
て
い
く
と
考
え
て
い
る
芭
蕉
の
思
い
に
気
付
き
、
旅
に
対
す
る

芭
蕉
の
思
い
と
自
分
の
思
い
を
比
較
し
て
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き

る
。 

◎
旅
を
終
え
た
芭
蕉
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
俳
句
を
詠
ん
だ
の
か
。 

 
 

 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
経
堂
と
光
堂
を
訪
れ
た
場
面
か
ら
、
光
堂
の
現

存
す
る
美
し
さ
や
芭
蕉
の
思
い
を
読
み
取
る
活
動
を
通
し
て
、
人
に
よ

っ
て
守
ら
れ
る
姿
に
感
銘
を
う
け
る
芭
蕉
の
思
い
に
気
付
き
、
人
の
営

み
に
対
す
る
芭
蕉
の
思
い
と
自
分
の
思
い
を
比
較
し
て
考
え
を
も
つ
こ

と
が
で
き
る
。 

◎
「
降
り
残
し
て
や
」
と
表
現
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
平
泉
を
訪
れ
た
場
面
か
ら
、
平
泉
の
情
景
や
芭

蕉
の
思
い
を
読
み
取
る
活
動
を
通
し
て
、
人
の
営
み
の
は
か
な
さ
に
涙

を
流
す
芭
蕉
の
思
い
に
気
付
き
、
自
然
や
人
に
対
す
る
芭
蕉
の
思
い
と

自
分
の
思
い
を
比
較
し
て
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
芭
蕉
は
何
を
思
っ
て
涙
を
流
し
た
の
だ
ろ
う
。 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
冒
頭
部
分
か
ら
、
芭
蕉
の
旅
に
対
す
る
思
い
や

生
き
方
を
読
み
取
る
活
動
を
通
し
て
、
家
を
譲
り
渡
し
て
ま
で
旅
に
出

て
俳
句
を
読
も
う
と
し
た
強
い
決
意
や
覚
悟
に
気
付
き
、
芭
蕉
の
生
き

方
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
な
ぜ
、
芭
蕉
は
家
を
譲
っ
て
ま
で
旅
に
出
た
の
だ
ろ
う
。 

 
 

 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
歴
史
的
背
景
や
松
尾
芭
蕉
に
つ
い
て
知
る
活
動

を
通
し
て
、
芭
蕉
や
そ
の
作
品
に
関
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

◎
現
代
の
旅
と
芭
蕉
の
旅
は
、
ど
の
よ
う
に
違
う
の
だ
ろ
う
か
。 

ね
ら
い
（
◎
学
習
課
題
） 

 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
を
振
り
返
り
、

芭
蕉
の
生
き
方
を
ま
と
め
る
。 

【
伝
国
（
ア
）
】（
プ
リ
ン
ト
の
記
述
） 

 

「大
垣
」
を
読
み
、
芭
蕉
が
旅
の
終
わ

り
の
大
垣
で
も
次
の
旅
に
思
い
を
は

せ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
自
分
の
考

え
を
も
っ
て
い
る
。 

【
伝
国
（
ア
）
】 

（
ノ
ー
ト
の
記
述
・
ま
と
め
） 

 

平
泉
の
後
半
部
分
を
読
み
、
芭
蕉
が

美
し
く
輝
く
光
堂
を
前
に
し
て
人
の

営
み
の
偉
大
さ
に
感
動
し
て
い
る
こ

と
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
も
っ
て

い
る
。
【
伝
国
（
ア
）】 

（
ノ
ー
ト
の
記
述
・
ま
と
め
） 

 

平
泉
の
前
半
部
分
を
読
み
、
芭
蕉
が

雄
大
な
自
然
を
前
に
し
て
人
の
営
み

の
儚
さ
に
涙
し
て
い
る
こ
と
に
対
す

る
自
分
の
考
え
を
も
っ
て
い
る
。 

【
伝
国
（
ア
）
】 

（
ノ
ー
ト
の
記
述
・
ま
と
め
） 

 
冒
頭
部
分
を
読
み
、
芭
蕉
が
家
を
譲

っ
て
ま
で
俳
句
を
詠
も
う
と
し
た
生

き
方
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
も
っ

て
い
る
。【
伝
国
（
ア
）】 

（
ノ
ー
ト
の
記
述
・
ま
と
め
） 

 

芭
蕉
の
作
品
に
触
れ
、
松
尾
芭
蕉
や

芭
蕉
の
作
品
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
。 

【
伝
国
（
ア
）
】 

（
ノ
ー
ト
の
記
述
・
ま
と
め
） 

評
価
規
準
【
指
導
事
項
】（
評
価
方
法
） 

 



七
、
本
時
の
ね
ら
い 

 
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
大
垣
に
着
い
た
場
面
か
ら
、
友
人
の
労
い
や
旅
の
終
わ
り
に
対
す
る
芭
蕉
の
思
い
を
読
み
取
る
活

動
を
通
し
て
、
旅
が
終
わ
る
の
で
な
く
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
と
考
え
て
い
る
芭
蕉
の
思
い
に
気
付
き
、
旅
に
対
す
る
芭

蕉
の
思
い
と
自
分
の
思
い
を
比
較
し
て
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

 

八
、
本
時
の
展
開
（
五
／
六
） 

 

 

 

 

 

導
入 

        

展
開 

                           

終
末 

 

 

◇
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
振
り
返
る
。 

・
旅
の
始
ま
り
と
旅
の
途
中
の
芭
蕉
の
思
い
を
読
ん
で
き
た
。 

・
今
日
は
、
旅
の
終
わ
り
で
、
こ
れ
ま
で
の
思
い
が
ど
の
よ
う
に
終
わ

っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。 

◇
本
時
の
課
題
を
確
認
す
る
。 

   

◇
全
体
で
「
大
垣
」
を
音
読
し
、
芭
蕉
の
思
い
を
読
み
取
る
。 

【「
大
垣
」
の
地
の
文
か
ら
】 

・
た
く
さ
ん
の
弟
子
や
友
人
の
名
が
出
て
く
る
。
旅
の
終
わ
り
を
迎
え

て
も
ら
っ
て
う
れ
し
い
の
だ
と
思
う
。 

・
昼
と
な
く
夜
と
な
く
訪
れ
て
い
る
の
で
、
本
当
に
た
く
さ
ん
の
人
が

無
事
を
喜
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
芭
蕉
が
う
れ
し
く
感
じ
て
い

た
と
思
う
。 

・
生
き
返
っ
た
も
の
に
会
う
よ
う
に
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
長
く
危

険
な
旅
で
、
ほ
っ
と
し
て
い
る
と
思
う
。 

【
俳
句
「
蛤
の
ふ
た
み
に
わ
か
れ
行
く
秋
ぞ
」
か
ら
】 

・
た
く
さ
ん
の
人
と
別
れ
て
、
二
見
が
浦
に
向
か
う
の
を
さ
み
し
く
感

じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

・
旅
立
ち
の
時
は
、
春
だ
っ
た
け
ど
、
旅
の
終
わ
り
は
秋
と
な
っ
て
い

て
、
旅
の
終
わ
り
の
寂
し
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

・
切
れ
字
が
「
ぞ
」
と
あ
り
、
寂
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。 

◇
主
発
問
を
し
て
課
題
を
焦
点
化
す
る
。 

「
大
垣
」
と
い
う
土
地
の
俳
句
を
詠
ん
で
い
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。 

 

・「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
終
わ
り
は
大
垣
だ
け
ど
、
も
う
次
の
土
地
に
向

か
お
う
と
す
る
思
い
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。 

・
出
発
の
時
も
「
行
く
春
」
と
あ
っ
て
、
終
わ
り
で
も
「
行
く
秋
」
と

な
っ
て
い
て
、
次
は
新
し
い
出
発
だ
と
考
え
て
い
る
。 

・「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
終
わ
っ
た
け
ど
、
旅
は
ま
だ
ま
だ
終
わ
ら
な
い

と
感
じ
て
い
る
か
ら
、
あ
え
て
「
大
垣
で
終
わ
り
」
と
い
う
こ
と
を

感
じ
さ
せ
て
い
な
い
の
だ
と
思
う
。 

◇
本
時
の
芭
蕉
の
思
い
と
自
分
の
思
い
と
比
較
し
て
ま
と
め
を
書
く
。 

  

学
習
活
動 

・
こ
れ
ま
で
学
習
し
て
き
た
芭

蕉
と
自
分
と
の
思
い
を
比

較
し
て
き
た
こ
と
を
思
い

出
し
、
旅
程
を
振
り
返
る
。 

    

・
歴
史
的
仮
名
遣
い
や
俳
句
の

表
現
技
法
に
注
意
し
て
読

む
よ
う
に
伝
え
る
。 

・
切
れ
字
、
季
語
な
ど
を
確
認

し
、
伝
わ
っ
て
く
る
芭
蕉
の

思
い
を
書
く
よ
う
伝
え
る
。 

・
特
に
「
秋
」
に
着
目
さ
せ
、

秋
か
ら
想
起
す
る
こ
と
や
、

な
ぜ
芭
蕉
が
秋
を
用
い
た

の
か
と
い
う
理
由
を
書
く

よ
う
に
伝
え
る
。 

・
旅
立
「
行
く
春
や
鳥
啼
き
魚

の
目
は
泪
」
の
俳
句
を
思
い

出
し
て
、
比
較
す
る
。 

・
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
地
図

か
ら
、
長
い
旅
を
終
え
た

後
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
に

な
る
か
を
想
像
す
る
。 

・
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を

か
け
廻
る
」
の
辞
世
の
句
か

ら
、
芭
蕉
の
思
い
を
想
像
す

る
よ
う
に
伝
え
る
。 

・
大
垣
に
関
わ
る
資
料
を
掲
示

し
て
お
き
、
歴
史
的
背
景
や

時
代
背
景
に
着
目
し
て
読

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
。 

【
評
価
規
準
】 

・
大
垣
を
読
み
、
芭
蕉
が
旅
の

終
わ
り
の
大
垣
で
も
次
の
旅

に
思
い
を
は
せ
て
い
る
こ
と

に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
も

っ
て
い
る
。 

（
ノ
ー
ト
の
記
述
・
ま
と
め
） 

指
導
・
援
助 

 

 

大
垣
で
旅
を
終
え
た
芭
蕉
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
俳
句
を
詠
ん
だ

の
だ
ろ
う
か
。 

 

命
を
か
け
て
旅
を
し
た
芭
蕉
は
大
垣
ま
で
た
ど
り
着
い
た
達
成
感
を

も
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
今
回
の
授
業
を
通
し
、

ま
だ
ま
だ
芭
蕉
の
旅
は
終
わ
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
っ

た
。
自
分
だ
っ
た
ら
、
友
人
が
迎
え
て
く
れ
て
ほ
っ
と
し
て
と
ど
ま
り

た
い
と
思
う
け
れ
ど
、
疲
れ
が
取
れ
る
前
に
旅
立
つ
芭
蕉
の
決
意
を
知

っ
て
、
俳
句
の
道
を
究
め
よ
う
と
す
る
芭
蕉
の
強
い
決
意
に
感
動
し
た
。

春
に
旅
立
ち
秋
に
終
わ
っ
た
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
だ
け
ど
、
実
際
に
見

て
き
た
か
ら
こ
そ
、
た
く
さ
ん
の
俳
句
を
残
せ
た
の
だ
と
思
う
。 


