
教育研究大会要項 学習指導案 

  

高等学校 国語科学習指導案 
指導者  古田 尚行 

日  時  平成28年10月15日（土） 第１限（9：30～10：20） 

場  所  第１研修室 

学年・組  高等学校Ⅱ年５ 組 42人（男子22人，女子20人） 

単  元  存在の証明をめぐって―「忠度の都落ち『平家物語』」 

目  標  １．人物や情景の描写をとらえ、古文の基本的な読み方を理解する。 

      ２．作品に語られた人物関係や心情を理解する。 

      ３．「自己」と「他者」についての認識を深める。 

 

授業について 

「忠度の都落ち」は多くの教科書に採録され、「木曾の最期」と並ぶ定番教材である。薩摩

守忠度は歌の師である藤原俊成のもとへ行き、自らの和歌を託して都落ちしていく。決意を新

たにして都落ちしていく忠度と涙ながらに彼を見送る俊成との対比された場面は読者の印象に

残るものである。なお、古態としての延慶本『平家』では俊成は対面せずに門越しに忠度の話

を聞いたとあるが、覚一本『平家』の語り手はそのようには語らずに師弟の情愛の物語を強調

して再構成している。 

 忠度の「生涯の面目」は勅撰集への入集であった。このことはさらに深めていくと、忠度に

とってこの世に生を受けた自らの存在の証明、つまり自分が生きているという証、記憶を他者

に託していくことでもある。そしてそれを受け取る俊成という他者の存在が可能にしている。 

 生徒の自己肯定感が低いと言われる時代である。自己とは何かを絶えず問い続け／問われ続

けながらも自己を模索し、その自己を他者に託していくことは容易ではない。しかし、生徒は

そのような物語を、たとえば「少年の日の思い出」で「彼」（客）から「私」（主人）、「山月記」

で「李徴」から「袁傪」、「こころ」で「先生」から「私」という形で触れている。 

本授業では「忠度の都落ち」等を参照しながら、自己と他者との関係性の問題を深め考えて

いく場を一つの「学び」の場として設定する。その時に指導者は学習者の思考をどのように広

げ、つなげて、整理しながら教室での学びを深めていくのか、そしてそこでの学びをどのよう

な形で教室を離れて実践していけるのか、そのことを考えてみたい。 

 

 

評価規準 

 

 

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解 

① 作品世界について，興味・

関心を持って読もうとし

ている。 

② 作品世界の問題を今に引

きつけて考えようとして

いる。 

① 登場人物の関係を理解し，

その心情をつかもうとして

いる。 

② 作品世界の「自己」と「他

者」に考えを及ぼそうとし

ている。 

① 難語句を調べ，その意

味や用法を理解しよう

としている。 

② 古典世界における和歌

の価値を理解しようと

している。 



学習計画（全6時間） 

次 学 習 活 動 評価規準と方法 

１ 古語の意味、文法事項を調べる。「忠度の都落ち」を読み，忠

度、俊成それぞれの 心情や考え方を整理する。（4 時間） 

関・読・知 

行動観察・ノート・発表 

２ 物語全体を踏まえ、忠度と俊成についての考えをまとめる。 

（1 時間） 

関・読・知 

行動観察・ノート 

３ 発表・応答。「忠度の都落ち」に見られる「自己」と「他者」

の問題を考え、社会の中に見られる「自己」と「他者」につい

ての考えを深めていく。（1時間）【本時】 

関・読・知 

行動観察・ノート・発表

資料・発表 

 

本時の学習目標 

 １．「忠度の都落ち」の中の「自己」と「他者」との問題を捉える。 

 ２．社会の中の「自己」と「他者」との関係性について問い深める。 

 

本時の学習指導過程 

学習活動 指導上の留意点 評価の観点と方法 

１  物語の中の

「自己」と「他者」

について考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  社会の中の

「自己」と「他者」

について考える。 

 

３ 本時のまとめ 

・忠度について注目させる。 

① 忠度にとって和歌とは何か。 

② 忠度は満足したのか。 

 

・ 忠度の感想・評価の発表、応答。 

  

・ 俊成について注目させる（再度本文へ）。 

③ なぜ忠度は満足できたのか。 

④ なぜ俊成は勅撰集に入れたのか。 

⑤ 俊成は納得しているのか。 

 

・社会の中の「自己」と「他者」の関係の事例（自

己と他者という関係が見られる例）を考えさせる

（発表、応答）。 

 

・「あなた」にとっての「他者」、「他者」にとっ

ての「あなた」とは何かを考えさせる。 

 

本文の記述から人
物の心情を踏まえ
た表現を理解して
いるか。行動観察。 
 
人にわかりやすい
発表を心がけてい
るか。行動観察。 
 
 
 
 
 
 
 
作品世界と社会と
の比較ができてい
るか。 
 
 
自分の問題として
捉えなおそうとし
ているか。 

 

 



板
書
計
画

１
時
間
目

「
忠
度
の
都
落
ち
」（
『
平
家
物
語
』）

忠

度

宿
所
に
お
は
し
て
見
給
へ
ば
、

「
忠
度
。」

「
三
位
殿
に
申
す
べ
き
こ
と
あ
つ
て
」

必
死
さ
・
ひ
た
む
き
さ

「
門
を
開
か
れ
ず
と
も
、

こ
の
き
は
ま
で
立
ち
寄
ら
せ
給
へ
。」

〈
門

戸
〉

対

面そ
の
内

騒
ぎ
合
へ
り
。

落
人

＝

忠

度

＝

そ
の
人
な
ら
ば
苦
し
か
る
ま
じ
。

俊

成

こ
と
の
体
、
何
と
な
う
あ
は
れ
な
り

語
り
手



板
書
計
画

２
時
間
目

歌
の
師

忠
度
か
ら
俊
成
へ

〈
世
の
乱
れ
〉

平
家
の
運
命
は
や
尽
き
候
ひ
ぬ
。

君

都
を
出
で
さ
せ
給
ひ
ぬ
。

名
誉

生
涯
の
面
目

＝

自
分
の
和
歌
が
勅
撰
集
に
入
集

＝

疎
略
に
存
ぜ
ず
（
＝
お
ろ
か
な
ら
ぬ
御
事
）

〈
世
静
ま
り
候
ひ

な

ば
〉

草
の
陰

忠
度

遠
き
御
守
り
で
こ
そ

候
は
ん
ず
れ
。

物

忠
度
の
和
歌

＝

＝

巻

さ
り
ぬ
べ
き
も
の
候
は

ば

俊
成



板
書
計
画

３
時
間
目

死
ん
だ
人
、

俊
成

別
れ
た
人
を
思
い
出
す
よ
す
が

＝
か
か
る
忘
れ
形
見

＞

ａ

「
ゆ
め
ゆ
め
疎
略
を

世き

存
ず
ま
じ
う
候
ふ
。」

浮＜

感
涙

―
（

）

涙

―
（
後
会
期
遙
…
）

ず

ａ

喜
ん
で

は
く
候

「
今
は
西
海
の
波
の
底
に
沈
ま
ば
沈
め
、

置
と

ひ
こ

山
野
に
か
ば
ね
を
さ
ら
さ
ば
さ
ら
せ
。」

思

馬
に
乗
り

忠
度

甲
の
緒
を
締
め
、

使
役

西
を
さ
い
て
ぞ
歩
ま
せ
給
ふ
。

指
し
て

「
前
途
程
遠
、
馳
思
於
雁
山
之
暮
雲
」

高
ら
か
に
口
ず
さ
み
給
へ
ば

〈
西
〉



板
書
計
画

４
時
間
目

〈
そ
の
の
ち
〉
＝
世
静
ま
り
候
ひ
「
ぬ
る
」
世

遠
く
離
れ
た
過
去

忠
度
の
あ
り
し
あ
り
さ
ま

俊

成

←

言
ひ
置
き
し
言
の
葉

集

ふ
さ
わ
し
い

さ
り
ぬ
べ
き
歌
…
い
く
ら
も
あ
り
け
れ
ど

入

勅
勘
の
人
な
れ
ば
、「
よ
み
人
知
ら
ず
」

勅
撰
集
＝
千
載
集
（
７
番
目
）

人

為

さ
ざ
な
み
や
志
賀
の
都
は
荒
れ
に
し
を

昔
な
が
ら
の
山
桜
か
な

自

然

▽
参
考
「
春
望
」

う
ら
め
し
か
り
し
こ
と
ど
も
な
り

語
り
手



１
，
忠
度
に
つ
い
て

都
落
ち
し
て
朝
敵
と
な
っ
て
も
、
死
ぬ
前
に
最
後
の
願
い
と
し
て
自
分
の
歌
を
載
せ
て
欲
し
い
と

頼
み
、
歌
が
載
る
こ
と
が
生
涯
の
面
目
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
は
大
変
趣
深
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
。

こ
れ
か
ら
も
う
す
ぐ
死
ぬ
身
で
あ
る
の
に
失
望
せ
ず
、
思
い
は
残
る
と
考
え
て
い
る
。

朝
敵
と
な
り
、
死
を
目
前
と
し
て
も
な
お
、
自
分
の
生
き
た
証
を
残
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

和
歌
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
忠
度
に
は
現
代
の
私
か
ら
見
れ
ば
あ
き
れ
る
が
、
そ
こ
ま
で
入
れ
込
め

る
も
の
が
あ
る
の
は
う
ら
や
ま
し
い
。

自
分
の
武
人
と
し
て
の
身
を
危
険
に
さ
ら
し
な
が
ら
歌
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
行
動
を
し
て

い
た
様
子
が
文
中
か
ら
強
く
感
じ
ら
れ
た
。
俊
成
と
話
し
終
え
た
後
は
武
人
と
し
て
生
き
る
覚
悟
を

決
め
た
と
思
う
。

武
士
な
の
に
歌
を
詠
む
の
が
上
手
い
の
が
意
外
。
せ
っ
か
く
良
い
歌
を
詠
ん
だ
の
に
後
世
ま
で
歌

で
名
が
残
ら
ず
か
わ
い
そ
う
だ
。

２
，
俊
成
に
つ
い
て

落
人
で
あ
り
、
朝
敵
で
あ
る
忠
度
を
信
用
し
て
家
に
入
れ
て
く
れ
て
、
優
し
い
人
だ
と
思
っ
た
。

突
然
忠
度
が
訪
ね
て
き
て
、
形
見
に
な
る
よ
う
な
歌
を
書
い
た
巻
き
物
を
渡
さ
れ
、
今
生
の
別
れ
を

告
げ
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
辛
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

俊
成
は
認
め
ら
れ
な
い
忠
度
を
認
め
て
く
れ
る
い
い
人
だ
と
思
っ
た
。
俊
成
は
、
忠
度
が
訪
問
し

て
き
た
時
と
忠
度
が
去
る
時
、
と
も
に
泣
い
て
い
た
の
で
涙
も
ろ
い
と
思
っ
た
。

弟
子
の
こ
と
を
大
切
に
涙
も
ろ
い
（
？
）

忠
度
の
歌
の
才
能
を
認
め
て
い
る
た
め
、
「
よ
み
人

知
ら
ず
」
で
和
歌
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
と
て
も
残
念
が
っ
て
い
る
。

人
生
の
ど
ん
底
に
い
る
忠
度
に
対
し
て
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
頑
張
っ
て
や
っ
て
い
る
姿
、
素
敵

だ
な
あ
と
思
っ
た
。
さ
す
が
忠
度
の
歌
の
師
。
歌
だ
け
で
な
く
人
間
性
も
優
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

だ
か
ら
い
い
歌
が
詠
め
る
の
だ
。

忠
度
が
落
人
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
何
も
と
が
め
ず
家
に
あ
げ
た
俊
成
と
忠
度
の
間
に
は
深
い
絆

が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
ま
た
、
都
落
ち
し
た
忠
度
に
と
っ
て
、
人
に
会
う
の
は
、
歌
を
和

歌
集
に
入
れ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
て
も
、
と
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
な
の
に
、

会
お
う
と
思
え
る
俊
成
は
、
忠
度
が
そ
れ
だ
け
信
頼
し
て
慕
っ
て
い
る
証
拠
だ
と
思
い
ま
し
た
。

特
に
何
も
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
和
歌
に
は
非
常
に
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
。
忠
度

み
た
い
に
、
戦
で
消
え
て
い
く
才
能
や
作
品
の
こ
と
を
惜
し
く
思
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
当
時

の
人
だ
か
ら
そ
う
で
も
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
「
感
涙
」
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
ら
、
な
ん
か
た
だ
の

熱
い
男
だ
け
ど
、
た
ぶ
ん
忠
度
の
姿
が
生
き
様
と
、
こ
れ
か
ら
の
行
く
末
に
対
し
て
、
切
な
く
感
じ



た
り
、
辛
か
っ
た
り
し
た
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
歌
集
に
載
せ
る
こ
と
は
で
き
た
け
ど
、
名
前

を
書
け
な
い
こ
と
を
一
番
う
ら
め
し
く
思
っ
て
い
た
の
は
彼
だ
っ
た
の
か
な
ぁ
。

３
，
物
語
全
体
に
つ
い
て

ど
ん
な
に
名
歌
を
詠
ん
で
も
平
家
と
い
う
社
会
的
立
場
に
よ
っ
て
千
載
集
に
名
前
を
残
せ
な
か
っ

た
忠
度
は
残
念
だ
と
思
っ
た
。
忠
度
と
俊
成
の
二
人
に
共
通
す
る
和
歌
へ
の
強
い
思
い
が
印
象
的
だ

っ
た
。

ど
れ
ほ
ど
の
文
化
人
で
も
事
情
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
が
あ
る
こ
と
。

ま
た
、
文
化
人
同
士
で
は
彼
ら
の
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
間
に
は
共
通
し
て
愛
す
る
も
の
の
も

と
で
は
敵
味
方
は
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
。

忠
度
は
平
家
の
一
門
で
武
士
で
あ
り
な
が
ら
歌
の
才
能
が
あ
っ
た
。
が
、
朝
敵
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
た
め
に
せ
っ
か
く
の
歌
が
名
前
が
残
る
こ
と
な
く
載
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
時
代
が
時
代

と
は
い
え
、
良
い
物
が
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い
の
は
む
な
し
い
な
と
思
っ
た
。

一
番
不
思
議
に
思
っ
た
の
が
、
忠
度
は
主
役
と
し
て
登
場
し
続
け
て
い
る
の
に
、
忠
度
の
そ
の
後

が
全
く
気
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
思
い
入
れ
が
な
い
わ
け
で
も
、
簡
単
に
だ
い
た
い
の
予
想

が
つ
く
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
気
に
も
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
忠
度
が
い
さ
ぎ
よ
す
ぎ
る

の
か
…
…

も
し
自
分
の
命
が
あ
と
わ
ず
か
と
な
っ
た
と
き
に
忠
度
と
同
じ
よ
う
に
後
世
に
名
を
残
す
た
め
に

何
か
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。

昔
は
今
と
違
っ
て
、
こ
ん
な
心
の
葛
藤
が
あ
っ
た
ん
だ
な
と
思
っ
た
。

今
と
昔
の
考
え
方
の
違
い
を
実
感
し
た
。
歌
に
対
す
る
情
熱
、
厳
し
い
戦
い
、
身
分
の
重
要
性
等
、

今
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
考
え
方
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
平
家
物
語
が
書
か
れ
た
頃
に
は
、

そ
の
一
つ
一
つ
が
と
て
も
大
切
で
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

忠
度
が
大
友
皇
子
と
自
分
を
重
ね
て
詠
ん
だ
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
壬
申
の
乱
に
負
け
て
自
害
し

た
大
友
皇
子
と
自
身
を
重
ね
て
詠
ん
で
い
る
の
は
と
て
も
文
学
的
だ
と
思
う
。
ま
た
そ
れ
を
俊
成
の

功
績
に
よ
り
今
も
私
た
ち
が
こ
れ
を
詠
め
て
い
る
と
考
え
る
と
、
大
事
な
こ
と
は
消
え
ず
に
残
る
こ

と
な
の
だ
な
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

４
，
疑
問
点
等

武
士
は
誇
り
や
名
誉
を
一
番
大
切
に
す
る
っ
て
い
う
の
が
ま
さ
に
、
と
い
う
感
じ
の
話
だ
っ
た
。

死
ん
だ
ら
何
の
意
味
も
ね
え
よ
っ
て
思
う
ん
で
す
け
ど
、
で
も
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
の
か
っ
こ
い
い

な
と
も
思
い
ま
す
。



■
資
料
、
参
観
用
（
別
紙
生
徒
配
付
資
料
に
授
業
者
が
書
き
込
ん
で
い
る
も
の
）

Ｃ
，
物
語
全
体
に
つ
い
て

Ａ
，
忠
度
に
つ
い
て

①
一
番
不
思
議
に
思
っ
た
の
が
、
忠
度
は
主
役
と
し
て
登
場
し
続
け
て
い
る
の
に
、
忠
度
の
そ
の
後
が
全
く
気
に

①
一
門
の
滅
亡
と
自
ら
の
死
を
覚
悟
し
て
ま
で
も
、
勅
撰
集
の
入
集
を
果
た
し
た
い
が
た
め
に
俊
成
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
る
と

な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
思
い
入
れ
が
な
い
わ
け
で
も
、
簡
単
に
だ
い
た
い
の
予
想
が
つ
く
わ
け
で
も
な
い
の

い
う
こ
と
は
、
よ
っ
ぽ
ど
歌
人
と
し
て
の
願
望
が
忠
度
は
強
い
人
だ
な
と
思
っ
た
。

に
、
な
ぜ
か
気
に
も
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
忠
度
が
い
さ
ぎ
よ
す
ぎ
る
の
か
…
…

②
都
落
ち
し
て
朝
敵
と
な
っ
て
も
、
死
ぬ
前
に
最
後
の
願
い
と
し
て
自
分
の
歌
を
載
せ
て
欲
し
い
と
頼
み
、
歌
が
載
る
こ
と

②
ど
ん
な
に
名
歌
を
詠
ん
で
も
平
家
と
い
う
社
会
的
立
場
に
よ
っ
て
千
載
集
に
名
前
を
残
せ
な
か
っ
た
忠
度
は
残

が
生
涯
の
面
目
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
は
大
変
趣
深
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
う
す
ぐ
死
ぬ
身
で
あ
る
の
に
失

念
だ
と
思
っ
た
。
忠
度
と
俊
成
の
二
人
に
共
通
す
る
和
歌
へ
の
強
い
思
い
が
印
象
的
だ
っ
た
。

望
せ
ず
、
思
い
は
残
る
と
考
え
て
い
る
。

③
和
歌
に
対
す
る
愛
情
が
こ
ん
な
に
人
の
心
を
動
か
す
ん
だ
な
と
思
っ
た
。
忠
度
と
俊
成
の
つ
な
が
り
は
師
弟
関

③
朝
敵
と
な
り
、
死
を
目
前
と
し
て
も
な
お
、
自
分
の
生
き
た
証
を
残
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
和
歌
の
こ
と
を
考
え
て

係
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
和
歌
へ
の
愛
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
平
家
の
人
は
優
雅
だ
と
い
う
が
、
平
敦

い
る
忠
度
に
は
現
代
の
私
か
ら
見
れ
ば
あ
き
れ
る
が
、
そ
こ
ま
で
入
れ
込
め
る
も
の
が
あ
る
の
は
う
ら
や
ま
し
い
。

盛
が
笛
を
も
っ
て
戦
に
出
て
き
た
の
と
ま
た
ち
が
い
、
和
歌
派
の
平
氏
も
い
る
の
だ
な
と
思
っ
た
。

④
自
分
の
武
人
と
し
て
の
身
を
危
険
に
さ
ら
し
な
が
ら
歌
人
と
し
て
の
誇
り
を
持
っ
て
行
動
を
し
て
い
た
様
子
が
文
中
か
ら

④
忠
度
が
命
を
か
け
て
、
願
っ
て
来
た
こ
と
に
対
し
、
師
で
あ
る
俊
成
が
そ
の
願
い
に
対
し
て
、
真
摯
に
向
き
合

強
く
感
じ
ら
れ
た
。
俊
成
と
話
し
終
え
た
後
は
武
人
と
し
て
生
き
る
覚
悟
を
決
め
た
と
思
う
。

い
か
な
え
て
い
る
の
は
、
２
人
の
大
人
が
本
気
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
素
晴
ら
し
い
と
思
う
。

⑤
武
士
な
の
に
歌
を
詠
む
の
が
上
手
い
の
が
意
外
。
せ
っ
か
く
良
い
歌
を
詠
ん
だ
の
に
後
世
ま
で
歌
で
名
が
残
ら
ず
か
わ
い

⑤
忠
度
は
平
家
の
一
門
で
武
士
で
あ
り
な
が
ら
歌
の
才
能
が
あ
っ
た
。
が
、
朝
敵
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
せ

そ
う
だ
。

っ
か
く
の
歌
が
名
前
が
残
る
こ
と
な
く
載
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
時
代
が
時
代
と
は
い
え
、
良
い
物
が
正

当
に
評
価
さ
れ
な
い
の
は
む
な
し
い
な
と
思
っ
た
。

Ｂ
，
俊
成
に
つ
い
て

⑥
ど
れ
ほ
ど
の
文
化
人
で
も
事
情
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
文
化

①
勅
勘
の
人
で
あ
る
忠
度
の
歌
を
（
よ
み
人
知
ら
ず
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
）
勅
撰
集
に
入
れ
た
の
は
勇
気
が
い
る
こ
と
だ

人
同
士
で
は
彼
ら
の
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
間
に
は
共
通
し
て
愛
す
る
も
の
の
も
と
で
は
敵
味
方
は
関
係
な

と
思
っ
た
。
忠
度
の
行
動
に
二
度
も
涙
す
る
な
ど
心
優
し
い
人
な
の
か
な
と
思
う
。

い
と
い
う
こ
と
。

②
忠
度
を
受
け
入
れ
た
の
が
寛
容
で
い
い
と
思
う
。
弟
子
が
自
分
の
歌
を
入
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
一
心
で
や
っ
て
き
た
こ
と

⑦
忠
度
と
俊
成
卿
の
話
だ
が
、
と
て
も
諸
行
無
常
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
思
っ
た
。
平
家
物
語
と
い
っ

を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
と
思
っ
た
。
忠
度
に
は
も
う
会
え
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
最
後
に
接
し
て
い
る
の
が
よ
く
分
か
っ

て
も
源
氏
側
に
味
方
す
る
よ
う
な
書
か
れ
方
を
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
平
家
に
同
情
す
る
よ
う
な
書
き

た
。
勅
撰
和
歌
集
に
忠
度
の
歌
を
入
れ
た
の
は
、
よ
ほ
ど
の
覚
悟
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
う
。

方
だ
と
感
じ
た
。

③
忠
度
が
落
人
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
何
も
と
が
め
ず
家
に
あ
げ
た
俊
成
と
忠
度
の
間
に
は
深
い
絆
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と

⑧
今
と
昔
の
考
え
方
の
違
い
を
実
感
し
た
。
歌
に
対
す
る
情
熱
、
厳
し
い
戦
い
、
身
分
の
重
要
性
等
、
今
で
は
想

思
っ
た
。
ま
た
、
都
落
ち
し
た
忠
度
に
と
っ
て
、
人
に
会
う
の
は
、
歌
を
和
歌
集
に
入
れ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
強
い
思
い

像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
考
え
方
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
平
家
物
語
が
書
か
れ
た
頃
に
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
と

が
あ
っ
て
も
、
と
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
な
の
に
、
会
お
う
と
思
え
る
俊
成
は
、
忠
度
が
そ
れ
だ
け
信
頼
し
て
慕
っ
て
い
る

て
も
大
切
で
、
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

証
拠
だ
と
思
い
ま
し
た
。

⑨
忠
度
が
大
友
皇
子
と
自
分
を
重
ね
て
詠
ん
だ
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
壬
申
の
乱
に
負
け
て
自
害
し
た
大
友
皇
子

④
落
人
で
あ
り
、
朝
敵
で
あ
る
忠
度
を
信
用
し
て
家
に
入
れ
て
く
れ
て
、
優
し
い
人
だ
と
思
っ
た
。
突
然
忠
度
が
訪
ね
て
き

と
自
身
を
重
ね
て
詠
ん
で
い
る
の
は
と
て
も
文
学
的
だ
と
思
う
。
ま
た
そ
れ
を
俊
成
の
功
績
に
よ
り
今
も
私
た
ち

て
、
形
見
に
な
る
よ
う
な
歌
を
書
い
た
巻
き
物
を
渡
さ
れ
、
今
生
の
別
れ
を
告
げ
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
辛
か
っ
た
だ
ろ
う

が
こ
れ
を
詠
め
て
い
る
と
考
え
る
と
、
大
事
な
こ
と
は
消
え
ず
に
残
る
こ
と
な
の
だ
な
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

と
思
っ
た
。

Ｄ
，
疑
問
点
等

⑤
弟
子
の
こ
と
を
大
切
に
涙
も
ろ
い
（
？
）

忠
度
の
歌
の
才
能
を
認
め
て
い
る
た
め
、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
で
和
歌
を
残

し
て
い
る
こ
と
を
と
て
も
残
念
が
っ
て
い
る
。

①
武
士
は
誇
り
や
名
誉
を
一
番
大
切
に
す
る
っ
て
い
う
の
が
ま
さ
に
、
と
い
う
感
じ
の
話
だ
っ
た
。
死
ん
だ
ら
何

の
意
味
も
ね
え
よ
っ
て
思
う
ん
で
す
け
ど
、
で
も
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
の
か
っ
こ
い
い
な
と
も
思
い
ま
す
。

⑥
特
に
何
も
感
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
和
歌
に
は
非
常
に
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
。
忠
度
み
た
い
に
、
戦
で
消
え

て
い
く
才
能
や
作
品
の
こ
と
を
惜
し
く
思
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
当
時
の
人
だ
か
ら
そ
う
で
も
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

②
よ
み
人
知
ら
ず
で
入
集
し
た
歌
の
作
者
が
忠
度
で
あ
る
こ
と
が
広
ま
っ
た
の
は
こ
の
平
家
物
語
だ
け
の
お
か
げ

「
感
涙
」
っ
て
書
い
て
あ
っ
た
ら
、
な
ん
か
た
だ
の
熱
い
男
だ
け
ど
、
た
ぶ
ん
忠
度
の
姿
が
生
き
様
と
、
こ
れ
か
ら
の
行
く

な
の
か
？
（
「
山
桜
詠
み
人
知
ら
ぬ
者
は
な
し
」
と
い
う
川
柳
が
あ
る
ら
し
い
の
で
す
が
）

末
に
対
し
て
、
切
な
く
感
じ
た
り
、
辛
か
っ
た
り
し
た
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
歌
集
に
載
せ
る
こ
と
は
で
き
た
け
ど
、

名
前
を
書
け
な
い
こ
と
を
一
番
う
ら
め
し
く
思
っ
て
い
た
の
は
彼
だ
っ
た
の
か
な
ぁ
。

⑦
人
生
の
ど
ん
底
に
い
る
忠
度
に
対
し
て
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
頑
張
っ
て
や
っ
て
い
る
姿
、
素
敵
だ
な
あ
と
思
っ
た
。
さ

す
が
忠
度
の
歌
の
師
。
歌
だ
け
で
な
く
人
間
性
も
優
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
だ
か
ら
い
い
歌
が
詠
め
る
の
だ
。




