
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
資
料
の
特
徴
】
本
資
料
に
は
、
日
本
で
初
め
て
本
格
的
に
作
曲
活
動
を
行
っ
た
滝
廉
太
郎

の
幼
少
期
か
ら
二
十
三
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
外
国
の
曲
に
日
本

語
の
歌
詞
を
あ
て
は
め
た
歌
が
あ
ふ
れ
て
い
た
当
時
、
廉
太
郎
は
日
本
人
の
作
曲
に
よ
る
日
本

の
心
の
歌
を
次
々
と
作
り
上
げ
、
留
学
先
の
ド
イ
ツ
で
も
絶
賛
さ
れ
ま
し
た
。
廉
太
郎
の
ひ
た

む
き
な
生
き
方
を
通
し
て
、
日
本
を
愛
し
、
日
本
の
文
化
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
の
す
ば
ら

し
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
す
。 

【
主
題
名
】 
優
れ
た
伝
統
の
継
承
と
新
し
い
文
化
の
創
造 

４
❘
(9)
「
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
国
を
愛
し
、
国
家
の
発
展
に

努
め
る
と
と
も
に
、
優
れ
た
伝
統
の
継
承
と
新
し
い
文
化
の
創

造
に
貢
献
す
る
。」 

【
ね
ら
い
】 

日
本
の
音
楽
の
歴
史
と
文
化
に
触
れ
、
優
れ
た
伝
統
文
化
の
継
承
と
新
し
い

文
化
の
創
造
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
。 

 

《
評
価
》 

日
本
の
音
楽
の
歴
史
と
文
化
に
触
れ
、
優
れ
た
伝
統
文
化
の
継
承
と
新
し

い
文
化
の
創
造
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
。 

 

の
創
造
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
心
情
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
。 

 

 

板
書
例 

   

日
本
人
の
心
の
歌
を
求
め
て
―
滝
廉
太
郎
― 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                 
 

 

 
 

 
 

 

○ 

ド
イ
ツ
の
人
た
ち
の
前
で
胸
を
張
って
演
奏
で
き
る
日
本
の
曲
を
作
り

た
い
。 

○ 
日
本
の
風
景
や
日
本
人
の
思
い
を
曲
に
乗
せ
て
、
日
本
人
の
心
の
歌
を

作
る
の
だ
。  

 

留
学
を
延
期
し
て
い
る
間
、
廉
太
郎
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
作
曲
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

ド
イ
ツ
の
学
校
や
音
楽
科
た
ち
の
集
ま
り
で
作
品
を
披
露
し
、
絶
賛

さ
れ
た
時
、
廉
太
郎
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
だ
った
の
だ
ろ
う
か
。 

様
々
な
日
本
の
伝
統
や
文
化
の
中
で
、
あ
な
た
が
伝
え
て
い
き
た
い

と
思
う
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 

導  入 展  開 終  末 

 
 

 

  

○
『
心
み
つ
め
て
』
p.44
～
p.45
「
東
京
の
ア
ル
バ
ム
」
を
活
用
し
、「
春
の
隅
田
川
」

の
桜
の
写
真
と
「
花
」
の
歌
詞
を
確
認
し
、
曲
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
る
。 

 

○
教
師
が
「
日
本
人
の
心
の
歌
を
求
め
て
―
滝
廉
太
郎
―
」
を
範
読
す
る
。 

   

○
日
本
人
の
心
の
歌
を
自
分
が
作
る
の
だ
と
い
う
廉
太
郎
の
強
い
決
意
に
着
目
さ

せ
る
と
と
も
に
、
廉
太
郎
が
、
故
郷
の
風
景
や
幼
い
頃
の
思
い
出
を
曲
に
乗
せ

な
が
ら
、
新
し
い
日
本
の
音
楽
文
化
を
創
造
し
て
い
っ
た
こ
と
へ
の
理
解
を
深

め
さ
せ
る
。 

 
 

 
 

     

○
日
本
の
音
楽
を
西
洋
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
廉
太
郎
の
気
持
ち
に
共
感
さ
せ
る
。 

○
廉
太
郎
の
才
能
が
認
め
ら
れ
た
喜
び
や
、
日
本
独
自
の
音
楽
を
作
っ
た
と
い
う

達
成
感
だ
け
で
な
く
、
歌
が
絶
賛
さ
れ
た
こ
と
の
背
景
に
日
本
文
化
の
す
ば
ら

し
さ
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
、
ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
へ
の
理
解
を
深

め
さ
せ
る
。 

《
評
価
》 

廉
太
郎
の
心
情
に
共
感
す
る
と
と
も
に
、
優
れ
た
伝
統
を
受
け
継
い

だ
り
新
し
い
文
化
を
創
造
し
た
り
す
る
生
き
方
の
す
ば
ら
し
さ
に
気
付

き
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
き
た
い
と
い
う
心
情
を
も
つ
こ
と

が
で
き
た
か
。 

     

○
『
心
み
つ
め
て
』
第
三
章
p.164
～
p.165
「
㉓
我
が
国
を
愛
し
、
そ
の
発
展
に
努
め
る
」

を
活
用
し
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
を
参
考
に
、
優
れ
た
日
本
の
文
化
や
伝
統

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。 

○
日
本
の
文
化
や
伝
統
を
伝
え
て
い
き
た
い
理
由
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
日
本

の
よ
さ
を
見
つ
め
直
さ
せ
る
と
と
も
に
、
継
承
者
・
創
造
者
と
し
て
の
自
覚
を

も
た
せ
る
よ
う
に
す
る
。 

   

○
音
楽
科
の
学
習
と
の
関
係
か
ら
、
廉
太
郎
の
他
の
作
品
（
『
荒
城
の
月
』、『
箱
根

八
里
』
な
ど
）
を
聴
か
せ
て
も
よ
い
。 

○
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
、
授
業
で
感
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
書
か
せ
る
。 

「
滝
廉
太
郎
と
い
う
人
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
知
っ

て
い
ま
す
か
。」 

 
 
 

「
様
々
な
日
本
の
伝
統
や
文
化
の
中
で
、
あ
な
た
が
伝
え
て
い

き
た
い
と
思
う
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
な
ぜ

だ
ろ
う
か
。」 

中
心
発
問 

「
ド
イ
ツ
の
学
校
や
音
楽
家
た
ち
の
集
ま
り
で
作
品
を
披
露

し
、
絶
賛
さ
れ
た
時
、
廉
太
郎
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。」 

ス
の
中
で
の
出
来
事
や
『江
戸
し
ぐ
さ
』の
発
表
か
ら
、
「私
」が
気
付
い 

た
こ
と
や
学
ん
だ
こ
と
は
何
か
。
」 

 
 

 

「
留
学
を
延
期
し
て
い
る
間
、
廉
太
郎
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で

作
曲
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。」 

め
ぐ
り
ん
の
運
転
手
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
声
を
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

」  

《
ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
》
中
学
生
の
時
期
は
、
日
本
の
国
土
や
歴
史
に
対

す
る
理
解
が
深
ま
り
、
伝
統
と
文
化
に
対
し
て
も
一
層
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日

本
の
優
れ
た
伝
統
と
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
ま
た
、
そ
の
継
承
と
創
造
に
貢
献
し
た

先
人
の
生
き
方
に
触
れ
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
ら
も
優
れ
た
伝
統
の
継
承
と
新
し
い
文
化
の
創

造
に
主
体
的
に
貢
献
し
て
い
こ
う
と
す
る
心
情
を
育
む
こ
と
が
大
切
で
す
。 

○ 

日
本
人
が
作
詞
し
、
日
本
人
が
作
曲
し
た
音
楽
が
、
ド
イ
ツ
の
人
々
に

認
め
ら
れ
て
う
れ
し
い
。 

○ 

日
本
の
情
景
や
日
本
人
の
心
を
、
音
楽
を
通
し
て
ド
イ
ツ
の
人
々
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
て
満
足
だ
。
達
成
感
。 

○ 

自
分
は
日
本
人
の
心
の
歌
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
い
う

幸
福
感
。
誇
ら
し
さ
。 

○ 

浮
世
絵 

日
本
ら
し
さ
や
日
本
人
の
感
覚
が
込
め
ら
れ
て
い

る
か
ら
。
海
外
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
。 

○ 

茶
道 

礼
儀
や
作
法
、
道
具
や
動
作
の
美
し
さ
な
ど
、
和
の

精
神
が
た
く
さ
ん
詰
ま
って
い
る
か
ら
。 

○ 

新
幹
線
・リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー 

安
全
性
や
車
両
の
性
能
な
ど
の
先
進
技
術
は
、
日

本
が
世
界
に
誇
れ
る
も
の
だ
か
ら
。 

○ 

マ
ン
ガ
・ア
ニ
メ 

作
画
や
ス
ト
ー
リ
ー
性
な
ど
、
海
外
で
も
人
気
が
あ

り
日
本
文
化
の
代
表
の
一
つ
に
な
って
い
る
か
ら
。 

〈授
業
の
感
想
〉 

○ 

今
の
日
本
の
宝
を
後
世
に
伝
え
、
残
し
て
い
く
こ
と
は
大
切
だ
と
思
った
。 

○ 

古
き
良
き
日
本
文
化
を
大
切
に
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
よ
り
よ
い
も
の
に

し
て
次
の
世
代
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。 

 
 
 

「
廉
太
郎
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
『
花
』
を
聴
き
ま
し
ょ
う
。」 

滝 

廉
太
郎 

・ 

作
曲
家
。 

・ 

「花
」「荒
城
の
月
」な
ど
を
作
曲
。 

隅田川の

桜の写真 

日本の先進

技術の例を

示す写真 

日本の伝統

文化の例を

示す写真 

「
日
本
人
の
心
の
歌
を
求
め
て
」
― 

滝 

廉
太
郎 

― 

中
学
校
版 

「
心
み
つ
め
て
」
p.56
～
p.63 

 


