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［実践 1］くずし字を解読して古典学習の旅に出る

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

偶然に
残っている

わけではない！

の
具
現
で
す
。
そ
し
て
「
く
ず
し
字
」
解
読
は
過
去
を
未
来
に
つ

な
ぐ
営
為
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

現
存
す
る
歴
史
的
典
籍
は
、
過
去
に
存
在
し
た
無
数
の
歴
史
的

典
籍
の
う
ち
、
後
代
に
伝
え
る
た
め
に
保
管
さ
れ
て
伝
存
し
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
偶
然
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
が
遺
産
と
し
て
後
代
に
残
そ
う
と
し
て
関
わ
ら
な
け
れ
ば
残
ら

な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
遺
産
の
具
現
で
す
。
現
存
す
る
歴
史
的
典
籍

と
は
つ
ま
り
読
む
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
利
活
用
す
べ
き
も

の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、テ
ク
ス
ト
を
読
解
す
る
「
く
ず
し
字
」

リ
テ
ラ
シ
ー
が
必
要
で
す
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
で
こ
そ
未
来
へ
と

遺
産
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
以
上
、
私
の
主
張
を
ま

と
め
て
み
た
の
が
上
の
図
で
す
。

多くは
焼失・廃棄・散佚

未
来
へ
の
遺
産

現
存
す
る
歴
史
的
典
籍

利活用
すべきもの

読む価値
あり！

無
数
の
歴
史
的
典
籍

（
古
典
籍
・
古
文
書
）

保管・伝存 翻刻・読解

くずし字リテラシー

テクスト遺産の具現

加
藤
十
握
（
武
蔵
高
等
学
校
中
学
校
）

1　

く
ず
し
字
を
い
つ
学
ん
で
い
る
の
か

勤
務
校
は
、
一
学
年
四
ク
ラ
ス
、
ク
ラ
ス
規
模
は
四
〇
名
強
の
、

中
学
・
高
校
一
貫
教
育
を
行
う
男
子
校
で
す
。
六
年
一
貫
で
あ
る

た
め
、
教
科
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
そ
れ
を
前
提
に
作
ら
れ
て

お
り
、
古
典
の
分
野
に
関
し
て
は
、
中
学
一
、二
年
の
間
は
さ
ま

ざ
ま
な
形
態
の
文
章
に
触
れ
、
中
学
三
年
、
高
校
一
年
で
は
、
古

典
文
法
な
ど
言
葉
の
形
態
論
を
踏
ま
え
て
、
文
章
を
精
読
す
る
練

習
を
行
い
、
高
校
二
年
以
上
は
、
大
学
受
験
を
見
据
え
つ
つ
、
調

査
、
発
表
な
ど
の
形
態
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
古
文
を
深
く
楽
し

む
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

く
ず
し
字
教
材
を
利
用
し
て
授
業
を
行
う
学
年
配
当
は
、
結
論

か
ら
述
べ
れ
ば
、
中
学
一
、二
年
の
初
学
段
階
が
最
適
で
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
理
由
と
し
て
は
、
そ
の
段
階
は
、
多
彩
な
文
章

に
触
れ
、
言
葉
を
扱
う
学
問
と
し
て
の
楽
し
さ
と
面
白
さ
を
学
ぶ

段
階
と
考
え
て
お
り
、
古
典
の
分
野
の
文
章
に
関
し
て
も
、
教
科

書
の
よ
う
に
、
活
字
化
さ
れ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
だ
け
で
は
な
く
、

で
き
る
だ
け
多
種
多
様
な
原
典
に
触
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト

で
き
る
の
が
理
想
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
以
上
の
枠
組
み
を

前
提
と
し
て
、
く
ず
し
字
教
材
を
利
用
す
る
目
的
や
意
義
に
つ
い

て
、
実
践
例
を
踏
ま
え
つ
つ
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

2　

く
ず
し
字
教
材
を
利
用
す
る
た
め
に

近
年
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
も
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
の
資

料
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
整
備
さ
れ
、
く
ず
し
字
解
読
の
リ
テ
ラ

シ
ー
さ
え
身
に
つ
け
ば
、
歴
史
的
な
文
化
財
と
し
て
無
限
に
広
が

る
古こ

典て
ん

籍せ
き

の
海
原
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
携
帯
端
末
の
ア
プ
リ
で
、
学
習
支
援

ツ
ー
ル
の
「
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
」
や
、解
読
補
助
ツ
ー
ル
の
「
み
を
」
な
ど
、

大
変
に
頼
も
し
い
道
具
も
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
初
学

実
践
1

く
ず
し
字
を
解
読
し
て

古
典
学
習
の
旅
に
出
る
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S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

者
程
度
の
解
読
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
昔
ほ
ど
苦
労
せ
ず
と
も
身
に
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

た
だ
し
、「
み
を
」
の
場
合
も
、
解
読
の
精
度
は
完
璧
で
は
な
い

の
で
、
最
終
的
に
は
、
読
者
側
に
も
一
定
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
必
要

と
な
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
リ
テ
ラ
シ
ー
向
上
の
た
め
の
道
具
が
い
か
に
便
利
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
教
授
者
に
ま
ず
必
要
な
こ
と
は
、
例
え
ば
初

等
・
中
等
教
育
の
教
員
で
あ
れ
ば
、
学
習
指
導
要
領
な
ど
に
記
さ

れ
る
国
語
教
育
の
目
的
に
配
慮
し
つ
つ
、
く
ず
し
字
教
材
を
い
つ
、

ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
各

人
が
考
え
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
筆

者
の
考
え
る
有
効
性
の
一
と
し
て
は
、
大
学
の
古
典
文
学
研
究
の

入
口
で
学
ぶ
よ
う
に
、
単
に
原
典
に
触
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
学

ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
古
典
作
品
を
「
読
む
」
た
め
の
基
本
姿
勢
を
、

パ
ズ
ル
感
覚
で
身
に
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
例
え
ば
、
句
読
点
も
な
く
連
綿
と
連
な
る
く
ず
し
字
に

向
か
い
、
試
行
錯
誤
し
て
よ
う
や
く
解
読
で
き
た
文
章
を
、
逆
に

既
存
の
活
字
テ
キ
ス
ト
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
科
書
な

ど
の
活
字
テ
キ
ス
ト
に
は
先
人
に
よ
る
学
問
の
成
果
の
膨
大
な
蓄

積
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
こ
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
の

奥
深
さ
や
喜
び
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
試
み
に
よ
っ
て
、
古
典
作
品
を
読
む
こ
と
へ
の
興
味
が

広
が
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
て
き
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

3　

く
ず
し
字
教
材
を
ど
う
使
う
の
か

実
際
の
授
業
に
あ
た
っ
て
、
で
き
る
だ
け
原
典
に
触
れ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
考
え
た
時
、
版は
ん

本ぽ
ん

や
写し
ゃ

本ほ
ん

な
ど
の
「
本
物
」
を
利

用
で
き
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
で
す
が
、
実
際
に
は
困
難
で
あ

る
場
合
が
多
い
で
し
ょ
う
。
勤
務
校
に
は
幸
い
架
蔵
の
和わ

本ほ
ん

が
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
教
室
で
は
見
本
と
し
て
見
せ
る
程
度
で
、

配
布
教
材
と
し
て
は
、
印
刷
物
や
市
販
の
教
材
等
を
利
用
せ
ざ
る

を
得
ま
せ
ん
。

授
業
形
態
は
そ
の
時
の
担
当
者
に
任
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
外
国

語
学
習
と
同
様
、
生
徒
全
員
が
初
学
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、

例
え
ば
和
本
の
形
態
や
構
成
な
ど
の
説
明
か
ら
入
り
、
次
に
解
読

に
向
か
う
導
入
と
し
て
、
ひ
ら
が
な
や
漢
字
の
別
や
、
ひ
ら
が
な

に
は
複
数
の
「
も
と
の
字
（
字じ

母ぼ

）」
が
存
在
す
る
こ
と
な
ど
を

理
解
す
る
こ
と
か
ら
徐
々
に
慣
ら
し
て
ゆ
く
方
法
が
一
般
的
で
す
。

ま
ず
は
あ
る
程
度
読
め
る
よ
う
に
な
ら
な
く
て
は
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
も
保た

も

て
な
い
が
ゆ
え
に
、
筆
者
の
場
合
は
、
最
初
は
ほ
と
ん
ど

の
部
分
を
翻ほ
ん

字じ

、
活
字
化
し
て
示
し
た
資
料
を
作
り
ま
す
。
そ
の

上
で
、
可
能
で
あ
れ
ば
古
語
辞
典
や
仮
名
字
典
を
持
た
せ
て
、
そ

れ
ら
を
頼
れ
ば
単
語
レ
ベ
ル
で
推
測
可
能
で
、
な
お
か
つ
、
現
在

の
活
字
の
ひ
ら
が
な
と
は
別
の
字
母
を
持
つ
仮
名
等
を
空
欄
に
し

て
、
字
体
に
慣
れ
る
目
的
で
演
習
を
行
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
う
し

て
、
目
が
慣
れ
て
く
れ
ば
徐
々
に
、
そ
の
空
欄
の
幅
を
、
文
節
ご

と
や
文
ご
と
に
広
く
し
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
文
法
事
項
（
初
学

者
で
あ
れ
ば
、
用
言
の
活
用
や
、
係
り
結
び
の
法
則
等
）
を
考
慮
し
た

も
の
に
し
て
み
る
な
ど
の
工
夫
を
行
い
な
が
ら
、
段
階
的
に
解
読

で
き
る
よ
う
に
な
る
喜
び
が
実
感
で
き
る
よ
う
に
資
料
を
作
成
し

て
、
読
み
進
め
て
ゆ
き
ま
す
。
段
階
を
追
っ
て
、
あ
る
程
度
の
時

間
を
か
け
て
演
習
す
る
必
要
や
、
古
文
の
文
章
自
体
に
も
慣
れ
る

目
的
か
ら
、「
御お

伽と
ぎ

草ぞ
う

子し

」
な
ど
の
多
少
長
め
の
作
品
を
継
続
し

て
扱
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
百
人
一
首
は
小
学
生
の
段
階
で
既
習
の
場
合
が
多
い
た

め
、
本
書
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
教
材
に
例
示
し
た
よ
う
に
、
百
人
一
首

の
数あ
ま
た多

の
和
本
の
中
か
ら
字
面
の
読
み
や
す
い
テ
キ
ス
ト
を
選
定

し
、
く
ず
し
字
の
解
読
リ
テ
ラ
シ
ー
を
養
い
つ
つ
、
和
歌
の
読
解

や
暗
唱
も
行
い
ま
す
。
和
歌
の
暗
記
は
事
前
に
行
っ
て
お
く
と
、

よ
り
効
果
的
で
す
。
さ
ら
に
、
過
去
に
は
、
そ
の
年
度
の
正
月
に
、

生
徒
た
ち
自
ら
が
作
成
し
た
か
る
た
を
も
っ
て
か
る
た
取
り
を

行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
か
る
た
を
く
ず
し
字
で
書

い
て
く
る
生
徒
も
お
り
、
読
め
な
い
生
徒
が
泡
を
食
う
な
ど
の
ほ

ほ
笑
ま
し
い
場
面
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま

す
。ま

た
、
わ
か
り
に
く
い
文
字
は
、
ま
ず
書
い
て
み
る
、
と
い
う

こ
と
も
有
効
で
す
。
授
業
で
は
、
判
読
の
際
に
区
別
し
に
く
い
文

字
な
ど
は
、
筆
者
が
字
母
か
ら
く
ず
す
過
程
を
板
書
し
て
見
せ
る

こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
最
近
で
は
、
教
育
用
の
端
末
を
生

徒
一
人
に
一
台
用
意
し
て
い
る
学
校
も
増
え
て
い
ま
す
が
、
筆
者

も
、
既
存
の
ア
プ
リ
を
利
用
し
つ
つ
、
生
徒
の
端
末
に
共
通
の
教

材
を
配
信
し
て
、
専
用
ペ
ン
を
使
い
、
く
ず
し
字
部
分
を
な
ぞ
ら

せ
な
が
ら
く
ず
し
方
を
身
体
で
理
解
さ
せ
て
ゆ
く
方
法
も
模
索
し

始
め
て
い
ま
す
。
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［実践 2］国語科教育にくずし字や和本はどう関わるか ── 学習指導要領との関連から

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

4　

こ
れ
か
ら
の
く
ず
し
字
教
育
に
向
け
て

く
ず
し
字
教
材
利
用
の
意
義
を
認
め
て
、
そ
れ
を
授
業
で
扱
お

う
と
す
る
教
授
者
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
助
け
を

得
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
と
よ
い
と
感
じ
ま
す
。
教
授
者

の
く
ず
し
字
解
読
リ
テ
ラ
シ
ー
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
し
、
ま
し

て
や
新
た
に
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
は
大
き
な
困
難

を
感
じ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
教
員
た
ち
の
た
め
に
、
コ

テ
キ
リ
の
会
の
よ
う
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
あ
れ
ば
大
変
心
強

い
で
し
ょ
う
し
、
リ
テ
ラ
シ
ー
を
あ
る
程
度
持
ち
合
わ
せ
て
い
る

教
授
者
に
と
っ
て
も
、
そ
う
し
た
場
で
の
教
材
選
定
や
教
授
方
法

等
の
情
報
交
換
は
大
変
有
効
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

さ
ら
に
今
後
は
、
く
ず
し
字
解
読
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
身
に
つ
け

る
た
め
の
学
習
過
程
の
一
般
化
が
、
あ
る
程
度
に
お
い
て
行
わ
れ

る
と
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
く
ず
し
字
教
材
利
用
の
可
能
性
は
、

国
語
の
授
業
に
止
ま
ら
ず
、
芸
術
（
書
道
）
や
社
会
や
情
報
な
ど

の
授
業
に
も
開
か
れ
て
お
り
、
教
育
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
利
用
に
よ
っ

て
さ
ら
に
広
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。
段
階
に
応
じ
て
活
用
で
き
る

教
材
や
教
授
方
法
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
い
る
と
、

そ
れ
を
援
用
し
て
、
初
等
・
中
等
教
育
現
場
の
み
な
ら
ず
、
大
学

な
ど
の
高
等
教
育
や
生
涯
教
育
の
現
場
の
教
育
課
程
に
組
み
込
む

こ
と
も
可
能
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
原
典
に
触
れ
て
、
古
典

そ
の
も
の
を
楽
し
め
る
人
た
ち
の
裾
野
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
く
ず
し
字
を
学
ん
だ
勤
務
校

の
卒
業
生
が
、「
美
術
展
に
行
っ
て
古こ

筆ひ
つ

を
読
む
こ
と
が
で
き
た

ん
で
す
よ
！
」
と
、
少
し
ば
か
り
得
意
げ
に
報
告
し
て
く
れ
た
こ

と
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
を
今
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。
小
さ

な
喜
び
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
技
能
は
確
実
に
そ
の
人
の
人

生
を
豊
か
に
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

と
に
も
か
く
に
も
、
ま
ず
は
活
字
教
材
を
利
用
す
る
の
が
常
識

で
あ
る
国
語
教
育
に
、
く
ず
し
字
教
材
を
利
用
し
て
原
典
へ
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
課
程
を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場

の
人
が
多
角
的
に
議
論
す
る
場
が
で
き
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
し
、

今
一
度
、
古
典
を
読
む
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
意
義
に
つ
い
て

も
再
考
す
る
機
会
を
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
筆
者
は
提
案
し
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

加
藤
直
志
（
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
）

1　

は
じ
め
に

本
章
で
は
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
、
国
語
科
、
特

に
古
典
教
育
に
関
わ
る
指
導
事
項
に
、
く
ず
し
字
や
和
本
の
利
・

活
用
が
ど
う
関
わ
る
の
か
を
論
じ
た
い
と
思
い
ま
す
（
な
お
、
本

章
で
、
単
に
「
指
導
要
領
」
と
す
る
場
合
、「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平

成
29
年
告
示
）」、「
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）」、「
高
等

学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）」
を
指
し
、
断
り
の
な
い
場
合
、

指
導
事
項
の
引
用
も
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
い
ま
す
）。

指
導
要
領
で
は
、「
知
識
及
び
技
能
」「
思
考
力
・
判
断
力
・
表

現
力
等
」「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」
を
学
力
の
三
つ
の

柱
と
し
て
い
ま
す
。
次
に
、
国
語
科
の
学
習
内
容
が
、
三
つ
の
柱

の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
も
確
認
し
て
お
き
ま
す

（「
学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等
」
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
指
導
事
項

に
対
応
す
る
形
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
）。

〔
知
識
及
び
技
能
〕

（
1
）　

言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項

（
2
）　

情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項

（
3
）　

我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項 

〔
思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
等
〕

Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

Ｂ
書
く
こ
と

Ｃ
読
む
こ
と 1
＊

こ
れ
ら
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
古
典
」
は
、
主
と
し
て
「〔
知

識
及
び
技
能
〕」の「（
3
）　

我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」

の
中
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
や
「
言
葉
の
由
来
や
変
化
」
と

い
う
学
習
内
容
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

実
践
2

国
語
科
教
育
に
く
ず
し
字
や

和
本
は
ど
う
関
わ
る
か

│
│
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連
か
ら


