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すぐに使える問題付き！
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はじめに ── これからの古典教育のために

は
じ
め
に
─
─
こ
れ
か
ら
の
古
典
教
育
の
た
め
に

山
田
和
人
（
同
志
社
大
学
）

古
典
を
学
ぶ
楽
し
さ
を
ど
う
伝
え
て
い
け
ば
い
い
の
か
。

本
書
は
古
典
教
育
へ
の
新
し
い
切
り
口
と
し
て
、
和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
古
典
教
材
の
あ
り
方
を
提
案
す
る
も
の
で
す
。

古
典
が
好
き
で
は
な
い
と
い
う
学
習
者
も
も
ち
ろ
ん
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
そ
の
「
古
典
」
は
、
既
存
の
常
識
に
縛
ら
れ
た
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
常
識
か
ら
離
れ
て
、
古
典
の
豊
か
な
世
界
に
立
ち
戻
り
、
そ
の
面
白
さ
を
楽
し
ん
で
み
る
と
い
う
、
ゆ
る

や
か
で
、
ゆ
と
り
の
あ
る
学
び
の
構
え
が
あ
っ
て
も
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

古
典
嫌
い
を
減
ら
す
よ
り
も
、
古
典
好
き
を
増
や
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
の
解
を
求
め
て
、
古
典
を
他
人
事
で
は
な
く
現

代
と
結
び
つ
い
た
共
鳴
板
の
よ
う
に
捉
え
、
対
話
す
る
こ
と
で
少
し
で
も
古
典
に
共
感
で
き
る
よ
う
な
方
法
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
悠
長
な
こ
と
は
い
っ
て
ら
れ
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
今
ま
で
そ
う
し
た
ゆ
と
り
の
あ
る
、
か
つ
、
短
時
間
で
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
る
古
典
教
材
が
な
か
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
授
業
で
使
っ
て
試
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
短
い
使
い
勝
手
の

よ
い
教
材
が
あ
れ
ば
、
授
業
の
流
れ
の
中
で
適
宜
使
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
少
し
時
間
が
と
れ
そ
う
な
と
き
に
、

本
書
に
お
さ
め
ら
れ
た
教
材
・
実
践
例
を
試
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
書
は
そ
ん
な
思
い
で
作
り
ま
し
た
。

実
際
に
、
和
本
や
く
ず
し
字
、
あ
る
い
は
和
本
と
く
ず
し
字
を
組
み
合
わ
せ
て
授
業
を
し
て
み
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
か
ら
進
ん

で
問
題
に
取
り
組
み
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
意
見
交
換
を
始
め
ま
す
。
自
ず
と
調
べ
学
習
の
場
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

く
ず
し
字
学
習
は
ク
イ
ズ
を
解
く
感
覚
が
一
番
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仲
間
で
集
ま
っ
て
、
意
見
を
出
し
あ
い
な
が
ら
く
ず
し
字
を

本書はオープンアクセスです。
以下のサイトより全文を公開しています。

「第Ⅱ部　教材編」の問題は PDFでダウンロードして
プリントしてご自由に授業でお使いください。

●　●　●　●　●　●

▼同志社大学古典教材開発研究センター
https://kotekiri20.wixsite.com/cdemcjl

▼文学通信『未来を切り拓く古典教材』特設サイト
https://bungaku-report.com/kotekiri.html

全文インターネット公開中
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はじめに ── これからの古典教育のために

解
読
し
て
い
く
、
そ
の
こ
と
自
体
が
楽
し
い
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
読
解
で
き
る
と
、
な
お
い
っ
そ
う
興
味

が
わ
い
て
き
ま
す
。
少
し
大
げ
さ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
古
典
に
内
在
す
る
多
様
な
価
値
観
と
の
出
会
い
に
は
、
痺
れ
る
よ
う
な
快
感
が

あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
学
び
の
醍
醐
味
を
味
わ
え
ま
す
。

な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
。
お
そ
ら
く
、そ
の
教
材
が
面
白
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
自
分
た
ち
が
知
っ
て
い
る
教
科
書
の
古
典
と
は
違
う
、も
っ

と
拡
が
り
の
あ
る
古
典
の
世
界
と
出
会
え
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
う
し
た
出
会
い
の
瞬
間
に
数
多
く
立
ち
会
っ
て
き
ま

し
た
。
未
知
の
も
の
と
の
出
会
い
に
よ
る
驚
き
と
感
動
が
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
読
者
を
古
典
と
共
鳴
さ
せ
、
古
典
へ
の
多
様
な
探
求
に
つ

な
げ
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
た
驚
き
と
喜
び
の
世
界
へ
一
歩
踏
み
出
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
と
海
外
、
学
校
と
地
域
、
社
会
と
教
育
、

研
究
と
教
育
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
教
材
で
つ
な
が
っ
て
い
く
大
き
な
学
び
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
仲
間
入
り
が
で
き
る
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
大
学
な
ど
の
校
種
を
超
え
た
豊
か
で
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
ら

れ
る
、素
顔
の
教
育
の
現
場
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、生
涯
を
通
し
て
学
び
続
け
る
喜
び
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
こ
か
ら
は
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
案
内
し
て
い
き
ま
す
。

第
Ⅰ
部
で
は
、
古
典
教
育
へ
の
新
し
い
切
り
口
の
入
門
編
と
し
て
三
つ
の
観
点
か
ら
情
報
を
提
供
し
て
い
き
ま
す
。

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
1
「
古
典
へ
の
誘
い
方
」
は
、
古
典
教
育
の
あ
り
方
を
今
日
の
視
点
か
ら
捉
え
な
お
し
、
現
場
か
ら
再
構
築
し
て
い
く
意
欲

的
な
取
組
み
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

多
忙
を
き
わ
め
る
国
語
科
教
員
を
取
り
巻
く
厳
し
い
職
場
環
境
の
な
か
で
、
現
代
の
生
徒
た
ち
の
現
実
か
ら
出
発
し
て
ゴ
ー
ル
を
目
指

し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
は
古
典
と
現
代
を
結
び
つ
け
て
い
く
巧
み
な
仕
掛
け
に
も
な
り
得
る

と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
ま
た
古
典
教
育
で
は
、
学
習
指
導
要
領
と
生
徒
の
学
習
環
境
の
多
様
性
の
狭
間
で
悩
む
こ
と
も
し
ば

し
ば
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
現
代
と
古
典
の
境
界
線
上
で
冒
険
に
踏
み
出
す
よ
う
な
試
み
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
は
そ

ん
な
実
践
例
を
紹
介
し
ま
す
。

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
2
「
和
本
へ
の
誘
い
方
」
は
、
和
本
で
古
典
の
魅
力
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
工
夫
を
問
い
か
け
ま
す
。
小
学
生
や
中
学
生
、

高
校
生
が
古
典
籍
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
の
か
。
現
代
と
異
な
る
多
様
な
文
化
的
な
価
値
と
ど
の
よ
う

に
向
き
合
う
の
か
、
そ
の
面
白
さ
を
い
か
に
捉
え
よ
う
と
す
る
の
か
。
普
段
接
す
る
こ
と
の
な
い
和
本
に
ふ
れ
る
と
い
う
刺
激
的
な
体
験

を
す
る
こ
と
で
、
古
典
へ
の
興
味
、
関
心
を
ど
こ
ま
で
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
証
し
て
い
ま
す
。

和
本
を
使
っ
て
、
実
物
が
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
通
し
て
古
典
と
の
距
離
を
縮
め
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
和
本
そ
の
も
の
が
必
要
で
す
。
手
元
に
和
本
が
な
く
て
も
、
そ
れ
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
さ
っ
そ
く
授
業

準
備
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
授
業
者
や
学
習
者
の
た
め
の
和
本
の
基
礎
知
識
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
必

要
な
和
本
の
知
識
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
配
布
用
の
プ
リ
ン
ト
な
ど
が
あ
る
と
、
和
本
を
活
用
し
た
授
業
を
導
入
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
す
ぐ
に
使
え
る
プ
リ
ン
ト
も
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
3
「
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方
」
で
は
、
教
科
書
な
ど
の
活
字
で
し
か
古
典
に
接
し
た
こ
と
の
な
い
学
習
者
が
、
生
き
た
古
典

の
多
様
な
く
ず
し
字
の
世
界
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
古
典
へ
の
興
味
、
関
心
の
裾
野
を
拡
げ
て
い
こ
う
と
す
る
事
例
と
情
報
が
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
く
ず
し
字
教
材
を
使
っ
た
授
業
を
実
践
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
不
安
に
こ
た
え
る
解
説
を
冒
頭
に

示
し
て
、
く
ず
し
字
授
業
へ
の
取
組
み
の
ハ
ー
ド
ル
を
低
く
し
ま
し
た
。

く
ず
し
字
教
材
を
使
用
し
た
授
業
を
ど
の
よ
う
に
展
開
す
れ
ば
い
い
の
か
。
学
習
指
導
要
領
と
の
関
わ
り
は
ど
う
な
の
か
。
く
ず
し
字

を
使
っ
た
授
業
を
行
う
上
で
必
要
な
知
識
や
ス
キ
ル
を
ど
の
よ
う
に
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
く
ず
し
字
の
ア
プ
リ
を
ど
う
使
え
ば

い
い
の
か
。
く
ず
し
字
教
材
の
素
材
を
探
す
方
法
は
。
具
体
的
に
実
践
し
て
い
こ
う
と
し
た
と
き
に
予
想
さ
れ
る
不
安
や
困
難
を
軽
減
す
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はじめに ── これからの古典教育のために 　
　
　
　

古
典
へ
の
誘
い
方

STEP1
第
Ⅰ
部　

入
門
編

る
こ
と
を
目
指
し
た
章
で
す
。

第
Ⅱ
部
で
は
、
く
ず
し
字
学
習
の
た
め
の
教
材
を
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
ま
ま
プ
リ
ン
ト
し
て
利
用
で
き
る
く
ず
し
字
教
材
と
、
そ
の
ま

ま
授
業
で
使
え
る
教
材
解
説
を
掲
載
し
ま
し
た
。
教
材
に
記
し
た
初
級
・
中
級
は
あ
く
ま
で
目
安
の
レ
ベ
ル
で
す
。
自
由
に
配
点
は
考
え

て
く
だ
さ
い
。
教
科
書
の
補
助
教
材
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
く
ず
し
字
を
読
む
こ
と
で
授
業
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
引
き
上
げ
る
副
教

材
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
く
ず
し
字
を
読
む
練
習
を
し
た
い
人
の
た
め
の
ド
リ
ル
と
し
て
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

多
忙
な
学
校
教
育
の
現
場
で
和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
教
材
を
試
し
て
み
た
い
、
授
業
の
流
れ
の
中
で
興
味
づ
け
の
た
め
に
導
入
し

て
み
た
い
と
考
え
た
と
き
、
す
ぐ
に
使
え
る
教
材
や
プ
リ
ン
ト
が
あ
れ
ば
便
利
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
く
ず
し
字
教
材
は
、

現
在
ほ
と
ん
ど
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
本
書
で
は
、
教
育
現
場
に
立
つ
教
員
が
自
分
自
身
の
授
業
の
中
で
、
授
業
計
画
に
従
っ
て
適
宜
使
用

で
き
る
、
多
種
多
様
な
教
材
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
と
も
こ
れ
ら
を
授
業
を
活
性
化
す
る
試
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
使
っ
て
み
て
く
だ

さ
い
。

最
後
に
付
録
と
し
て
、「
く
ず
し
字
一
覧
表
」
と
「
現
古
絵
合
わ
せ
カ
ル
タ
」
を
お
さ
め
ま
し
た
。「
く
ず
し
字
一
覧
表
」
は
頻
出
の
字

母
を
選
定
し
直
し
て
、
書
き
下
ろ
し
ま
し
た
。「
現
古
絵
合
わ
せ
カ
ル
タ
」
は
、
く
ず
し
字
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
イ
ラ
ス

ト
と
そ
の
解
答
と
し
て
の
く
ず
し
字
の
組
み
合
わ
せ
を
カ
ル
タ
で
楽
し
み
な
が
ら
学
習
で
き
る
よ
う
に
作
っ
て
い
ま
す
。
サ
イ
ズ
を
う
ま

く
調
整
い
た
だ
く
と
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
カ
ル
タ
を
自
作
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
カ
ル
タ
は
小
学
校
の
児
童
向
け
に
大
学
生
が

作
っ
た
も
の
で
、
実
際
に
小
学
校
の
模
擬
授
業
で
実
践
さ
れ
た
も
の
で
す
。

本
書
で
、
従
来
の
教
科
書
の
古
典
と
は
異
な
っ
た
、
多
様
で
豊
か
な
古
典
の
世
界
を
探
求
し
て
み
ま
せ
ん
か
。「
生
き
た
古
典
」
の
世

界
を
み
な
さ
ん
で
拡
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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［総論］本当に必要なのかと言わせない古典

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

1　
「
こ
て
ほ
ん
」
の
衝
撃

二
〇
一
九
年
に
明
星
大
学
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」（
略
し
て
「
こ
て
ほ
ん
」）
が
古
典
教
育
の
関
係

者
に
与
え
た
衝
撃
は
大
き
な
も
の
で
し
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ま
ず
古
典
「
否
定
派
」
が
「
高
校
で
古
典
必
修
は
不
要
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
展
開
し
ま
す
。
そ
の
理

由
は
「
経
済
成
長
に
対
し
て
優
先
度
が
低
い
」「
差
別
的
な
価
値
観
が
有
害
で
あ
る
」「
現
代
語
訳
で
読
め
ば
い
い
」
と
い
っ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
古
典
「
肯
定
派
」
は
、
否
定
派
が
作
っ
た
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
土
台
に
は
乗
っ
て
の
反
論
は
し
な
い
と
宣
言
し
、
古
典
を
学
ぶ

意
義
と
し
て
「
古
典
は
幸
せ
に
生
き
る
知
恵
を
授
け
る
」「
高
校
で
は
実
用
性
よ
り
広
い
教
養
が
大
切
で
あ
る
」「
自
国
の
文
化
を
知
る
権

利
が
あ
る
」「
誰
が
必
要
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
」
な
ど
と
主
張
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
肯
定
派
が
否
定
派
に
「
反
論
で
き
て
い
な
い
」
と
い
う
評
価
を
、
当
の
否
定
派
は
も
ち
ろ
ん
、
議
論
を
見
て
い
た
オ
ー
デ
ィ

エ
ン
ス
か
ら
も
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
視
聴
し
て
い
た
勤
務
校
の
生
徒
た
ち
は
、
そ
の
内
容
が
大
い
に
不
満
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
彼
ら
が
感
じ
た
問
題

点
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

総　

論
本
当
に
必
要
な
の
か
と
言
わ
せ
な
い
古
典

仲
島
ひ
と
み
（
国
際
基
督
教
大
学
高
等
学
校
）

・
否
定
派
と
肯
定
派
の
議
論
（
論
点
）
が
か
み
あ
っ
て
い
な
い
。

・
目
指
し
て
い
る
も
の
も
そ
れ
ぞ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
否
定
派
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
つ
も
り
の
よ
う
だ
が
、
肯
定
派
は
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

・
高
校
の
古
典
と
い
う
話
題
で
あ
り
な
が
ら
、
当
事
者
で
あ
る
高
校
生
の
意
見
が
全
く
聞
か
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
生
徒
た
ち
は
自
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
高
校
に
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」（「
高
校
こ
て
ほ
ん
」）
が
二
〇
二
〇
年
六
月
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

も
と
も
と
は
三
月
に
学
校
を
会
場
と
し
て
開
催
す
る
予
定
だ
っ
た
の
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
り
、
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
以
下
の
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。

①
二
〇
一
九
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
論
点
整
理
。
否
定
派
・
肯
定
派
の
四
名
の
主
張
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
新
た
な
ゲ
ス
ト
に
迎
え
た
二
名

の
主
張
を
紹
介
し
た
。

②
高
校
生
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
。
高
校
生
が
古
典
や
古
典
の
授
業
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
、
複
数
の
高
校
の
生
徒
に
依
頼
し
、
約

六
〇
〇
人
か
ら
回
答
を
得
て
分
析
し
た
。

③
高
校
生
メ
ン
バ
ー
が
肯
定
派
・
否
定
派
に
分
か
れ
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
、
合
意
形
成
に
向
け
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
詳
細
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
書
籍
『
高
校
に
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
』（
文
学
通
信
、
二
〇
二
一
年
）
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

二
〇
一
九
年
の
「
こ
て
ほ
ん
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
必
修
・
選
択
と
い
う
論
点
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
二
〇
二
〇
年
の
「
高
校
こ
て

ほ
ん
」
で
は
そ
こ
か
ら
議
論
を
一
歩
手
前
に
戻
し
て
、
そ
も
そ
も
高
校
で
古
典
の
授
業
を
す
る
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
否
定
派
・
肯
定
派
の
対
立
が
か
み
あ
う
形
で
見
え
る
よ
う
に
、
③
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
コ
ン
テ
ン
ツ
・
リ
テ

ラ
シ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
整
理
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
表
で
す
。
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［総論］本当に必要なのかと言わせない古典

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

意
義
が
あ
る
と
い
う
見
方
も
、
意
義
が
な
い
も
し
く
は
害
が
あ
る
と
い
う
主
張
も
、
ど

ち
ら
も
一
理
あ
る
と
言
え
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
必
修
・
選
択
の
議
論
は
他
の
科
目
と
の

兼
ね
合
い
も
あ
り
、
最
終
的
に
は
優
先
順
位
を
ど
う
つ
け
る
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
の

で
、
な
か
な
か
こ
こ
だ
け
を
見
て
簡
単
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

私
個
人
と
し
て
は
、
古
典
を
必
修
科
目
と
し
て
学
習
す
る
こ
と
は
、
リ
テ
ラ
シ
ー
の
面

か
ら
相
当
程
度
正
当
化
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
本
語
の
書
き
言
葉

に
は
、
明
治
時
代
の
言
文
一
致
前
後
で
か
な
り
大
き
な
断
絶
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
断
絶
を

乗
り
越
え
る
こ
と
を
考
え
る
時
、
文
語
文
法
と
漢
文
訓
読
の
学
習
は
大
き
な
意
味
を
持
ち

ま
す
。
ど
の
よ
う
な
分
野
に
進
む
と
し
て
も
、
一
〇
〇
年
前
の
資
料
に
ア
ク
セ
ス
す
る
必

要
性
は
意
外
と
多
く
の
人
に
あ
り
得
ま
す
が
、
一
〇
〇
年
前
の
書
き
言
葉
の
た
め
に
文
語

文
法
と
漢
文
訓
読
の
知
識
を
学
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
変
わ
ら
な
い
努
力
で
一
〇
〇
〇
年

前
の
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
可
能
に
な
り
ま
す
。（
漢
文
も
含
め
れ
ば
紀
元
前
の
資
料
へ
の
ア

ク
セ
ス
を
可
能
に
し
て
く
れ
ま
す
）
そ
う
考
え
る
と
、
古
典
の
学
習
の
「
コ
ス
パ
」
は
そ
う

悪
く
な
い
も
の
に
思
え
ま
す
。

さ
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
高
校
生
の
メ
ン
バ
ー
が
二
つ
の
陣
営
に
分
か
れ
て
デ
ィ

ベ
ー
ト
を
し
た
後
、
そ
の
立
場
を
離
れ
て
個
人
の
意
見
を
言
い
合
う
「
感
想
戦
」
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
は
肯
定
派
も
含
め
て
、
今
の
授
業
に
も
問
題
が
あ
る
、
授
業
の
改
善
が

必
要
だ
、
と
い
う
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
が
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
到
達
し
た
合
意

点
と
い
う
形
に
な
り
ま
し
た
。
現
場
の
教
員
と
し
て
は
重
た
い
宿
題
を
与
え
ら
れ
た
な
、

意義がある（肯定派） 意義がない（否定派）

 コンテンツ
古典に学ぶことは有益である 有益だとしても

現代語訳で学べばよい
過去を相対化する視点を持つ 差別的な価値観が有害である

 リテラシー
古い資料にアクセスできる 古い資料は

アクセス不要の人が多い
現代語の運用能力向上に

つながる
現代語や実用的なことを

優先すべき

 アイデン
ティティー

個人のルーツ・
よりどころとなる 自分とのつながりを感じない

共同体としてのつながりを作る ナショナリズム・
排他性につながる

と
思
い
ま
す
。

2　

な
ぜ
必
要
性
を
問
わ
れ
て
し
ま
う
の
か

そ
も
そ
も
な
ぜ
古
典
は
「
本
当
に
必
要
な
の
か
」
と
問
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
教
育
談
義
の
中
で
必

要
性
を
問
わ
れ
る
の
は
古
典
だ
け
で
は
な
く
、
英
文
法
だ
っ
た
り
三
角
関
数
や
微
分
積
分
だ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
槍
玉
に
あ
が

り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
古
典
（
古
文
・
漢
文
）
は
頻
繁
に
問
わ
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

な
ぜ
古
典
は
必
要
性
を
問
わ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
れ
は
、
役
に
立
つ
と
も
面
白
い
と
も
思
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
も
し
生
徒
が
古
典
の
授
業
が
役
に
立
つ
と
実
感
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
面
白
い
と
楽
し
ん
で
い
た
り
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
必
要
か

ど
う
か
と
い
う
問
い
は
あ
え
て
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
問
わ
せ
て
し
ま
う
責
任
が
、
役
に
立
つ
と
も
面
白
い
と
も
思
わ
せ
る
こ
と
の
で

き
て
い
な
い
授
業
者
の
側
に
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
「
役
に
立
つ
」
と
も
「
面
白
い
」
と
も
思
え
な
い
状
態
と
い
う
の
は
、
外
発
的
動
機
付
け
・
内
発
的
動
機
付
け
の
い
ず
れ
も
な
い

状
態
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
外
発
的
動
機
付
け
」「
内
発
的
動
機
付
け
」
と
い
う
の
は
、
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
デ
シ
と
ラ
イ
ア
ン
に
よ
る
「
自
己
決
定
理
論
」
の
用
語
で
す
。
外
発
的
動
機
付
け
と
は
、
あ
る
行
為
の
外

側
に
あ
っ
て
そ
れ
を
行
う
理
由
と
な
る
も
の
を
言
い
ま
す
。
典
型
的
に
は
、
罰
や
報
酬
が
そ
う
で
す
。
古
典
が
何
か
の
「
役
に
立
つ
」
と

い
う
の
も
、外
発
的
動
機
付
け
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
内
発
的
動
機
付
け
」
と
は
、そ
の
行
為
自
体
が
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
自
体
が
「
面
白
い
」
か
ら
、
や
り
た
い
か
ら
や
る
、
と
い
う
の
が
内
発
的
動
機
付
け
で
す
。
一

般
的
に
内
発
的
な
動
機
付
け
の
方
が
強
力
で
あ
る
こ
と
や
、
は
じ
め
は
内
発
的
動
機
付
け
で
は
じ
め
た
こ
と
で
も
ご
褒
美
を
も
ら
う
と
外

発
的
動
機
付
け
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
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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

3　

古
典
と
外
発
的
動
機
付
け

一
口
に
外
発
的
動
機
付
け
と
言
っ
て
も
、
そ
の
実
か
な
り
の
幅
が
あ
り
ま
す
。
罰
を
受
け
た
く
な
い
（
損
を
し
た
く
な
い
）
か
ら
や

る
、
報
酬
が
あ
る
（
得
を
す
る
）
か
ら
や
る
、
そ
れ
が
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
か
ら
や
る
。
い
ず
れ
も
外
発
的
動
機
付
け
で
は
あ
り
ま
す
が
、

感
じ
方
と
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

古
典
が
ど
の
よ
う
に
役
に
立
つ
か
と
い
う
こ
と
に
も
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
い
く
つ
か
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

最
も
外
的
な
の
は
「
入
試
で
使
う
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
し
ょ
う
か
。
入
試
科
目
に
古
典
が
入
る
こ
と
に
は
入
学
後
の
学
び
に
つ
な
が

る
意
味
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
単
に
選
抜
に
使
い
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
別
に
そ
れ
が
古
典
で
あ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
古
典
そ
の
も
の
が
役
立
つ
理
由
で
は
な
い
と
考
え
る
と
、
動
機
付
け
と
し
て
は
弱
く
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

一
方
、
前
に
も
触
れ
た
リ
テ
ラ
シ
ー
と
し
て
の
必
要
性
は
、
も
う
少
し
実
質
的
な
も
の
で
す
。
例
え
ば
法
律
、
行
政
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
で
少
し
で
も
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
す
れ
ば
文
語
文
法
や
漢
語
漢
文
の
知
識
は
必
要
に
な
り
ま
す
し
、
理
系
分
野
で
も
、
天
文

や
地
震
な
ど
の
研
究
で
は
実
際
に
古こ

文も
ん

書じ
ょ

が
使
わ
れ
ま
す
。
古
典
の
世
界
は
小
説
・
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
と
い
っ
た
創
作
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
宝
庫
で
も
あ
り
、
原
文
が
読
め
れ
ば
誰
か
が
訳
し
た
も
の
し
か
読
め
な
い
人
よ
り
確
実
に
有
利
で
す
。
ま
た
、
歴
史
的
認
識
が

問
題
に
な
る
中
で
、
意
図
的
で
あ
れ
非
意
図
的
で
あ
れ
資
料
が
誤
読
さ
れ
た
時
に
は
そ
の
誤
り
を
指
摘
で
き
る
よ
う
な
、
デ
マ
や
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
に
流
さ
れ
な
い
た
め
の
社
会
的
ワ
ク
チ
ン
と
し
て
の
役
割
も
軽
視
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
、
古
典
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

で
す
の
で
、
同
じ
外
発
的
動
機
付
け
の
中
で
も
学
習
者
が
必
然
性
を
感
じ
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

4　

古
典
と
内
発
的
動
機
付
け

古
典
そ
の
も
の
が
楽
し
い
か
ら
や
り
た
く
て
や
る
、
と
い
う
の
が
内
発
的
動
機
付
け
で
す
。
そ
の
楽
し
み
方
に
も
実
は
い
ろ
い
ろ
な
も

の
が
あ
り
得
ま
す
。
最
も
注
目
さ
れ
や
す
い
の
は
文
学
的
に
読
む
面
白
さ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
例
え
ば
言
語
学
的
に
、

言
葉
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
現
在
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
の
も

面
白
い
で
す
し
、
歴
史
学
的
に
、
史
料
と
し
て
古
典
作
品
を
読
み
込
み
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
た
の
か
を
推
定
し
て
い
く
面
白

さ
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
科
学
的
に
、
前
項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
天
文
や
地
震
に
関
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
古
い
医
学
や
薬
学
に

関
す
る
こ
と
を
ひ
も
と
い
て
い
く
の
は
、
役
に
立
つ
か
ど
う
か
以
前
に
そ
れ
自
体
が
知
的
好
奇
心
を
刺
激
す
る
面
白
さ
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
内
発
的
動
機
付
け
に
な
り
そ
う
な
古
典
の
面
白
さ
を
さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
で
考
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
応
じ
た
教
材

の
発
掘
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ち
な
み
に
、
古
典
肯
定
派
に
は
、
内
発
的
動
機
付
け
で
古
典
を
、
そ
れ
も
文
学
的
な
側
面
を
中
心
に
研
究
し
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
一
方
の
否
定
派
は
、
内
発
的
動
機
付
け
で
は
な
く
外
発
的
動
機
付
け
で
古
典
を
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
で
も
話
の

す
れ
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

5　

本
当
に
必
要
な
の
か
と
言
わ
せ
な
い
古
典

そ
れ
で
は
、
生
徒
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、
本
当
に
必
要
な
の
か
と
言
わ
れ
な
い
・
言
わ
せ
な
い
授
業
を
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
内
発
的
・
外
発
的
動
機
付
け
を
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
加
え
て
、
前
掲
の
デ
シ
と
ラ
イ
ア
ン
の
自
己
決

定
理
論
か
ら
、
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
事
柄
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

デ
シ
と
ラ
イ
ア
ン
は
、
ど
の
よ
う
な
文
化
に
属
す
る
人
で
あ
っ
て
も
、
三
つ
の
心
理
的
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
こ
と
が
健
康
や
幸
福

（w
ellbeing

）
に
つ
な
が
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
の
三
つ
の
心
理
的
ニ
ー
ズ
と
は
、com

petence

（
有
能
さ
、「
で
き
る
」
と
い
う
感
覚
）、
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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

autonom
y

（
自
律
性
、自
分
で
決
め
る
、選
ぶ
こ
と
）、そ
し
てrelatedness

（
関
係
性
、誰
か
と
つ
な
が
っ
て
い
る
感
覚
）
で
す
。
こ
れ
ら
の
ニ
ー

ズ
を
満
た
す
よ
う
な
授
業
設
計
を
し
て
い
く
こ
と
で
、
学
習
者
の
満
足
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
の
実
践
例
や
ア
イ
デ
ア
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

6　

com
petence  

読
め
る
、
読
め
る
ぞ
！

com
petence

（
有
能
さ
）
へ
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、「
読
め
る
ぞ
！
」
と
い
う
感
じ
を
ど
う
持
っ
て
も
ら
う
か
が
重
要
で
す
。

①
活
用
表
を
参
照
し
て
読
む　

こ
れ
は
二
〇
一
九
年
の
「
こ
て
ほ
ん
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
書
籍
版
『
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
』
の
総

括
で
も
提
案
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
テ
ス
ト
に
活
用
表
を
つ
け
て
み
る
方
法
が
あ
り
得
ま
す
。
文
法
体
系
を
体
系
と
し
て
暗
記
し
、
何
も

見
な
い
で
活
用
さ
せ
る
の
は
、「
で
き
る
」
と
思
え
る
ま
で
の
ハ
ー
ド
ル
が
少
々
高
す
ぎ
ま
す
。
も
う
少
し
ス
モ
ー
ル
ス
テ
ッ
プ
で
文
法

を
活
用
す
る
体
験
が
で
き
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。「
そ
れ
で
は
テ
ス
ト
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
抵
抗
感
を
持
つ
人
も
多
い
の

で
す
が
、
実
際
に
そ
れ
で
み
ん
な
が
満
点
を
取
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
考
え
て
み
れ
ば
、
現
実
に
は
教
員
も
研
究
者
も
、
参
考
書
・

注
釈
書
・
辞
書
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
読
ん
で
い
き
ま
す
。
古
典
を
手
ぶ
ら
で
読
む
テ
ス
ト
は
、
あ
る
意
味
で
は
か
な
り
特
殊
な
環
境
と

も
言
え
ま
す
。

②
「
本
物
」
を
見
る　

教
科
書
の
本
文
は
、
翻ほ
ん

刻こ
く

さ
れ
漢
字
や
ひ
ら
が
な
の
表
記
な
ど
も
調
整
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
か
え
っ

て
「
本
物
の
古
い
も
の
を
読
め
て
い
る
」
と
感
じ
に
く
く
さ
せ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
古
文
書
や
碑
を
実
際
に
見
て
読
ん

で
み
る
と
い
う
体
験
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
実
際
に
近
場
に
あ
る
石
碑
を
見
に
足
を
運
ん
だ
り
す
る
の
も
楽
し
い
で
す
し
、
本
は
複
製

で
も
い
い
の
で
手
に
取
っ
て
見
ら
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
は
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
も
充
実
し
て
き
た
の
で
使
わ
な
い
手
は

あ
り
ま
せ
ん
。
国
立
国
会
図
書
館
が
運
営
す
る
「
ジ
ャ
パ
ン
サ
ー
チ
」（https://jpsearch.go.jp/

）
な
ど
で
検
索
す
れ
ば
簡
単
に
教
材
が

作
れ
ま
す
。
く
ず
し
字
学
習
ア
プ
リ
「
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
」、
Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
ア
プ
リ
「
み
を
」
な
ど
も
、
初
心
者
の
強
い
味
方
で
す
。

③
読
み
や
す
い
も
の
を
読
む　

入
門
期
は
読
み
や
す
く
て
面
白
い
も
の
を
読
む
の
が
一
番
で
す
。
た
い
て
い
の
教
科
書
が
中
世
の
説
話
で

導
入
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
意
図
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
近
い
時
代
の
近
代
文
語
文
や
近
世
の
作
品
な
ど
か
ら
も
、
探
し
て
み
る
と

今
の
教
科
書
の
定
番
以
外
に
も
生
徒
の
興
味
を
引
き
そ
う
な
も
の
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
『
解か
い

体た
い

新し
ん

書し
ょ

』『
蘭ら
ん

学が
く

事こ
と

始は
じ
め』

な
ど
も
面
白
そ
う
で
す
。
ヒ
ン
ト
に
な
る
問
い
や
注
を
つ
け
た
プ
リ
ン
ト
を
作
成
す
る
な
ど
し
て
、
そ
れ
を
頼
り
に
自
分
で
ガ
ツ
ガ
ツ
読

ん
で
み
る
よ
う
な
使
い
方
が
で
き
る
と
「
読
め
た
」
と
い
う
感
覚
を
得
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

7　

Autonom
y  

自
分
で
決
め
る
！　

選
ぶ
！

Autonom
y

（
自
律
性
）
へ
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
自
分
で
選
択
し
決
定
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
組
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
自

分
で
対
象
や
方
法
を
選
べ
る
よ
う
な
課
題
を
出
し
て
み
る
の
が
い
い
で
し
ょ
う
。

①
全
文
音
読
チ
ャ
レ
ン
ジ　

好
き
な
作
品
を
自
分
で
選
ん
で
本
文
を
全
文
音
読
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
課
題
を
一
年
生
の
夏
休
み
の
宿
題

で
出
し
て
み
ま
し
た
。
テ
キ
ス
ト
は
原
文
で
あ
れ
ば
文
庫
本
で
も
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
（
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
で
閲
覧
で
き
る
全

集
で
も
、
何
で
も
可
。
実
際
に
自
分
で
も
音
読
し
て
み
て
、
時
間
の
目
安
を
示
し
ま
し
た
。
例
え
ば
方ほ
う

丈じ
ょ
う

記き

は
三
〇
分
、
土と

佐さ

日に
っ

記き

は

四
五
分
、
竹た
け

取と
り

物も
の

語が
た
りは
一
時
間
、
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
りや
更さ
ら

級し
な

日に
っ

記き

は
一
時
間
四
〇
分
、
古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
うは
四
時
間
程
度
で
全
文
を
音
読
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
一
年
生
に
対
し
て
か
な
り
の
む
ち
ゃ
ぶ
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
お
お
む
ね
楽
し
ん
で
や
っ
て
く
れ
た
よ
う
で
す
。
読
ん
だ

作
品
・
所
要
時
間
と
と
も
に
感
想
を
書
い
て
提
出
し
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
意
外
と
中
身
が
わ
か
っ
て
い
そ
う
な
感
想
に
驚
き
ま
し
た
。
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［総論］本当に必要なのかと言わせない古典

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

も
ち
ろ
ん
本
に
載
っ
て
い
る
注
釈
や
現
代
語
訳
を
参
照
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
授
業
で
や
っ
た
文
法
事
項
が
わ
か
っ
た
」
な

ど
の
コ
メ
ン
ト
も
あ
り
、「
読
め
る
」
と
感
じ
ら
れ
てcom

petence

へ
の
ニ
ー
ズ
と
い
う
面
で
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

②
翻
訳
翻
案
チ
ャ
レ
ン
ジ　

教
科
書
的
な
一
つ
の
正
解
が
あ
る
と
思
う
と
苦
し
い
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
翻
訳
を
参
考
に
し

て
自
分
な
り
の
表
現
を
し
て
み
よ
う
と
い
う
課
題
を
出
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
伊
勢
物
語
で
三
～
四
種
類
、
源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
りで
八
～

一
〇
種
類
の
訳
（
英
訳
も
含
む
）
を
並
べ
て
紹
介
。
こ
れ
だ
け
い
ろ
い
ろ
な
訳
し
方
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
解
放
さ
れ
た
気
分
に
な
り
ま
す

が
、
自
分
で
表
現
す
る
方
も
、
現
代
パ
ロ
デ
ィ
や
マ
ン
ガ
・
イ
ラ
ス
ト
も
ア
リ
に
す
る
と
か
な
り
多
様
に
な
り
面
白
い
で
す
。

こ
こ
ま
で
全
面
的
な
も
の
で
な
く
て
も
、
小
さ
な
と
こ
ろ
で
選
択
や
工
夫
の
余
地
が
設
け
ら
れ
て
い
る
授
業
を
設
計
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
本
の
小
中
高
の
授
業
や
学
校
生
活
で
は
、
自
分
で
決
め
て
選
ぶ
練
習
を
あ
ま
り
さ
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
が
変
わ
る
と
、

社
会
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
希
望
も
持
っ
て
い
ま
す
。

8　

Relatedness  

み
ん
な
で
！　

推
し
！

Relatedness

（
関
係
性
）
へ
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
教
室
の
中
の
共
同
体
作
り
の
方
向
性
と
、
学
習
内
容
に
対
す
る
つ
な
が
り
を
作

る
方
向
性
と
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

①
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク　

生
徒
同
士
で
協
力
し
て
取
り
組
む
課
題
は
、
学
び
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
作
る
の
に
役
立
ち
ま
す
。
授
業
法
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
が
各
所
で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、こ
こ
で
は
詳
し
い
説
明
は
割
愛
し
ま
す
が
、例
と
し
て「
ジ
グ
ソ
ー
学
習
」、「
リ

テ
ラ
チ
ャ
ー
サ
ー
ク
ル
」、「
Ｑ
Ｆ
Ｔ
（
質
問
づ
く
り
）」、「
イ
ン
プ
ロ
（
即
興
演
劇
）」、「
群
読
」
な
ど
が
古
典
の
授
業
で
も
活
用
で
き
そ
う
で
す
。

検
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

②
「
推
し
」
を
作
る　

古
典
の
作
品
や
作
者
、登
場
人
物
、歌
人
な
ど
、自
分
の
好
き
な
人
や
物
（
最
近
よ
く
言
う
と
こ
ろ
の
「
推
し
」）
を
作
る
と
、

学
習
す
る
の
も
楽
し
く
な
り
ま
す
。
英
語
教
育
の
関
係
者
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
「
推
し
文
法
」「
推
し
構
文
」
と
い
っ
た
話
を
し
て
い
る
の
も
見

か
け
た
こ
と
が
あ
り
、
推
し
技
法
・
推
し
単
語
・
推
し
助
詞
・
推
し
助
動
詞
な
ど
を
自
分
で
決
め
て
語
り
合
っ
た
り
す
る
と
面
白
い
か
も

し
れ
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
筆
者
の
推
し
助
詞
は
「
さ
へ
」、
推
し
助
動
詞
は
「
む
」
で
す
。

古
典
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
や
高
校
生
ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
て
い
て
、
古
典
に
対
す
る
考
え
方
に
は
、
過
去
の
教
員
と
の
出
会
い
に

影
響
さ
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
と
感
じ
ま
す
。
深
み
の
あ
る
知
識
と
愛
の
あ
る
語
り
で
古
典
フ
ァ
ン
を
生
み
出
し
て
き
た
先
生
は
今
ま

で
に
も
た
く
さ
ん
い
て
、そ
う
い
う
先
生
と
出
会
え
た
人
は
幸
福
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
一
方
、不
幸
な
出
会
い
方
を
し
て
し
ま
っ

た
ば
か
り
に
古
典
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

古
典
が
社
会
の
中
で
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
継
承
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
学
校
で
そ
れ
を
教
え
る
教
員
の
力
量
が
全
体
と
し
て
上
が
り
、

支
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
勉
強
が
必
要
で
す
し
、
勉
強
で
き
る
余
裕
が
必
要
で
す
。
労
働
環
境
に
関
わ
る
こ
と
で

も
あ
り
、
一
朝
一
夕
に
劇
的
な
改
善
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
分
が
古
典
を
「
推
す
」
だ
け
で
は
な
く
、「
推
さ
れ
る
」
教
員

に
な
り
、
生
徒
を
古
典
の
魅
力
に
つ
な
が
る
道
に
誘
う
こ
と
。
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
立
と
う
と
い
う
意
識
を
、
ま
ず
は
持
ち

た
い
と
思
い
ま
す
。
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［実践 1］古典世界に誘うための「フック」と「問い」

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

有
田
祐
輔
（
大
阪
府
立
茨
木
高
等
学
校
）

1　

好
き
な
も
の
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
う

「
古
典
好
き
」
を
増
や
す
た
め
に
、
古
典
の
文
学
的
な
面
白
さ
や

奥
深
さ
に
つ
い
て
正
面
突
破
で
大
熱
弁
し
て
も
、
も
と
も
と
古
典

に
好
意
を
持
っ
て
い
な
い
生
徒
に
は
響
か
な
い
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
、
プ
ロ
野
球
好
き
の
私
が
、
野
球
に
関
心
の
な
い
友
人
の
興
味

関
心
を
喚
起
し
た
い
の
な
ら
ば
、
ま
ず
は
友
人
が
今
持
っ
て
い
る

興
味
関
心
に
寄
り
添
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ま
す
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

が
好
き
な
人
に
は
お
し
ゃ
れ
な
デ
ザ
イ
ン
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
紹
介
し
た
り
、
音
楽
ラ
イ
ブ
で
盛
り
上
が
る
の

が
好
き
な
人
を
思
い
切
っ
て
ス
タ
ジ
ア
ム
に
連
れ
て
行
っ
て
み
た

り
、
相
手
の
「
今
の
興
味
関
心
」
に
引
っ
掛
か
る
「
フ
ッ
ク
」
を

仕
掛
け
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
少
し
ず
つ
、
段
階
的
に
、
野

球
競
技
の
世
界
に
引
っ
張
っ
て
い
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
終
的

に
目
指
す
の
は
、
そ
の
友
人
が
野
球
と
い
う
競
技
「
そ
の
も
の
」

の
魅
力
や
奥
深
さ
を
知
り
、
そ
の
も
の
を
好
き
に
な
る
、
と
い
う

こ
と
で
す
。

私
に
と
っ
て
、
野
球
を
勧
め
る
こ
と
と
、
古
典
の
興
味
関
心
を

喚
起
す
る
こ
と
と
は
、「
好
き
な
も
の
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら
う
」

と
い
う
点
で
同
じ
で
す
。
古
典
の
授
業
で
も
、
生
徒
が
今
持
っ
て

い
る
興
味
関
心
に
引
っ
掛
か
り
そ
う
な
「
フ
ッ
ク
」
を
仕
掛
け

て
、
少
し
ず
つ
、
古
典
そ
の
も
の
の
面
白
さ
に
つ
な
げ
て
い
き
ま

す
。
彼
ら
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
感
性
、
今
あ
る
知
識
の
枠
の
中

で
、
彼
ら
の
ペ
ー
ス
に
合
わ
せ
て
並
走
し
続
け
る
、
と
い
う
の
で

は
な
く
、
ど
こ
か
で
グ
イ
ッ
と
違
う
コ
ー
ス
に
引
っ
張
っ
て
い
っ

て
、
新
し
い
世
界
を
見
せ
る
こ
と
、
自
分
か
ら
は
ア
ク
セ
ス
し
て

こ
な
か
っ
た
外
の
世
界
に
引
っ
張
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
野
球
で
あ
れ
古
典
で
あ
れ
、
ど
う
し
て
も
好
き
に

な
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
も
う
、
仕
方
の
な

い
こ
と
で
す
。
私
は
い
つ
も
、
あ
わ
よ
く
ば
一
コ
マ
あ
た
り
一
人

実
践
1

古
典
世
界
に
誘
う
た
め
の

「
フ
ッ
ク
」
と
「
問
い
」

の
興
味
関
心
が
喚
起
で
き
れ
ば
十
分
だ
と
思
っ
て
授
業
を
組
み
立

て
て
い
ま
す
。
一
コ
マ
あ
た
り
た
っ
た
一
人
で
も
、
週
二
コ
マ

の
授
業
を
指
導
要
領
の
定
め
る
標
準
時
数
ぶ
ん
実
施
す
れ
ば
、
約

七
〇
回
な
の
で
、
四
〇
人
ク
ラ
ス
で
あ
れ
ば
、
一
人
に
つ
き
年
間

約
二
回
ず
つ
、
そ
の
興
味
関
心
を
喚
起
で
き
る
計
算
に
な
り
ま
す

（
明
ら
か
に
ナ
ン
セ
ン
ス
な
計
算
で
す
が
、
こ
れ
ぐ
ら
い
の
気
持
ち
で
授

業
に
臨
む
方
が
、
よ
い
意
味
で
余
裕
を
も
っ
て
、
や
わ
ら
か
い
表
情
で
授

業
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
）。

2　
「
フ
ッ
ク
」
と
「
問
い
」

幸
い
、
古
典
に
は
フ
ッ
ク
の
仕
掛
け
所
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
。

『
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り』「

東
あ
づ
ま

下く
だ

り
」
で
あ
れ
ば
、「
あ
づ
ま
」
の
語
源
を
説

明
す
る
際
に
ゲ
ー
ム
や
漫
画
の
世
界
で
「
倭
や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

建
命
（
日
本
武
尊
）」

を
知
っ
て
い
る
生
徒
を
ひ
き
つ
け
た
り
、「
乾か
れ

飯い
ひ

」
を
作
っ
て
い
っ

て
授
業
時
間
中
に
ふ
や
か
し
て
食
べ
て
み
た
り
（
涙
の
塩
分
濃
度

を
ス
マ
ホ
で
検
索
さ
せ
て
、
そ
の
場
で
食
塩
水
を
作
っ
て
か
ら
授
業
を
始

め
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
）
…
…
。
さ
ら
に
深
堀
り
し
て
、「
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
が
『
あ
づ
ま
は
や
』
と
嘆
く
の
は
足あ
し

柄が
ら

の
坂
で
す
。
坂
は

〈
内
／
外
〉〈
此し

岸が
ん

／
彼ひ

岸が
ん

〉
の
境
界
と
捉
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
こ

で
彼
は
白
い
鹿
の
姿
を
し
た
神
に
出
く
わ
し
ま
す
。
ア
ニ
メ
映
画

『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
で
千
尋
と
両
親
が
異
世
界
に
迷
い
込
む

き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
も
「
坂
」。
両
親
は
異
界
の
も
の
を
食
べ

て
豚
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
黄よ
も
つ
へ
ぐ
い

泉
戸
禊
で
黄よ

み泉
の
国
の
住
人
に

な
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
と
重
な
り
ま
す
。」
と
、
他
の
作
品
に
つ
な
げ

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
乾
飯
に
つ
い
て
は
、「
災
害
備
蓄
品
の
ア

ル
フ
ァ
化
米
は
ま
さ
に
乾
飯
で
す
。
こ
れ
は
家
で
も
作
る
こ
と
が

で
き
ま
す
よ
。
四
日
ほ
ど
か
か
る
古
式
ゆ
か
し
い
天
日
干
し
の
方

法
と
、
オ
ー
ブ
ン
を
使
っ
て
一
二
〇
分
ほ
ど
で
簡
単
に
作
れ
る
レ

シ
ピ
を
紹
介
す
る
の
で
、
ぜ
ひ
家
で
作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と

勧
め
て
み
る
の
も
面
白
い
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
ち
ら
か
ら
話
を
展
開
す
る
だ
け
だ

と
、
ど
う
し
て
も
一
方
的
な
感
じ
が
し
ま
す
。
で
き
る
だ
け
生
徒

が
「
主
体
的
に
」
古
典
の
面
白
さ
に
「
気
づ
く
」
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
、
私
は
「
段
階
的
に
問
い
を
重
ね
る
」
と
い
う
手
法
を
用

い
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
以
下
に
、
二
つ
の
具
体
的
な
実
践
例

を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
各
実
践
例
で
は
ど
の
よ
う
に
問
い
を
重
ね

て
い
く
の
か
を
わ
か
り
や
す
く
お
伝
え
す
る
た
め
に
、
発
問
内
容

を
具
体
的
に
お
示
し
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
学
校
で
シ
ラ
バ
ス



25 24

［実践 1］古典世界に誘うための「フック」と「問い」

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

上
の
制
約
、
時
間
的
な
制
約
、
学
習
到
達
度
の
制
約
（
大
学
受
験

を
見
据
え
た
指
導
が
必
要
な
場
合
、
体
系
的
な
文
法
学
習
や
、
入
試
対
策

的
な
こ
と
も
絡
め
な
が
ら
、
授
業
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
で
き
る
だ
け
時
間
を

圧
迫
し
な
い
形
で
で
き
る
例
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

 

実
践
例
1 　
「
日
曜
朝
」
か
ら
「
名
乗
り
口
上
」
へ　

高
校
一
年
生

『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』「
木き

曽そ

の
最さ
い

期ご

」

木
曽
（
源
）
義よ
し

仲な
か

「
昔
は
聞
き
け
ん
も
の
を
…
…
」、
今い
ま

井い

四し

郎ろ
う

兼か
ね

平ひ
ら

「
日
ご
ろ
は
音
に
も
聞
き
つ
ら
ん
、
…
…
」
の
名
乗
り
口

上
に
つ
い
て

問
1
「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
日
曜
朝
の
戦
隊
ヒ
ー
ロ
ー
ド
ラ
マ
や
変

身
ヒ
ロ
イ
ン
ア
ニ
メ
を
観
て
い
た
人
は
、
何
を
観
て
い
ま
し

た
か
。」

問
2
「
彼
／
彼
女
ら
は
、
変
身
し
た
後
、
名
乗
り
を
上
げ
て
か
ら

戦
い
に
挑
み
ま
す
ね
。
ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
で
日
本
の
戦

隊
ヒ
ー
ロ
ー
ド
ラ
マ
が
リ
メ
イ
ク
さ
れ
た
際
に
は
、
現
地
の

製
作
陣
が
『
な
ぜ
日
本
の
ヒ
ー
ロ
ー
は
戦
闘
前
に
悠
長
に
名

乗
る
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
間
に
や
ら
れ
て
し
ま

う
じ
ゃ
な
い
か
。』
と
指
摘
し
た
そ
う
で
す
。
元げ
ん

寇こ
う

の
際
に

は
名
乗
り
を
上
げ
ず
に
攻
め
込
ん
で
く
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
苦

戦
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
な
ぜ
名
乗
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。」

問
3
「
味
方
と
敵
に
向
か
っ
て
大
声
で
名
乗
り
を
上
げ
た
の
は
、

誰
が
誰
を
打
ち
倒
し
た
の
か
が
、
そ
の
後
の
論ろ
ん

功こ
う

行こ
う

賞し
ょ
うに

関

わ
っ
た
た
め
で
す
。
さ
て
、
で
は
あ
な
た
な
ら
、
ど
の
よ
う

に
名
乗
っ
て
か
ら
戦
い
に
挑
み
ま
す
か
。
隣
の
人
と
二
分
ほ

ど
で
「
名
乗
り
合
い
」
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。」

問
4
「
名
乗
り
の
中
で
は
、
名
前
以
外
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言

い
ま
し
た
か
。
何
人
か
に
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。」

問
5
「
で
は
、
義
仲
、
兼
平
は
ど
の
よ
う
に
名
乗
り
口
上
を
上
げ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
単
語
帳
と
文
法
書
を
使
っ
て
、
訳
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。」

問
6
「
戦
隊
ヒ
ー
ロ
ー
っ
て
、
か
っ
こ
い
い
ス
ー
ツ
を
着
て
い
ま

す
よ
ね
。
で
は
、
義
仲
は
ど
の
よ
う
な
姿
で
名
乗
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
名
乗
ら
れ
た
敵
方
は
ど
ん
な
反
応

を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
教
科
書
や
便
覧
の
カ
ラ
ー
資
料

を
参
考
に
し
な
が
ら
「
木き

曽そ

左さ

馬ま
の

頭か
み

、
／
…
…
／
大だ
い
お
ん
じ
や
う

音
声
を

挙
げ
て
名
乗
り
け
る
は
、」
ま
で
を
、
文
法
事
項
に
留
意
し

な
が
ら
「
一
条
次
郎
／
…
…
／
と
ぞ
進
み
け
る
」
ま
で
を
読

ん
で
み
ま
し
ょ
う
。」

※
こ
れ
ら
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、
武
士
の
名
乗
り
口
上
に
つ
い

て
知
る
と
同
時
に
、
過
去
推
量
・
現
在
推
量
の
助
動
詞
や
、
逆

接
確
定
の
接
続
助
詞
な
ど
の
文
法
事
項
、
武
士
の
装
束
に
つ
い

て
も
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
た
だ
口
語
訳
を

作
っ
た
り
、
単
純
に
本
文
の
記
述
か
ら
カ
ラ
ー
資
料
に
飛
ん
で

し
ま
う
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
彼
ら
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ

て
、
そ
こ
か
ら
問
い
を
重
ね
る
こ
と
で
古
典
世
界
に
引
っ
張
っ

て
い
く
と
、
彼
ら
自
身
の
問
い
と
し
て
主
体
的
に
作
品
を
読
み
、

新
た
な
世
界
に
触
れ
て
、
新
た
な
面
白
さ
に
気
づ
か
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

 

実
践
例
2 　
「
わ
た
し
の
春
」
か
ら
「
清せ
い

少し
ょ

納う
な

言ご
ん

の
斬
新
さ
」
へ　

高
校
二
年
生

『
枕
ま
く
ら

草の
そ
う

子し

』「
中ち
ゅ
う
な
ご
ん

納
言
参
り
給
ひ
て
」「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た

る
を
」
の
導
入
と
し
て

問
1
「
皆
さ
ん
は
「
春
」
と
い
え
ば
何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。」

 

【
タ
ブ
レ
ッ
ト
やW

i-Fi

に
接
続
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
が
あ
れ
ば
、

そ
の
場
で
ア
ン
ケ
ー
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
リ
ン
ク
を
付
け
た

メ
ー
ル
を
送
信
し
、
回
答
さ
せ
る
と
、「
ラ
イ
ブ
感
」
が
あ
り
、

多
く
の
意
見
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
面
白
い
で

す
。
そ
の
際
、
で
き
れ
ば
回
答
結
果
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し

て
そ
の
場
で
意
見
を
共
有
し
ま
す
。
過
去
の
回
答
例
は「
桜
」

「
新
生
活
」「
新
学
年
」「
入
学
」「
卒
業
」「
た
ん
ぽ
ぽ
」「
花

粉
症
」「
鰆さ
わ
ら」「
プ
ロ
野
球
の
開
幕
」
…
…
、
特
に
「
桜
」
が

多
い
で
す
。】

問
2
「
皆
さ
ん
の
回
答
に
は
四
季
折
々
の
景
物
、行
事
、旬
の
食
材
、

「
物
」
が
多
い
よ
う
で
す
。『
古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う』
で
も
、
春
の
歌

の
半
数
以
上
が
「
桜
（
花
）」
を
詠
ん
で
お
り
、
春
上
か
ら

春
下
の
四
九
番
～
八
九
番
の
「
桜
の
大
歌
群
」
が
あ
る
ほ
ど

で
す
。『
古
今
』
の
春
の
歌
に
は
他
に
「
霞
」「
鶯
」「
柳
」「
山

吹
」
な
ど
も
詠
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
も
や
は
り
、
四
季
を

感
じ
る
「
物
」
で
す
ね
。
で
は
、
清
少
納
言
『
枕
草
子
』
で

は
、「
春
は
」
何
で
し
た
か
。」
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［実践 2］古典の STEAM 化 ――「ものづくり」による学びの実践

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

問
3「「
春
は
あ
け
ぼ
の
」で
す
ね
。「
あ
け
ぼ
の
」と
は
何
で
し
ょ

う
か
。
単
語
帳
や
辞
書
を
使
っ
て
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。」

問
4
「『
夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
始
め
る
こ
ろ
』
の
よ
う
な
説
明

が
出
て
き
ま
し
た
ね
。
こ
れ
は
、「
物
」
で
は
な
く
て
「
時

間
」
で
す
。
い
か
に
も
春
ら
し
い
も
の
で
は
な
く
、
時
間
帯

を
持
ち
出
し
た
。
こ
こ
に
、
清
少
納
言
ら
し
さ
、「
非
凡
さ
」

「
斬
新
さ
」
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、春
と
あ
け
ぼ
の
（
朝
）

の
取
り
合
わ
せ
は
、
季
節
を
無
視
し
た
、
品
格
の
な
い
取
り

合
わ
せ
で
は
な
い
の
で
す
。『
枕
草
子
』
の
約
一
〇
〇
年
前

に
作
ら
れ
た
勅
ち
ょ
く

撰せ
ん

和
歌
集
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
文
、「
仮

名
序
」
に
は
、か
つ
て
の
帝み
か
どた
ち
が
「
春
の
は
な
の
あ
し
た
」

に
歌
を
詠
ま
せ
た
、
と
言
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
春
と

朝
の
組
み
合
わ
せ
は
ち
ゃ
ん
と
、
雅み
や
びな
取
り
合
わ
せ
だ
っ
た

の
で
す
。
み
ん
な
が
当
た
り
前
に
思
い
浮
か
べ
る
も
の
で
は

な
い
、
斬
新
な
も
の
を
持
ち
出
し
て
い
る
、
け
れ
ど
も
、
実

は
古
典
（
清
少
納
言
に
と
っ
て
、『
古
今
』
は
す
で
に
古
典
で
す
）

を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
の
非
凡
さ
や
、
機
知
が
、
他
の
章
段

に
も
た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。「
中
納
言
～
」「
雪
の
い
と
高

う
～
」
に
も
清
少
納
言
ら
し
さ
が
見
ら
れ
て
面
白
い
の
で
、

早
速
読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
今
の
説
明
の
多

く
の
部
分
は
山
本
淳
子
さ
ん
の
『
枕
草
子
の
た
く
ら
み
』（
朝

日
新
聞
出
版
、 

二
〇
一
七
年
）
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

『
古
今
和
歌
集
』
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
宏
子
さ
ん
の
『「
古
今

和
歌
集
」
の
想
像
力
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
一
八
年
）
を

参
考
に
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。」

※
「
中
納
言
～
」「
雪
の
い
と
高
う
～
」
は
、
二
方
面
へ
の
敬
意

や
助
動
詞
な
ど
の
重
要
文
法
事
項
が
多
く
、
難
し
い
の
で
、
導

入
時
点
で
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
よ
う
と
思
え
る
よ
う
に
工
夫
し

て
い
ま
す
（
私
は
現
代
文
は
「
ま
と
め
」、
古
典
は
「
導
入
」
が
肝
心

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
）。
ま
た
、
興
味
関
心
を
持
っ
た
生
徒
を
よ

り
「
デ
ィ
ー
プ
な
」
古
典
の
世
界
に
誘
え
る
よ
う
に
、
自
分
が

参
考
に
し
た
図
書
は
で
き
る
だ
け
紹
介
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。

森
木
三
穂
（
鶴
岡
工
業
高
等
専
門
学
校
）

1　

自
ら
主
体
的
に
魅
力
を
発
見
す
る

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
は
「
探
求
す
る
と
か
学
ぶ

と
か
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
全
体
と
し
て
、
想
起
す
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
」（『
メ
ノ
ン
』）
と
い
い
ま
す
。
私
た
ち
の
魂
は
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
す
で
に
学
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
、
勇
気
を
も
っ
て
探

求
し
、倦
む
こ
と
が
な
け
れ
ば
、一
つ
の
想
起
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
自
ら
他
の
こ
と
も
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
と
。

古
典
文
学
を
学
ぶ
難
し
さ
の
一
つ
に
、
作
品
を
理
解
す
る
た
め

に
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
な
ぞ
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
品
内
に
散
り
ば

め
ら
れ
た
当
時
の
文
化
や
価
値
観
な
ど
を
含
め
て
読
む
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
作
品
の
魅
力
に
気

づ
く
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
す
が
、
そ
の
情
報
量
は
多
く
、

時
代
を
超
え
た
価
値
観
の
共
有
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
古
来
人
々
は
作
品
を
よ
り
楽
し
む
た
め
に
、
そ
れ
ら
の

要
素
を
含
ん
だ
多
様
な
表
現
方
法
に
よ
っ
て
享
受
し
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
「
国こ
く

宝ほ
う

源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
り

絵え

巻ま
き

」
は
『
源
氏
物
語
』
を
絵
画
化

し
た
逸
品
で
す
。
文
字
表
現
を
絵
画
化
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
文

化
や
風
習
を
視
覚
的
に
描
き
、
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
、
冊
子
絵
や
屛
風
絵
、
色
紙
絵
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

方
法
で
源
氏
絵
が
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
初は
つ

音ね

蒔ま
き

絵え

婚こ
ん

礼れ
い

調ち
ょ

度う
ど

」
や
小
袖
な
ど
の
工
芸
品
も
誕
生
し
、
絵
画
だ
け
で
は
な
い

表
現
方
法
で
作
品
が
享
受
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
人
々
は
物
語

を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
理
解
を
深
め
、
楽

し
み
、
味
わ
お
う
と
し
て
き
た
の
で
す
。
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
は
、
当

時
の
文
化
や
価
値
観
も
反
映
さ
れ
た
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
提
示

で
あ
り
、
古
く
か
ら
続
く
享
受
の
ス
タ
イ
ル
だ
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。古

典
文
学
を
学
ぶ
、
と
な
る
と
学
生
の
多
く
は
抵
抗
感
を
示
し

ま
す
。
講
義
前
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は
「
暗
記
さ
せ
ら
れ
た
」「
意

実
践
2

古
典
の
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
化

――
「
も
の
づ
く
り
」
に
よ
る
学
び
の
実
践
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［実践 2］古典の STEAM 化 ――「ものづくり」による学びの実践

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

味
が
わ
か
ら
な
い
」「
何
の
役
に
立
つ
の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い

う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
と
強
い
苦
手
意
識
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
対
象
で
あ
る
高
等
専
門
学
校
（
以
下
、

高
専
）
の
学
生
が
い
わ
ゆ
る
「
理
系
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が

抵
抗
感
の
強
さ
に
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、文
系
・

理
系
問
わ
ず
、
そ
も
そ
も
古
典
を
苦
手
だ
と
い
う
学
生
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ

を
払
拭
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
抱
き
ま
し
た
。
古
典

文
学
を
好
き
な
者
が
好
き
な
も
の
の
魅
力
を
語
る
の
は
簡
単
な
こ

と
で
す
が
、
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
を
持
っ
て
い
る
者
が
魅
力
を
感
じ

る
た
め
に
は
、
好
き
な
者
が
語
る
押
し
つ
け
の
魅
力
で
は
な
く
、

自
ら
主
体
的
に
魅
力
を
発
見
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
古
の
人
々
が
作
品
を
楽
し
ん
で
き
た
よ
う

に
、
現
代
を
生
き
る
学
生
た
ち
も
、
自
ら
の
手
で
作
品
を
ビ
ジ
ュ

ア
ル
化
す
る
こ
と
で
作
品
読
解
と
理
解
を
深
め
、
自
ら
探
求
の
一

歩
を
踏
み
出
す
こ
と
で
古
典
文
学
の
魅
力
を
発
見
し
て
い
く
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

2　

ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
の
手
法
─
─
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ

そ
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
の
手
法
と
し
て
用
い
た
の
が
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ

（
ス
テ
ィ
ー
ム
）
で
す
。
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
と
はScience

、Technology

、

Electronics

、Arts

、M
athem

atics

の
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
で
、

分
野
横
断
学
習
に
よ
り
新
た
な
価
値
の
創
造
、
課
題
発
見
、
課
題

解
決
の
力
を
養
う
教
育
手
法
で
す
。
高
専
と
は
五
年
間
の
課
程
の

中
で
技
術
者
を
養
う
高
等
教
育
機
関
で
す
。
理
工
学
に
興
味
を
持

ち
、
学
び
を
深
め
た
い
と
入
学
し
て
く
る
学
生
が
多
く
、
Ｓ
Ｔ
Ｅ

Ｍ
分
野
に
お
い
て
低
学
年
か
ら
専
門
的
な
知
識
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。
専
門
性
が
高
い
一
方
で
、
Ａ
の
分
野
に
該
当
す
る
リ
ベ

ラ
ル
ア
ー
ツ
や
芸
術
性
・
表
現
力
を
学
ぶ
機
会
が
少
な
く
、
視
野

狭き
ょ
う

窄さ
く

に
陥
り
や
す
い
こ
と
、
せ
っ
か
く
の
知
識
や
技
術
を
柔
軟

に
活
用
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し

た
。
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
多
彩
な
素
材
を
活
用
で
き
、
Ａ

分
野
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
国
語
で
あ
る
、
と
考
え
、
古
典

の
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
化
の
実
践
を
通
し
、
学
び
で
得
た
専
門
知
識
に
加

え
、
Ａ
分
野
で
あ
る
表
現
や
教
養
と
の
融
合
か
ら
総
合
的
な
力
や

視
点
を
養
お
う
と
試
み
ま
し
た
。
こ
の
取
り
組
み
は
高
専
と
い
う

特
殊
な
環
境
だ
か
ら
で
き
た
の
で
は
、
と
思
わ
れ
る
方
も
少
な
く

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
高
専
は
も
の
づ
く
り
技
術
の
学

び
を
低
学
年
か
ら
行
っ
て
お
り
、
環
境
も
充
実
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
は
自
ら
興
味
関
心
の
あ
る
も
の
を
探

求
す
る
力
が
あ
り
ま
す
。
探
求
を
推
進
す
る
た
め
の
環
境
も
整
い
、

気
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
実
社
会
だ
け
で
は
な
く
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
社
会
に
お
い
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
も
充
実
し
て
お
り
、
現
実

で
は
表
現
で
き
な
く
て
も
、自
分
の
好
き
な
も
の
へ
の
思
い
、や
っ

て
み
た
い
と
い
う
願
望
は
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
に
古
典
の
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
化
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
「
好
き
な
こ

と
を
生
か
す
」
が
あ
り
ま
す
。
倦
ま
ず
探
求
す
る
た
め
に
は
「
好

き
」
を
原
動
力
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
化
の

方
法
を
考
え
る
時
に
何
度
も
口
に
し
た
の
は
「
好
き
な
こ
と
を
生

か
そ
う
、
や
っ
て
み
た
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
」
と
い
う

こ
と
で
す
。

課
題
に
取
り
組
む
土
台
作
り
で
重
視
し
た
こ
と
が
三
つ
あ
り
ま

す
。
一
つ
目
は
「
自
ら
選
択
す
る
」
と
い
う
こ
と
。
誰
と
取
り
組

む
か
、
ど
の
作
品
の
ど
の
場
面
を
取
り
上
げ
る
か
、
ど
の
表
現
方

法
で
や
る
の
か
、
す
べ
て
自
分
で
選
択
し
ま
す
。
そ
れ
を
支
え
る

の
が
二
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
、「
自
由
度
」
で
す
。
課
題
に
取
り
組

む
際
に
設
定
す
る
「
自
由
度
」
に
よ
っ
て
自
分
自
身
で
「
選
択
」

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
完
全
に
自
由
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

あ
る
程
度
の
枠
の
中
で
の
自
由
で
は
あ
り
ま
す
が
、「
あ
る
程
度

の
枠
」
と
い
う
の
も
自
由
と
選
択
を
支
え
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

三
つ
目
は
「
楽
し
む
雰
囲
気
作
り
」
で
す
。
自
分
の
好
き
な
古
典

作
品
を
見
つ
け
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
各
時
代
の
多
様
な
ジ
ャ

ン
ル
の
作
品
を
授
業
の
中
で
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
深
く
正

確
に
学
ぶ
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
作
品
の
表
現
特
徴
や
時
代
に
お
け

る
文
化
や
価
値
観
の
体
感
を
重
視
し
ま
し
た
。
読
む
た
め
に
必
要

な
文
法
に
は
触
れ
ま
す
が
、
品
詞
分
解
等
の
文
法
の
学
習
は
行
い

ま
せ
ん
。
何
よ
り
も
、
価
値
観
の
相
違
と
共
感
を
楽
し
む
雰
囲
気

作
り
を
心
が
け
ま
す
。
そ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
に
対
し

て
自
分
は
ど
う
思
う
か
を
作
品
ご
と
に
考
え
、
共
有
す
る
こ
と
を

通
し
て
読
み
の
自
由
さ
を
経
験
的
に
会
得
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

古
典
の
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
化
の
実
践
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
は
、

古
典
文
学
の
新
た
な
価
値
を
創
造
し
ま
し
た
。
高
専
生
だ
か
ら
と

い
っ
て
必
ず
し
も
高
度
な
も
の
づ
く
り
技
術
に
よ
る
成
果
ば
か
り

だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
実
に
多
様
で
多
彩
な
そ
れ
ぞ
れ
の
「
好
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き
」
を
生
か
し
た
成
果
で
し
た
。
従
来
の
読
み
や
枠
組
み
に
と
ら

わ
れ
な
い
視
点
や
表
現
は
、
国
語
科
教
員
や
古
典
が
好
き
だ
と
思

う
側
に
対
し
て
新
鮮
な
驚
き
と
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。「
こ
の
よ

う
な
視
点
で
捉
え
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
、
本
来
自
由
で
あ
る
は

ず
の
読
み
の
面
白
さ
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
具
体
的
に
実
践

例
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

▼
課
題

：

奈
良
時
代
～
江
戸
時
代
の
日
本
の
古
典
文
学
作
品
を
一

つ
選
び
、
作
品
紹
介
を
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
際
、
作
品
の
魅
力
が

伝
わ
る
よ
う
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
を
制
作
し
て
発
表
時
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
発
表
方
法

：

七
分
間
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
。
パ
ワ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
用
い
た
資
料
を
用
意
す
る
こ
と
。

▼
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
の
傾
向

学
生
た
ち
の
「
好
き
な
こ
と
を
生
か
す
」
た
め
表
現
方
法
は
多

岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
五
つ
の
傾
向
が
あ

り
ま
す
。

1
．「
つ
く
る
」
…
作
品
に
登
場
す
る
も
の
（
道
具
）
を
実
際
に
作

る
も
の
づ
く
り
の
技
術
を
生
か
す

2
．「
実
験
・
計
算
す
る
」
…
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
実

際
に
可
能
な
の
か
を
科
学
的
に
分
析
す
る

3
．「
め
ぐ
る
」
…
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
地
を
自
分
の
足
で
め

ぐ
り
、
写
真
や
動
画
で
記
録
す
る

4
．「
ゲ
ー
ム
化
」
…
作
品
を
ベ
ー
ス
に
し
、
遊
興
要
素
を
加
え

た
ゲ
ー
ム
に
よ
っ
て
作
品
を
再
構
築
す
る

5
．「
実
演
」…
作
品
や
論
考
を
ベ
ー
ス
に
し
た
脚
本
や
歌
を
作
り
、

実
演
す
る

▼
作
品
例

1
．『
義よ
し

経つ
ね

千せ
ん

本ぼ
ん

桜ざ
く
ら』
平
た
い
ら
の
と
も
も
り

知
盛
の
碇い
か
りを
実
寸
大
で
作
成
［
図
1
］

第
二
「
渡と

海か
い

屋や

の
段
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
93　

竹
田
出

雲　

並
木
宗
輔　

浄
瑠
璃
集
』一
九
九
一
年
、岩
波
書
店
、四
五
六
頁
）

「
三さ
ん

途づ

の
海う
み

の
瀬せ

踏ぶ
み

み
せ
ん
」
と
碇い
か
り
を
取と
り

て
頭か
う
べ
に
か
づ
き
。

「
さ
ら
ば
さ
ら
ば
」
も
声こ
え

計ば
か
り。

2
．
耳に
ち
ょ
う
さ
い

鳥
斎
『
絵え

本ほ
ん

水み
ず

也や

空そ
ら

』『
忠
臣
蔵
』
の
薬
師
寺
次
郎
左
衛

門
の
絵
を
3
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
を
用
い
て
フ
ィ
ギ
ュ
ア
化
［
図

2
］

3
．『
平
家
物
語
』
那な

須す
の

与よ

一い
ち

の
扇
の
的　

矢
の
軌
道
を
物
理
演

算
に
て
算
出
［
図
3
］

図 2　3D プリンターを用いてフィギュア化した
耳鳥斎の絵

図 1　実寸大で作成した平知盛の碇
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学
生
が
選
択
す
る
作
品
の
傾
向
は
、
授
業
で
は
扱
わ
な
か
っ
た

作
品
を
題
材
に
選
ぶ
割
合
が
七
〇
％
ほ
ど
に
な
り
、
自
ら
作
品
を

開
拓
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
教
科
書
や
資
料
集

な
ど
に
は
載
っ
て
い
な
い
古
典
籍
を
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
発
見
し
、
く
ず
し
字
を
読
み
な
が
ら
作

品
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。
事
後
の
ア
ン
ケ
ー

ト
に
は
、「
や
っ
て
い
く
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
面
白
く
な
っ
た
」「
紹

介
す
る
た
め
に
は
自
分
が
し
っ
か
り
理
解
し
な
い
と
伝
え
ら
れ

な
い
」
と
い
う
声
が
多
く
み
ら
れ
、
作
品
を
理
解
し
、
表
現
す

る
た
め
に
主
体
的
に
学
ぼ
う
と
し
た
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
さ

に
、「
一
つ
の
想
起
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
自
ら
他
の
こ
と
も
発

見
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
く
つ
も
の
時

代
を
超
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
古
典
文
学
を
後
の
世
に
伝
え

て
い
く
た
め
に
も
、
作
品
の
持
つ
魅
力
を
主
体
的
に
発
見
で
き
る

よ
う
な
学
び
の
仕
掛
け
、
働
き
か
け
が
こ
れ
か
ら
の
古
典
教
育
に

は
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
享
受
の
方
法
は
多

様
・
多
彩
で
あ
り
、
止
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
自
分

自
身
が
柔
軟
な
視
点
と
広
い
視
野
を
持
ち
、
こ
れ
か
ら
も
古
典
文

学
の
魅
力
を
探
求
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

図 3　那須与一の矢の軌道を物理演算で算出

■疑問
那須与⼀は本当に扇を射抜けたのか？
その場合、どのような数値条件が必要なのか？

■物理の授業で習った「物理演算」で計算する

前提条件）
‧空気抵抗、⾵、⽮の⻑さ、質量は考えない
‧重⼒加速度は9.8㎨
‧⽮の加速度は100㎧（50kg）そのまま失速しない
‧扇との⽔平距離は81ｍ
‧扇の直径が20㎝
‧扇との⾼低差は2ｍ（扇の要から3㎝の部分で2ｍ）
‧正⾯から⾒た際の左右のずれは考えない

■計算した結果
許容誤差
上に17°
下に3°までのズレなら扇に当たる

⽮の軌道

⽮の軌道

扇

江
口
啓
子
（
豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
）

1　

は
じ
め
に

私
は
現
在
、
高
等
専
門
学
校
で
教
き
ょ
う

鞭べ
ん

を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
以

前
は
高
等
学
校
で
国
語
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
大
学
で
非

常
勤
講
師
と
し
て
古
典
文
学
の
入
門
を
教
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

小
学
生
を
対
象
と
し
た
古
典
に
親
し
む
た
め
の
講
座
も
行
い
ま
す

し
、
一
般
市
民
の
方
向
け
の
生
涯
学
習
と
し
て
の
古
典
講
座
を
担

当
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
小
学
生
か
ら
大
人
ま
で
、
古
典
の
知

識
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
に
、
少
し
で
も
古
典
に
親
し
ん
で
も
ら
う

よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
さ
ま
ざ
ま
に
試
行
錯
誤

を
し
て
参
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
小
学
生
か
ら
大
学
生
以
上
ま

で
を
対
象
に
、
古
典
に
親
し
む
授
業
の
実
践
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

2　
「
古
典
」
は
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る

古
典
と
い
う
と
、
少
し
で
も
学
習
し
た
こ
と
の
あ
る
人
に
と
っ

て
は
「
文
法
が
難
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
第
一
に
浮
か
ぶ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
肝
心
の
古
典
作
品
の
中
身
に
行
き

着
く
前
に
拒
絶
反
応
を
起
こ
さ
れ
が
ち
で
す
。
ま
た
、
そ
も
そ
も

古
典
と
い
う
の
は
単
に
「
古
い
物
語
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も

の
を
い
ま
さ
ら
読
ん
で
も
役
に
立
た
な
い
と
考
え
る
人
も
多
く
い

ま
す
。

し
か
し
、
古
典
と
は
実
際
に
は
「
古
い
物
語
」
を
指
す
の
で
は

な
く
、
昔
か
ら
今
に
い
た
る
ま
で
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る

物
語
を
指
し
ま
す
。
物
語
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
た
り
、
新
た

な
イ
メ
ー
ジ
が
加
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
変
わ
り
続
け
ま

す
。
そ
し
て
、
人
々
に
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
、
ご
く
自
然
に
現
代

の
文
化
に
溶
け
込
ん
で
い
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
こ
で
、
古
典
を
扱
う
際
に
は
必
ず
「
今
」
と
の
つ
な
が
り
を

軸
に
話
を
進
め
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
身
近
に
古
典
が

存
在
す
る
こ
と
を
実
感
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
へ
の

実
践
3

イ
メ
ー
ジ
で
現
代
と
つ
な
ぐ
古
典
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 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

心
理
的
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
の
で
す
。
特
に
、
現
代
の
ア
ニ
メ
や

ゲ
ー
ム
な
ど
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
い
て
、
い
か
に
古
典
が
活い

か
さ
れ
て
い
る
か
を
紹
介
し
、「
古
典
」
は
遠
く
に
あ
る
も
の
で

は
な
く
、
ご
く
身
近
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
も
ら
え

る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

3　
「
お
伽と
ぎ

草ぞ
う

子し

」
を
用
い
た
授
業
実
践

「
お
伽
草
子
」
と
は
広
義
の
定
義
と
し
て
は
一
四
世
紀
か
ら
一
七

世
紀
中
ご
ろ
に
か
け
て
作
ら
れ
た
四
〇
〇
種
あ
ま
り
の
短
編
物
語

群
を
指
し
ま
す
が
、狭
義
に
は
江
戸
時
代
の
享
き
ょ
う

保ほ
う

年
間
（
一
七
一
六

～
三
六
）
に
「
御お

伽と
ぎ

文ぶ
ん

庫こ

」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
二
三
編
の
物

語
を
指
し
ま
す
。
こ
れ
は
大
坂
で
書
店
を
営
ん
で
い
た
渋し
ぶ

川か
わ

清せ
い
え
も
ん

右
衛
門
が
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た
物
語

を
集
め
て
刊
行
し
た
叢
書
で
す
。
こ
の
中
に
は
今
で
も
多
く
の
人

に
親
し
ま
れ
て
い
る
「
一
寸
法
師
」
や
「
浦
島
太
郎
」
も
あ
り
ま
す
。

お
伽
草
子
作
品
は
絵
を
伴
う
短
編
物
語
が
ほ
と
ん
ど
で
、
今
で

も
昔
話
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
作
品
も
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、古
典
の
入
門
と
し
て
は
扱
い
や
す
い
作
品
で
す
。ま
た
、「
御

伽
文
庫
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
資
料
の
画
像
デ
ー
タ
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
て
い
る
「
御
伽
文
庫
」
の

作
品
を
用
い
た
授
業
実
践
を
二
つ
ご
紹
介
し
ま
す
。

 

実
践
例
1 　
「
浦
島
太
郎
」　

対
象

：

小
学
生
～
大
学
生
以
上

「
浦
島
太
郎
」
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
昔
話
で
す
が
、現
代
の
「
浦

島
太
郎
」
は
お
伽
草
子
の
「
浦
島
太
郎
」
と
大
き
く
異
な
る
点
が

あ
り
ま
す
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
よ
く
知
っ
て
い
る「
浦
島
太
郎
」

の
物
語
は
、
幅
広
い
世
代
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
く
、
わ
か
り
や

す
い
題
材
と
な
り
ま
す
。

【
流
れ
】

①
現
在
流
通
し
て
い
る
「
浦
島
太
郎
」
の
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
確

認
す
る
。

②
御
伽
文
庫
「
浦
島
太
郎
」
の
あ
ら
す
じ
を
、
挿
絵
と
と
も
に
説

明
す
る
。

③
現
代
版
と
御
伽
文
庫
版
と
の
違
い
に
つ
い
て
考
え
る
。

④
現
代
版
「
浦
島
太
郎
」
に
な
る
ま
で
の
物
語
の
変
遷
に
つ
い
て

説
明
す
る
。

①
は
古
典
の
知
識
が
全
く
な

く
て
も
誰
も
が
理
解
で
き
、
参

加
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。
本
に

よ
っ
て
浦
島
太
郎
が
竜
宮
城
に

滞
在
し
た
日
数
（
数
日
～
数
年
）

や
竜
宮
城
に
い
る
間
に
地
上
で

経
過
し
て
い
た
年
数
（
長
い
も

の
で
七
〇
〇
年
）
が
異
な
る
の
で
、

児
童
・
生
徒
た
ち
に
尋
ね
て
み

て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

②
で
、
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
写
真

を
使
い
つ
つ
、御
伽
文
庫
の
「
浦

島
太
郎
」
の
説
明
を
し
ま
す
。
実
は
、
絵
を
見
る
だ
け
で
も
現
代

版
と
の
違
い
が
わ
か
り
ま
す
。
図
1
は
物
語
の
第
一
図
で
す
。
一

目
見
た
だ
け
で
、「
亀
が
小
さ
い
」「
亀
が
い
じ
め
ら
れ
て
い
な
い
」

な
ど
の
違
い
に
気
が
つ
き
ま
す
。
ま
た
、「
浦
島
太
郎
」
と
言
え

ば
大
き
な
亀
の
背
に
乗
っ
て
竜
宮
城
に
向
か
う
場
面
が
有
名
で
す

が
、
お
伽
草
子
の
「
浦
島
太
郎
」
で
は
舟
に
乗
っ
て
竜
宮
城
に
向

か
う
様
子
が
描
か
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
古
文
が
読
め
な
く
て

も
、
絵
を
伴
う
お
伽
草
子
を
題
材
に
す
れ
ば
視
覚
情
報
か
ら
物
語

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
あ
わ
せ
て
く
ず
し
字
で
書
か

れ
た
本
文
を
見
せ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
図
2
は
「
浦
島
太
郎
」

図 1　国立国会図書館蔵「浦島太郎」第 1 図
（DOI：10.11501/2537589）

図 2　国立国会図書館蔵「浦島太郎」冒頭
（DOI：10.11501/2537589）
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の
冒
頭
の
本
文
の
写
真
で
す
。
小
学
生
で
も
読
め
る
仮
名
も
あ
り

ま
す
が
、
変
体
仮
名
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
く
ず
し
字
初
学
者
に

は
こ
の
冒
頭
で
「
う
ら
し
ま
太
郎
」
と
書
か
れ
て
い
る
箇
所
を
探

し
て
も
ら
い
ま
す
。ち
ょ
う
ど
三
行
目
か
ら
四
行
目
に
か
け
て「
う

ら
し
ま
太
郎
」と
あ
る
の
で
す
が
、こ
こ
で
は
、「
し
」は「
志
」、「
ま
」

は
「
満
」
の
字
母
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
一
つ
の
仮
名

に
つ
き
字
母
は
一
種
類
で
す
が
、
こ
の
例
を
用
い
て
か
つ
て
の
豊

か
な
ひ
ら
が
な
の
文
字
文
化
を
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
で
は
②
の
説
明
を
聞
き
な
が
ら
気
が
つ
い
た
現
代
版
と
の
違

い
を
ま
と
め
る
と
い
う
作
業
を
し
ま
す
。
個
人
で
ま
と
め
る
の
で

も
い
い
で
す
し
、
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

④
で
は
主
に
「
い
つ
か
ら
浦
島
太
郎
は
亀
に
乗
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
」、「
い
つ
か
ら
亀
が
い
じ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
」

に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。「
浦
島
太
郎
」
の
物
語
の
変
遷
に
つ
い

て
は
参
考
文
献
に
も
あ
げ
ま
し
た
が
、
林
晃
平
氏
に
よ
る
詳
細
な

先
行
研
究
が
あ
り
ま
す
。
対
象
が
高
校
生
以
上
で
あ
れ
ば
『
万ま
ん

葉よ
う

集し
ゅ
う』

や
『
日に

本ほ
ん

書し
ょ

紀き

』
に
あ
る
「
浦う
ら

島し
ま

子こ

」
の
伝
承
か
ら
た
ど
っ

て
み
る
と
、
こ
の
国
民
的
に
親
し
ま
れ
て
い
る
物
語
が
い
か
に
息

の
長
い
作
品
か
実
感
し
や
す
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

 

実
践
例
2 　
「
酒し
ゅ

呑て
ん

童ど
う

子じ

」　

対
象

：

高
校
生
～
大
学
生
以
上

「
酒
呑
童
子
」
と
い
え
ば
以
前
で
あ
れ
ば
怖
い
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
を

抱
く
人
が
多
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
現
在
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
「
酒
呑
童
子
」
を
画
像
検
索
す
る
と
、
恐
ろ
し
い
鬼

と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
妖
艶
な
美
女
や
イ
ケ
メ
ン
の
イ
ラ
ス
ト
が

ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
酒
呑
童
子
は
こ
の
現
代
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
で
大
活
躍
し
て
い
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
の
で
す
。

作
品
に
よ
っ
て
多
種
多
様
な
酒
呑
童
子
が
存
在
し
ま
す
が
、
そ
れ

は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
酒
呑
童
子
は
物
語
化

さ
れ
、
絵
画
化
さ
れ
た
中
世
か
ら
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
や
性
格
が
変

化
し
た
り
、
新
た
な
要
素
が
付
加
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。「
酒

呑
童
子
」
は
現
代
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
古
典
の
関
わ
り
を
説
明

す
る
上
で
格
好
の
題
材
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
物
語
の
内
容
に

残
酷
な
描
写
が
含
ま
れ
ま
す
の
で
、
私
は
対
象
を
高
校
生
以
上
に

し
て
い
ま
す
。

【
流
れ
】

①
現
代
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
登
場

す
る
「
酒
呑
童
子
」
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

②
御
伽
文
庫
「
酒
呑
童
子
」
の
あ
ら

す
じ
を
、挿
絵
と
と
も
に
説
明
す
る
。

③
「
酒
呑
童
子
」
の
図
像
の
変
遷
を

た
ど
る
。 

④
「
酒
呑
童
子
」
の
メ
デ
ィ
ア
展
開

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

①
で
は
ま
ず
「
酒
呑
童
子
」
を
画

像
検
索
し
た
状
況
を
示
し
、
現
代
の

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
い
て
も
活
躍

す
る
酒
呑
童
子
に
つ
い
て
確
認
を
し
ま
す
。

②
で
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
写
真
を

使
い
つ
つ
、
御
伽
文
庫
の
「
酒
呑
童
子
」
の
説
明
を
し
ま
す
。
対

象
が
高
校
生
で
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
こ
で
一
場
面
を
取
り
上
げ
て

古
文
読
解
の
練
習
に
あ
て
ま
す
。
大
学
生
で
あ
れ
ば
く
ず
し
字
を

翻
刻
し
た
上
で
本
文
を
読
解
し
て
も
ら
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
授

業
で
は
最
終
的
に
「
酒
呑
童
子
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
を
た
ど
り

た
い
の
で
、
定
番
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
ま
す
。
図

3
は
酒
呑
童
子
登
場
の
場
面
、
図
4
は
酒
呑
童
子
が
源
み
な
も
と
の
よ
り
み
つ

頼
光
に

よ
っ
て
退
治
さ
れ
る
場
面
で
す
。
こ
れ
ら
の
場
面
は
さ
ま
ざ
ま
な

図 3　国立国会図書館蔵「酒呑童子」第 5 図
（DOI：10.11501/2537591）

図 4　国立国会図書館蔵「酒呑童子」第 8 図
（DOI：10.11501/2537591）
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媒
体
で
繰
り
返
し
描
か
れ
続
け
ま
す
が
、
そ
の
中
で
継
承
さ
れ
る

も
の
、
変
化
し
て
い
く
も
の
が
あ
る
の
で
す
。

③
で
は
酒
呑
童
子
の
図
像
の
変
遷
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。
例

え
ば
図
3
は
ま
だ
鬼
と
し
て
の
正
体
を
見
せ
て
い
な
い
酒
呑
童
子

な
の
で
す
が
、
御
伽
文
庫
本
で
は
中
年
男
性
の
よ
う
な
風
貌
を
し

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
酒
呑
童
子
の
絵
巻
作
品
と
し
て
最
も
古
い

逸い
つ

翁お
う

美
術
館
蔵
『
大お
お

江え

山や
ま

絵え

詞こ
と
ば』

で
は
美
し
い
稚ち

児ご

姿
で
描
か
れ

て
い
る
の
で
す
。
な
お
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
怪

異
・
妖
怪
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
「
酒
呑
童
子
」
を
検
索
す
る

と
多
様
な
酒
呑
童
子
の
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
で
は
「
酒
呑
童
子
」
の
物
語
が
能
や
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
な
ど

に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
一
つ
の
物
語

が
異
な
る
メ
デ
ィ
ア
（
＝
表
現
媒
体
）
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
、

物
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
強
固
に
な
っ
た
り
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ

が
付
加
さ
れ
た
り
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
物
語
の
展
開
は

現
代
で
も
同
じ
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。
例
え
ば
『
鬼
滅
の
刃
』

は
も
と
は
マ
ン
ガ
で
す
が
、
ア
ニ
メ
化
し
、
舞
台
や
能
・
狂
言
に

も
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど「
酒
呑
童
子
」が
能
や
歌
舞
伎
に
な
っ

た
の
と
同
じ
で
す
。
ま
た
、
人
か
ら
外
れ
た
存
在
で
あ
る
「
鬼
」

が
長
ら
く
物
語
の
世
界
で
私
た
ち
の
心
を
つ
か
ん
で
離
さ
な
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
で
し
ょ
う
。

4　

お
わ
り
に

今
回
ご
紹
介
し
た
例
の
よ
う
に
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
物
語
を

教
材
と
し
、
さ
ら
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
を
使
え
ば
、
古
典
の
知
識

が
な
く
て
も
古
典
に
親
し
む
こ
と
は
可
能
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、

児
童
・
生
徒
に
古
典
に
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に
最
も
効
果
的
な

こ
と
は
、
ま
ず
は
授
業
者
が
古
典
を
好
き
に
な
る
こ
と
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
好
き
な
も
の
を
語
る
「
オ
タ
ク
語
り
」
で

授
業
を
行
え
ば
、
そ
の
情
熱
は
聞
き
手
に
必
ず
伝
わ
る
と
実
感
し

て
い
ま
す
。

　
　
　
　

和
本
へ
の
誘
い
方

STEP 2
第
Ⅰ
部　

入
門
編
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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

1　

は
じ
め
に

私
は
、
漢
字
文
化
圏
の
書
物
を
研
究
対
象
と
す
る
、
世
界
的
に
も
珍
し
い
研
究
所
で
あ
る
、
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯し

道ど
う

文ぶ
ん

庫こ

に

所
属
し
、
主
に
日
本
の
古こ

典て
ん

籍せ
き

（
和わ

本ほ
ん

）
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。
和
本
は
美
術
的
な
価
値
を
有
す
る
も
の
も
多
く
、
海
外
の
図
書

館
は
も
と
よ
り
美
術
館
や
博
物
館
な
ど
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
の
調
査
の
た
め
の
海
外
出
張
を
行
っ

て
き
ま
し
た
が
、
所
蔵
先
の
方
か
ら
和
本
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
、

和
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
国
々
の
方
に
も
、
和
本
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
き
、
研
究
や
教
育
に
も
っ
と
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
る
よ
う
に
な
り
、
現
地
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
講
演
会
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
流
行
の
た
め

に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
な
っ
た
も
の
も
含
め
る
と
、
欧
米
を
中
心
に
八
年
間
で
約
二
〇
回
開
催
し
て
い
ま
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
数
回
開
催
し
た
こ
ろ
に
、
慶
應
義
塾
大
学
が
、
国
際
的
な
大
規
模
公
開
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
（
Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｃ
＝M

assive 

O
pen O

nline C
ourse

）
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
、
イ
ギ
リ
ス
に
本
部
を
置
くFutureLearn

に
加
盟
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
制
作
会
議
の
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
意
見
を
求
め
ら
れ
た
際
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内
容
を
も
と
に
す
る
和
本
の
コ
ー
ス
を

提
案
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
、
リ
ー
ド
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
と
し
て
制
作
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
完
成
し
た

総　

論
和
本
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
─
教
材
と
し
て
の
古
典
籍
利
用
の
可
能
性

佐
々
木
孝
浩
（
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
）

Japanese C
ulture Through Rare Books

と
い
う
コ
ー
ス
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
か
ら
公
開
を
開
始
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
一
七
〇

以
上
の
国
や
地
域
の
二
五
〇
〇
〇
人
超
の
方
々
が
登
録
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
続
編
と
し
て
制
作
し
た
、The Art of W

ashi 

Paper in Japanese Rare Books

で
も
リ
ー
ド
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
を
務
め
、
二
〇
一
八
年
七
月
の
公
開
以
後
、
約
七
〇
〇
〇
人
に
登
録

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
海
外
ば
か
り
で
活
動
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
国
内
に
お
い
て
も
、
中
学
生
か
ら
大
学
院
生
・
社
会
人
を
対
象
と
し
て
、

授
業
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
講
演
会
な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
江
戸
川
区
子
ど
も
未
来
館
の
ゼ
ミ

：

結
成
ビ
ブ
リ
オ
団
！

の
講
師
と
し
て
、
小
学
生
に
和
本
に
触
れ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
通
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
教
材

と
し
て
古
典
籍
を
利
用
す
る
方
法
な
ど
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

2　

和
本
の
基
礎
知
識

日
本
ほ
ど
古
く
て
多
彩
な
書
物
が
膨
大
に
現
存
し
て
い
る
国
は
他
に
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
水
害
や
火
災
な
ど
が
頻
繁
に
起

こ
る
国
で
あ
る
の
に
、
我
々
の
身
近
に
も
古
い
書
物
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
神
保
町
は
世
界
最
大
の
古
書
店
街
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
京
都

や
大
阪
・
名
古
屋
を
は
じ
め
全
国
あ
ち
こ
ち
に
和
本
を
扱
う
古
書
店
は
存
在
し
て
お
り
、
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
や
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
上

で
も
、
和
本
は
日
常
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
書
物
を
愛
し
、
作
り
続
け
、
大
切
に
保
存
し
て
き
た
の
で
す
。
和
本
を
知

る
こ
と
は
、
日
本
の
歴
史
や
文
化
、
あ
る
い
は
日
本
人
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
和
本
を
教
材

と
し
て
利
用
す
る
方
法
は
無
限
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

和
本
を
教
材
と
し
て
活
用
す
る
に
は
、
和
本
の
歴
史
、
和
本
の
基
本
的
な
形
態
、
使
用
さ
れ
た
紙
で
あ
る
料
り
ょ
う

紙し

の
こ
と
な
ど
、
和
本

に
関
す
る
基
礎
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
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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

六
世
紀
半
ば
の
仏
教
伝
来
は
書
物
の
伝
来
で
も
あ
る
と
か
、
日
本
人
最
古
の
書
物
は
、
聖
し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

が
推す
い

古こ

天
皇
二
二
年
（
六
一
四
）
か

ら
翌
年
に
か
け
て
書
い
た
と
さ
れ
る
『
法ほ
っ

華け

義ぎ

疏し
ょ

』
で
あ
る
と
か
、
推
古
天
皇
一
八
年
（
六
一
〇
）
に
、
紙
と
墨
の
作
り
方
を
し
っ
て
い

る
高こ
う

句く

麗り

僧
曇ど
ん

徴ち
ょ
うが

来
日
し
た
と
か
、
奈
良
時
代
に
日
本
各
地
で
漉す

か
れ
た
紙
が
正
倉
院
に
残
っ
て
い
る
と
か
、
最
古
の
印
刷
は
宝ほ
う

亀き

元
年
（
七
七
〇
）
に
完
成
し
た
百
ひ
ゃ
く

万ま
ん

塔と
う

陀だ

羅ら

尼に

で
あ
る
と
か
、
書
物
の
出
版
は
『
御み

堂ど
う

関か
ん

白ぱ
く

記き

』
寛か
ん

弘こ
う

六
年
（
一
〇
〇
九
）
一
二
月
一
四
日

条
に
見
え
る
千
部
の
法
華
経
が
記
録
の
初
例
で
あ
る
と
か
、
刊
行
年
の
明
ら
か
な
現
存
最
古
の
本
は
、
寛か
ん

治じ

二
年
（
一
〇
八
八
）
の
『
成
じ
ょ
う

唯ゆ
い

識し
き

論ろ
ん

』
で
あ
る
と
か
、
日
本
人
に
よ
る
活
字
印
刷
は
文ぶ
ん

禄ろ
く

二
年
（
一
五
九
三
）
の
『
古こ

文ぶ
ん

孝こ
う

経き
ょ
う』
が
最
初
だ
が
現
存
し
て
い
な
い
と
か
、

多
色
刷
り
の
印
刷
は
明め
い

和わ

二
年
（
一
七
六
五
）
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
な
ど
な
ど
、
生
徒
や
学
生
か
ら
質
問
さ
れ
そ
う
な
、
日
本
の
書
物
史

の
基
本
的
な
事
項
は
、
抑
え
て
お
い
た
方
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
他
に
も
、
和
本
に
関
す
る
基
礎
知
識
と
し
て
、
理
解
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
は
、
基
本
的
な
装
訂
の
種
類
で
し
ょ
う
。
和
本
は
、

東
ア
ジ
ア
諸
国
の
書
物
の
中
で
、
装
訂
や
大
き
さ
と
形
、
表
紙
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
な
ど
が
、
多
様
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
な
っ
た
大
き
な
理
由
と
し
て
、
他
の
国
々
で
は
版は
ん

本ぽ
ん

が
書
物
の
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
印
刷
技
術
が
伝
わ
っ
た

八
世
紀
以
降
も
、
写し
ゃ

本ほ
ん

の
時
代
が
長
く
続
い
た
の
で
、
多
様
性
を
保た
も

ち
や
す
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

和
本
の
基
本
的
な
装
訂
は
五
種
類
あ
り
ま
す
。
漢
字
の
音
読
み
に
、
時
間
差
を
も
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
、
呉
音
（
六り
く

朝ち
ょ
うの

呉
）・
漢
音

（
唐と
う

）・
唐
音
（
宋そ
う

以
降
）
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
々
の
最
新
の
知
識
を
保
存
し
た
書
物
が
大
陸
か
ら
日
本
に
伝
来
し
た
際
に
、
書
物
の

作
り
方
も
伝
わ
っ
て
日
本
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
五
種
と
は
、
①
巻か
ん

子す

装そ
う

・
②
折お
り

本ほ
ん

装そ
う

・
③
粘で
っ
ち
ょ
う
そ
う

葉
装
・
④
綴て
つ
よ
う
そ
う

葉
装

（
列れ
つ
じ
ょ
う
そ
う

帖
装
）、
⑤
袋ふ
く
ろ
と
じ
そ
う

綴
装
で
す
。

こ
こ
で
は
構
造
を
示
す
図
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
て
［
図
1
］、
詳
し
い
説
明
は
省
略
し
ま
す
が
、
簡
単
に
こ
れ
ら
の
特
徴
を
整
理
す
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
①
～
③
は
紙
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
の
に
糊
を
用
い
、
④
と
⑤
は
紙
に
穴
を
開
け
、
紙こ

縒よ

り
や
糸
で
綴と

じ
る

も
の
で
す
。
③
～
⑤
は
冊
子
本
と
呼
び
う
る
も
の
で
、
③
・
④
は
紙
の
両
面
を
用
い
る
も
の
、
①
・
②
は
裏
面
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る

も
の
で
す
。

和
本
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
五
種
の
装
訂
が
同
時
並
行
的
に
用
い

ら
れ
た
期
間
が
長
か
っ
た
こ
と
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
装
訂
が

書
物
製
作
の
目
的
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
装
訂
と
そ
こ
に
保
存
さ
れ
る
内
容
を
調
べ
る

と
、
装
訂
に
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
（
階
層
）
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
特
殊
な
用
い
ら
れ
方
を
し
た
②
折
本
装
と
、
鎌
倉
中

期
以
降
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な
る
③
粘
葉
装
を
除
外
し
て
考
え

る
と
、
最
も
格
が
高
い
の
は
①
巻
子
装
で
、
以
下
④
綴
葉
装
・
⑤

袋
綴
装
の
順
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
綴
葉
装
内
で
も
、
長

方
形
の
四よ
つ

半は
ん

本ぼ
ん

の
方
が
、
正
方
形
の
六む
つ

半は
ん

本ほ
ん

よ
り
も
格
が
高
い
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。

勅ち
ょ
く

撰せ
ん

和
歌
集
が
下
命
者
に
奏
覧
さ
れ
る
際
に
は
、
巻
子
装
で

製
作
さ
れ
る
慣
例
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
巻
子
装
の
権
威
を
端
的
に

示
す
事
例
で
す
。
そ
の
巻
子
装
に
は
、
詩
歌
や
歴
史
物
語
等
は
保

存
さ
れ
る
の
で
す
が
、
作
り
物
語
や
歌
物
語
は
基
本
的
に
保
存
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
紫
む
ら
さ
き

式し
き

部ぶ

は
『
源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
り』
を
書
い
た
た
め

に
地
獄
に
堕
ち
た
と
の
説
話
が
、
平
安
末
期
に
は
成
立
し
て
い
た

事
実
は
、
虚
構
で
あ
る
作
り
物
語
の
当
時
の
社
会
的
地
位
の
低
さ

図 1　基本となる装訂の 5 種類

①巻子装（かんすそう　scroll）
単位：軸

②折本装（おりほん　accordion book）
単位：帖

③粘葉装
（でっちょうそう　Pasted paper leaf book）

単位：帖

④綴葉装（てつようそう）
　列帖装（れつじょうそう）

（multisection book）　単位：帖

⑤袋綴装（ふくろとじ　pouch-binding）
単位：冊
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［総論］和本のポテンシャル ―― 教材としての古典籍利用の可能性

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

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

綴
葉
装
の
四
半
本
と
六
半
本
に
保
存
さ
れ
る
内
容
を
、
鎌
倉
時
代
に
限
定
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
巻
子
装
に
も
な
る
歌
書
類
は
、
四

半
の
方
が
六
半
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
の
に
対
し
、
絵
巻
と
い
う
特
例
を
除
き
、
巻
子
装
に
な
ら
な
い
作
り
物
語
は
、
六
半
の
方
が
四
半
よ

り
断
然
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
同
じ
歴
史
物
語
で
も
、『
栄え
い

花が

物も
の

語が
た
り』
は
六
半
が
目
立
つ
の
に
対
し
、『
大お
お

鏡か
が
み』
は
四
半
ば
か

り
で
六
半
が
確
認
で
き
な
い
と
い
う
違
い
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
『
大
鏡
』
の
方
が
『
栄
花
物
語
』
よ
り
も
物
語
性
が
薄
く
、
史
書

に
近
い
こ
と
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
四
つ
半
本
の

方
が
六
半
本
よ
り
も
格
が
高
い
と
判
断
で
き
る
の
で
す
。

ま
た
綴
葉
装
と
袋
綴
装
の
内
容
を
、
室
町
時
代
以
前
に
限
定
し
て
比
較
し
て
み
る

と
、『
源
氏
物
語
』
や
『
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り』
は
圧
倒
的
に
綴
葉
装
が
多
く
、
軍
記
物
語
は
袋

綴
装
の
方
が
断
然
多
い
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
文
化
圏
や
受
容
層
の
違
い
に
起
因
す

る
傾
向
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
綴
葉
装
の
方
が
袋
綴
装
よ
り
も
格
が
高
い
こ
と
が

理
解
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
を
確
認
し
て
い
く
と
、
装
訂
の
選
択
に
は
、
法
則
的
な
も
の
が

存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
書
物
に
関
す

る
法
則
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
の
書
道
伝
書
に
見
え
る
、
表
紙
の
題
名
で

あ
る
外げ

題だ
い

の
位
置
に
関
す
る
決
ま
り
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
歌
書
は
左
肩
に
、

物
語
は
中
央
に
書
く
と
い
う
も
の
［
図
2
］
で
、
公
家
文
化
を
伝
え
る
書
物
で
は
、
江

戸
時
代
に
な
っ
て
も
守
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
も
判
明
し
て
い
ま
す
。
こ
の

位
置
の
違
い
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
と
、
巻
子
装
の
外
題
の
位
置
が

図 2　和歌集（右）と物語（左）の写本の表紙（共に 17 世紀のもの）。
以下、所蔵先の明記がないものはすべて架蔵。

関
係
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
巻
子
装
の
表
紙
を
広
げ
て
裏
か
ら
見
る
と
、
外
題
は
左
肩
の
位
置
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
外
題

が
左
に
あ
る
も
の
は
、
巻
子
装
に
保
存
さ
れ
う
る
内
容
で
、
真
ん
中
は
巻
子
装
に
保
存
さ
れ
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
す
。

書
物
が
単
な
る
文
字
や
図
絵
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
保
存
す
る
た
め
の
道
具
で
は
な
く
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
保
存
し
た
タ
イ
ム

カ
プ
セ
ル
で
あ
る
こ
と
を
、
以
上
の
よ
う
な
情
報
か
ら
も
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
教
材
と
し
て
の
活
用
法
が

無
限
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら
な
の
で
す
。

3　

教
材
と
し
て
の
和
本
の
選
択

和
本
を
教
材
に
利
用
す
る
際
に
悩
ま
し
い
の
が
、
ど
の
よ
う
な
和
本
を
用
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
し
ょ
う
。
選
択
肢
が
多
す
ぎ
る
の

も
困
り
も
の
で
す
。
教
科
書
に
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
の
和
本
を
使
用
す
る
と
し
て
、
手
元
に
使
用
可
能
な
和
本
が
あ

る
の
な
ら
ば
悩
ま
な
く
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
画
像
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
候
補
が
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
す
。

貴
重
な
図
書
の
画
像
の
デ
ジ
タ
ル
公
開
は
、
世
界
的
な
流
行
と
も
い
え
る
状
況
に
あ
り
、
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
日
々
そ
の
点
数
は
増
え

続
け
て
い
ま
す
。
世
界
中
で
発
信
さ
れ
る
日
本
文
化
に
関
す
る
情
報
一
〇
〇
万
件
を
検
索
で
き
る
「C

ultural Japan 

（
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・

ジ
ャ
パ
ン
）」
や
、
書
籍
・
公こ
う

文ぶ
ん

書し
ょ

そ
の
他
の
日
本
が
保
有
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
メ
タ
デ
ー
タ
を
検
索
で
き
る
「
ジ
ャ

パ
ン
サ
ー
チ
」、
複
数
の
機
関
が
所
蔵
す
る
古
典
籍
の
情
報
を
一
度
に
検
索
で
き
る
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
や
、

立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
「
Ａ
Ｒ
Ｃ
古
典
籍
ポ
ー
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、
東
京
・
京
都
・
奈
良
・
九
州
の
四
国
立

博
物
館
と
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
所
蔵
品
を
検
索
で
き
る
「C

olBase

（
コ
ル
ベ
ー
ス
）」
な
ど
の
、
横
断
検
索
シ
ス
テ
ム
や
、
国
立
国
会

図
書
館
や
早
稲
田
大
学
図
書
館
な
ど
で
公
開
さ
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
、
国
内
に
限
っ
て
も
選
択
に
困
る
ほ
ど
の
検
索
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の
誘
い
方

方
法
が
あ
り
ま
す
。
海
外
の
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
和
本
も
少
な
く
な
く
、
欲

す
る
情
報
に
た
ど
り
着
く
の
に
ロ
ー
マ
字
検
索
が
効
率
的
だ
っ
た
り
し
ま
す
。

こ
れ
ら
を
活
用
し
て
、
利
用
で
き
る
『
伊
勢
物
語
』
の
候
補
を
探
す
と
ち
ょ
っ
と

信
じ
ら
れ
な
い
数
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
絞
り
込
む
の
も
大
変
な
作
業
で
す
。
そ

も
そ
も
写
本
を
利
用
す
る
の
か
版
本
に
す
る
の
か
。
対
象
と
な
る
学
年
や
目
的
に

よ
っ
て
、
選
び
方
は
当
然
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
ど
ち
ら
に
も
内
容
理
解
の
助

け
に
な
り
、
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
挿
絵
入
り
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
個

人
的
に
は
、
く
ず
し
字
の
基
礎
を
学
ぶ
に
は
、
室
町
時
代
に
文
字
の
上
手
な
公
家

や
そ
の
周
辺
の
人
物
が
写
し
た
も
の
が
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
［
図
3
］
が
、

版
本
は
句
読
点
的
な
も
の
や
濁
点
が
入
っ
た
読
み
や
す
い
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
一
つ
に
絞
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
本
の
同
じ
箇
所
を
比
較
し
な
が
ら
用

い
る
の
も
、
多
く
の
発
見
を
も
た
ら
し
、
理
解
を
深
め
る
の
に
よ
い
方
法
だ
と
思
い

ま
す
。
豪
華
な
写
本
の
極
彩
色
の
挿
絵
と
、
版
本
の
墨
線
の
み
の
挿
絵
を
比
較
す
る

の
も
楽
し
い
と
思
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
流
行
の
副
産
物
と
も
い
え
る
、
教
室
に

お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
環
境
の
急
速
な
整
備
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
不
可
能
で
あ
っ
た
り
準
備
が
大
変
で
あ
っ
た
り
し
た
こ
と

が
、
簡
単
に
実
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

デ
ジ
タ
ル
の
み
で
は
味
気
な
い
の
は
確
か
で
す
。
実
際
に
触
れ
た
方
が
楽
し
く
、
興
味
も
増
す
の
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
読
む
対
象

と
す
る
も
の
と
、
手
で
触
れ
る
も
の
が
同
じ
作
品
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
極
端
な
例
で
す
が
、
何
も
書
い
て
い
な
い
新
し
い

和
紙
を
さ
わ
る
だ
け
で
も
、
質
感
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

図 3　15 世紀後半 伝平
ひら

田
た

墨
ぼく

梅
ばい

写『伊勢物語』

図 4　万
まん

延
えん

2 年（1861）錦
きん

昇
しょう

堂
どう

（恵
え

比
び

寿
す

屋
や

庄
しょう

七
しち

）刊、楽
らく

亭
てい

西
さい

馬
ば

訳・歌
うた

川
がわ

芳
よし

虎
とら

画『弓
ゆみはりづきはるのゆうばえ

張月春廼霄栄』
19 編の表紙と本文

と
も
か
く
も
、
く
ず
し
字
を
読
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切

で
す
の
で
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
か
き
立
て
そ
う
な
和
本
を
導
入
部
で
紹
介
す
る
の
が
よ

い
で
し
ょ
う
。
今
日
世
界
的
に
人
気
の
あ
る
日
本
の
漫
画
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
絵
入
り

版
本
を
眺
め
て
い
る
と
、
漫
画
が
こ
ん
な
に
も
発
達
し
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
特
に
草く
さ

双ぞ
う

紙し

の
最
終
形
態
で
あ
る
「
合ご
う

巻か
ん

」
な
ど
は
、見
た
目
や
内
容
的
に
も
、

漫
画
の
直
接
的
な
先
祖
と
い
え
そ
う
な
ほ
ど
で
す
。
く
ず
し
字
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
上

級
者
向
き
と
な
り
ま
す
が
、
く
ず
し
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ん
な
本
も
楽
し
め
る

よ
う
に
な
る
よ
と
、楽
し
そ
う
な
合
巻
を
紹
介
す
る
［
図
4
］
の
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。4　

和
本
は
歴
史
の
生
き
証
人

和
本
は
く
ず
し
字
の
テ
キ
ス
ト
と
な
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
保
存
さ
れ
た
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
語
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
多
く
の
教
科
で

利
用
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
す
。

江
戸
時
代
前
期
の
一
七
世
紀
に
は
、
大
名
家
の
姫
君
の
嫁
入
り
道
具
と
し
て
作
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
豪
華
な
写
本
が
目
立
ち
ま
す
が
、
中
期
の
一
八
世
紀
に
な
る
と
急
に
少
な
く

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
参
勤
交
代
や
お
手て
つ

伝だ
い

普ぶ

請し
ん

、
米
価
下
落
な
ど
に
よ
る
、
江
戸
中
期
以

降
の
藩
財
政
の
逼ひ
っ

迫ぱ
く

が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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あ
る
い
は
、
同
じ
作
品
の
版
本
な
の
に
、
表
紙
が
モ
ノ
ト
ー
ン
の
も
の
と
カ
ラ
フ
ル
な
も
の
と
の
二
種
あ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
り

し
ま
す
。
山さ
ん

東と
う

京き
ょ
う

山ざ
ん

作
・
歌う
た

川が
わ

国く
に

芳よ
し

画
の
『
朧
お
ぼ
ろ

月づ
き

猫ね
こ

の
草そ
う

紙し

』
三
編
が
そ
の
例
で
す
。
そ
の
刊
行
年
を
調
べ
る
と
、
モ
ノ
ト
ー
ン
の
も

の
は
天て
ん

保ぽ
う

一
六
年
（
弘こ
う

化か

元
年
〔
一
八
四
五
〕）
で
、
カ
ラ
フ
ル
な
も
の
は
弘
化
四
年
と
、
三
年
の
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
元
号
を

見
る
と
ピ
ン
と
く
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
幕
府
財
政
の
健
全
化
を
目
的
と
し
て
、
老
中
水み
ず

野の

忠た
だ

邦く
に

に
よ
っ
て
天
保
一
二
年
か
ら
翌

年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
天
保
の
改
革
の
影
響
に
よ
る
変
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
以
前
の
松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

に
よ
る
寛
政
の
改
革
の
影
響
で
、
勧
善
懲
悪
の
物
語
が
増
え
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
和
本
を
通

し
て
幕
政
改
革
が
庶
民
に
与
え
た
影
響
を
、
具
体
的
か
つ
視
覚
的
に
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
日
本
史
の
授
業
な
ど
で
の
利
用
も

可
能
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ロ
ー
マ
字
は
小
学
校
三
年
生
で
習
う
よ
う
で
す
が
、
そ
の
際
に
大
英
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
、
一
五
九
二
年
に
天あ
ま

草く
さ

で
刊
行
さ
れ
た

『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』
の
画
像
を
見
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
国
立
国
語
研
究
所
が
提
供
し
て
い
る
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
利

用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
（https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_am

akusa/

）。
見
る
か
ら
に
西
洋
の
書
物
然
と
し
て
、
す
べ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
に
、
読
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
扉
部
分
［
図
5
］
の
横
文
字
は
、
カ
タ
カ
ナ
に
直
す
と
、「
ニ
ホ
ン
ノ
／
コ
ト
バ 

ト
／
ヒ
ス
ト
リ
ア 

ヲ 

ナ
ラ

イ 

シ
ラ
ン 

ト
／
ホ
ッ
ス
ル 

ヒ
ト 

ノ 

タ
メ
／
ニ 

セ
ワ 
ニ 
ヤ
ワ
ラ
ゲ 

タ
／
ル
ヘ
イ
ケ 

ノ 

モ
ノ
ガ
タ
リ
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
小

学
生
に
は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
ん
な
に
古
く
か
ら
ロ
ー
マ
字
が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
は
、
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
よ

り
上
級
生
に
向
け
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、「FEIQ

E

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ハ
行
の
発
音
が
現
在
と
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
、

国
語
学
的
な
知
識
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
ロ
ー
マ
字
の
訓
令
式
と
ヘ
ボ
ン
式
の
違
い
の
説
明
に
も
利
用
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

文
系
の
科
目
ば
か
り
で
は
な
く
、
理
系
の
科
目
で
和
本
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
小
学
生
向
き
と
し
て

図 5　1593 年刊　天草版『平家
物語』（大英図書館蔵）

図 6　江戸前期刊　吉
よし

田
だ

光
みつ

由
よし

編『塵
じん

劫
こう

記
き

』

は
、
江
戸
時
代
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
だ
っ
た
、
吉よ
し

田だ

光み
つ

由よ
し

編
の
『
塵じ
ん

劫こ
う

記き

』

が
最
適
で
し
ょ
う
。
大
変
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
前
期
の
も
の

は
挿
絵
が
か
わ
い
く
て
と
て
も
親
し
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
［
図
6
］。「
▲

三
里
有
み
ち
を
三
人
に
て
馬
弐
疋
に
の
る
時
な
ん
里
づ
ゝ
の
る
ぞ
」
な
ど
の

簡
単
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。
問
題
を
実
際
に
解
か
な
く
て
も
、
何
百
年
も
前

の
日
本
人
が
、
こ
の
よ
う
な
本
で
算
数
を
学
ん
で
い
た
と
知
る
だ
け
で
も
、

学
習
意
欲
を
刺
激
し
て
く

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

学
習
に
大
切
な
の
は
、
そ

れ
を
学
び
た
い
と
思
う
意

欲
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う

い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ

る
き
っ
か
け
と
し
て
、
和
本

は
利
用
で
き
る
と
考
え
る

の
で
す
。
音
楽
の
時
間
に
西

洋
音
楽
の
楽
譜
に
つ
い
て

説
明
す
る
際
に
、
雅が

楽が
く

で
使

用
さ
れ
て
い
た
楽
譜
を
見

図 7　江戸中期写『龍
りゅう

笛
てき

仮
か

名
な

案
あん

譜
ぷ

』
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て
も
ら
う
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
［
図
7
］。
両
者
の
違
い
を
通
し
て
、
東
西
の
音
階
の
違
い
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
で
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
視
覚
的
な
刺
激
は
理
解
を
進
め
る
の
に
も
き
っ
と
役
立
つ
は
ず
で
す
。

内
容
に
よ
っ
て
は
、
地
域
教
育
に
も
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
し
、
和
本
に
用
い
ら
れ
た
和
紙
は
江
戸
時
代
に
は
全
国
的
に
生

産
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、身
近
な
産
地
に
つ
い
て
学
ん
で
み
る
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。全
国
手
す
き
和
紙
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
、「
全
国
産
地
マ
ッ
プ
」
は
参
考
に
な
り
ま
す
。

保
存
さ
れ
て
い
る
内
容
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
ど
ん
な
教
科
で
も
何
ら
か
の
接
点
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
あ
ま
り
限
定
し
て
考
え
ず
、
教
え
る
側
も
和
本
に
親
し
み
な
が
ら
、
楽
し
く
教
材
と
し
て
使
え
そ
う
な
も
の
を
見
つ
け
て

い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

5　

お
わ
り
に

和
本
は
日
本
の
貴
重
な
文
化
資
源
で
す
。
日
本
ほ
ど
古
い
書
物
が
豊
富
に
存
在
す
る
国
は
他
に
な
い
の
で
す
。
書
物
は
文
化
の
タ
イ
ム

カ
プ
セ
ル
で
あ
り
、
保
存
さ
れ
た
文
字
や
絵
画
の
情
報
だ
け
で
な
く
、
物
質
と
し
て
の
存
在
自
体
に
非
常
に
膨
大
で
多
面
的
な
情
報
が
保

存
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
将
来
の
仕
事
や
学
問
、
あ
る
い
は
生
活
に
お
い
て
、
き
っ
と

役
に
立
つ
は
ず
で
す
。
授
業
の
教
材
と
し
て
和
本
に
触
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
教
科
の
学
習
意
欲
や
探
求
心
を
増
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
と
し
て
、
人
と
し
て
幸
福
に
生
き
て
い
く
た
め
の
知
恵
を
育
て
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
書
物
文
化

を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
、
国
際
社
会
で
活
動
す
る
上
で
役
に
立
つ
こ
と
は
、
私
が
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
い
ま
す
。

和
本
は
日
本
の
教
育
を
楽
し
く
豊
か
に
し
、
ひ
い
て
は
日
本
の
社
会
や
文
化
に
憩
い
や
潤
い
を
も
た
ら
す
存
在
だ
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
存
分
に
引
き
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

近
江
弥
穂
子
（
横
浜
市
立
あ
ざ
み
野
第
一
小
学
校
）

1　

は
じ
め
に

体
験
す
る
こ
と
が
少
な
い
今
の
児
童
に
と
っ
て
、
学
習
す
る
際

に
自
分
事
と
し
て
捉
え
た
り
、
自
分
に
近
づ
け
て
考
え
た
り
す
る

こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
の
が
現
状
で
す
。
授
業
支
援
で
、
模
造

紙
で
作
っ
た
巻
物
を
児
童
に
紹
介
し
な
が
ら
、「
こ
こ
で
本
物
の

巻
物
を
児
童
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
」
と
常
々
思
っ
て
い

ま
し
た
。
く
ず
し
字
の
授
業
支
援
で
も
、
写
真
で
は
な
く
、
く
ず

し
字
が
書
か
れ
て
い
る
実
物
が
目
の
前
に
あ
れ
ば
教
育
効
果
が
大

き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
普
通
で

あ
れ
ば
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
で
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

な
和わ

本ほ
ん

に
児
童
が
じ
か
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
『
解か
い

体た
い

新し
ん

書し
ょ

』
な
ど
の
貴
重
書
を
間
近
に
見
ら
れ
る
授
業
が
鶴
見
大
学
か
ら

の
ご
支
援
で
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
児
童
に
と
っ
て
得
が

た
い
体
験
と
な
り
、
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で

は
国
語
の
く
ず
し
字
の
学
習
と
貴
重
書
出
前
授
業
に
つ
い
て
ご
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

2　

く
ず
し
字
学
習
に
つ
い
て

横
浜
市
で
は
六
年
生
で
、「
仮
名
の
由
来
」
と
い
う
一
時
間
の

単
元
で
く
ず
し
字
の
学
習
を
し
ま
す
。
こ
の
単
元
で
は
、
①
仮
名

の
由
来
、
特
質
な
ど
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
②
先

人
た
ち
が
工
夫
を
重
ね
継
承
し
て
き
た
文
字
や
表
記
を
児
童
た
ち

が
大
切
に
考
え
、
未
来
に
伝
え
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
持
つ
こ

と
が
で
き
る
こ
と
、
の
二
点
が
指
導
目
標
で
す
。
実
際
、
学
習
後

の
児
童
の
感
想
に
は
、「
自
分
の
名
前
を
く
ず
し
字
で
書
く
の
が

面
白
か
っ
た
」、「
由
来
が
知
れ
て
よ
か
っ
た
」、「
読
め
て
、
意
味

が
わ
か
り
そ
う
で
、
な
ん
か
か
っ
こ
い
い
と
思
う
」
等
が
あ
り
ま

し
た
。
授
業
後
に
は
テ
ス
ト
も
含
め
て
自
分
の
名
前
を
く
ず
し
字

で
書
く
児
童
も
い
た
そ
う
で
す
が
、
指
導
目
標
の
②
に
あ
る
よ
う

実
践
1

貴
重
書
出
前
授
業
が

伝
え
て
く
れ
た
こ
と
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な
と
こ
ろ
ま
で
は
な
か
な
か
難
し
い
の
が
現
状
で
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
教
科
書
の
写
真
で
は
な
く
和
本
に
触
れ
る
機

会
が
あ
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
感
想
は
大
き
く
変
わ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
和
本
の
実
物
は
、
和
本
バ
ン
ク
も
利
用
で
き
ま

す
し
、
学
校
図
書
館
に
和
本
を
所
蔵
す
る
と
い
う
の
も
よ
い
か
と

思
い
ま
す
。
例
え
ば
首
都
圏
で
は
、
神
田
等
な
ど
の
良
心
的
な
古

本
屋
さ
ん
で
五
〇
〇
円
ほ
ど
か
ら
和
本
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
通
信
販
売
も
可
能
で
す
）。
ま
た
、
興
味
を
も
っ
た
タ
イ
ミ

ン
グ
で
、
古
典
教
材
を
提
示
で
き
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
意
欲
的

に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
、古
典
が
苦
手
と
思
う
前
に
「
楽
し
い
」

と
い
う
記
憶
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
し
て
、
大
学
や
博
物
館
な
ど
他
の
教
育
機
関
と
の
連
携

も
大
変
有
効
な
手
段
と
な
り
ま
す
。

3　

鶴
見
大
学
貴
重
書
出
前
授
業
に
つ
い
て

私
が
こ
の
出
前
授
業
に
出
合
っ
た
の
は
、
二
〇
一
五
年
に
鶴
見

大
学
の
図
書
館
で
開
催
さ
れ
た
学
校
図
書
館
大
交
流
会
で
す
。
会

の
終
わ
り
に
、
貴
重
書
出
前
授
業
の
紹
介
と
次
年
度
の
訪
問
先
を

募
る
と
い
う
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
当
時
勤
務
し
て
い
た
学
校
は

六
年
生
が
六
ク
ラ
ス
で
し
た
の
で
、
大
規
模
校
の
実
践
例
と
し
て

な
ん
と
か
ご
訪
問
い
た
だ
け
な
い
か
と
手
を
あ
げ
た
の
が
ご
縁
の

始
ま
り
で
す
。
そ
し
て
二
〇
一
五
年
か
ら
一
七
年
ま
で
は
横
浜
市

立
森
の
台
小
学
校
に
て
、
二
〇
一
八
年
か
ら
一
九
年
は
横
浜
市
立

藤
が
丘
小
学
校
に
て
、
五
年
に
わ
た
り
実
施
、
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止

と
な
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
（
二
〇
二
二
年
度
）、
当
校
で
三
年
ぶ

り
に
実
施
で
き
ま
し
た
。　
　

出
前
授
業
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
児
童
に
身
に
つ

け
さ
せ
た
い
力
を
大
学
と
小
学
校
の
間
で
共
有
し
、
児
童
の
実
情

に
合
わ
せ
て
授
業
の
内
容
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。
最
初
の
年
は
、
大
学
の
方
に
事
前
に
小
学
校
に
来
校

し
て
い
た
だ
い
た
り
、
私
も
大
学
図
書
館
に
赴
き
、
実
際
に
貴
重

書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
場
所
を
拝
見
し
た
り
し
て
、
大
学
の
方
と

何
度
か
打
ち
合
わ
せ
を
し
ま
し
た
。
児
童
が
す
べ
て
の
和
本
に
あ

た
れ
る
よ
う
、
大
き
な
教
室
を
確
保
し
、
見
る
本
（
貴
重
書
）
と

さ
わ
る
本
（
和
本
）
に
分
け
て
ブ
ー
ス
を
計
八
つ
設
置
し
、各
ブ
ー

ス
に
大
学
側
よ
り
担
当
者
（
大
学
院
生
な
ど
）
を
配
置
い
た
だ
き
、

説
明
や
質
疑
応
答
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
児
童

は
八
班
に
分
か
れ
、
一
ブ
ー
ス
は
四
分
程
度
と
し
、
班
ご
と
に
す

べ
て
の
テ
ー
ブ
ル
を
回
り
ま
す
。
ま
た
、
百
人
一
首
、
地
名
、
鉄

道
や
幽
霊
な
ど
児
童
が
関
心
を
も
ち
そ
う
な
テ
ー
マ
を
お
伝
え
し
、

他
に
は
、
横
浜
市
で
は
吉よ
し

田だ

新し
ん

田で
ん

の
学
習
を
す
る
の
で
古
地
図
を

ぜ
ひ
に
と
依
頼
し
ま
し
た
。
そ
し
て
巻か
ん

子す

本ぼ
ん

の
テ
ー
ブ
ル
を
設
置

し
、
全
員
が
巻
子
本
を
使
っ
て
見
方
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
お
願

い
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
見
る
本
と
し
て
は
、
解か
い

体た
い

新し
ん

書し
ょ

・
御ご

成せ
い

敗ば
い

式し
き

目も
く

・
パ
ピ
ル
ス
・
ク
レ
イ
タ
ブ
レ
ッ
ト
・
横
浜
近
辺
の
古

地
図
・
奈な

良ら

絵え

本ほ
ん

・
羊よ
う

皮ひ

紙し

・
与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ

直
筆
原
稿
等
な
ど
を
、

さ
わ
っ
て
み
る
本
に
は
、
巻
子
本
・
写し
ゃ

本ほ
ん・
近
世
版は
ん

本ぽ
ん・
絵
入
り
本
・

一
枚
物
・
畳
た
た
み

物も
の

・
近
代
版
本
・
活か
っ

版ぱ
ん

本ぼ
ん

・
近
代
新
聞
雑
誌
・
銅ど
う

板は
ん

鉄
道
路
線
図
、
百
人
一
首
等
な
ど
を
お
持
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
和
本
作
り
は
、
事
前
に
担
任
の
先
生
方
に
和
本
を
実

際
に
作
っ
て
も
ら
い
、
当
日
は
教
室
で
担
任
主
導
に
て
行
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。一枚ものブースで分

ぶん
／間

けん
　懐

かい
宝
ほう

御
お

江
え

戸
ど

絵
え

図
ず

をみているところ

巻子本の見方を教わっているところ

最初に説明を受けている様子
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課
題
は
短
い
時
間
で
い
か
に
児
童
が
そ
の
場
に
あ
る
も
の
を
吸

収
で
き
る
か
で
す
。
担
任
の
先
生
方
と
相
談
し
て
六
年
生
全
体
で

事
前
に
予
習
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
鶴
見
大
学
か
ら
の
資
料
を
も

と
に
ス
ラ
イ
ド
で
児
童
に
趣
旨
を
説
明
し
、
本
の
形
態
の
変
遷
、

紙
・
文
字
・
書
物
等
の
日
本
へ
の
伝
来
の
歴
史
、
写
本
と
版
本
、

当
日
見
る
和
本
、
実
際
に
和
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
様
子
等
を
そ

れ
ぞ
れ
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
和
本
が
写
本
な
の
か
版
本
な
の
か
、

読
め
る
と
こ
ろ
は
あ
る
か
等
、
当
日
考
え
て
み
て
ほ
し
い
こ
と
も

伝
え
ま
し
た
。
こ
う
し
て
事
前
学
習
を
す
る
こ
と
で
、
児
童
が
出

前
授
業
に
向
け
て
心
の
準
備
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

実
際
に
行
わ
れ
た
一
ク
ラ
ス
二
時
間
の
出
前
授
業
で
す
が
、
一

時
間
目
は
大
学
の
先
生
の
お
話
を
伺
い
、
手
を
洗
っ
て
か
ら
、
実

際
に
貴
重
書
を
見
た
り
和
本
を
さ
わ
っ
た
り
し
ま
し
た
。
児
童
は

和
本
や
羊
皮
紙
の
手
触
り
、
匂
い
に
驚
き
、
巻
子
本
で
は
開
く
時

に
生
じ
る
ミ
シ
ミ
シ
す
る
音
や
そ
の
手
触
り
、
巻
く
難
し
さ
を
体

験
で
き
ま
し
た
。
虫
が
紙
を
食
べ
る
こ
と
に
も
驚
い
て
い
ま
し
た
。

百
人
一
首
の
中
で
覚
え
て
い
る
句
を
探
し
、
読
も
う
と
す
る
姿
も

見
ら
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
の
テ
ー
ブ
ル
で
も
な
ん
と
か
読
も
う
と

す
る
姿
と
、
読
め
た
喜
び
を
感
じ
て
い
る
様
子
で
し
た
。
書
写
と

版
画
の
経
験
か
ら
、
写
本
や
版
木
の
字
の
細
か
さ
に
、
た
だ
た
だ
、

「
昔
の
人
の
技
術
や
才
能
が
す
ご
い
！
」
と
驚
い
て
い
ま
し
た
。

二
時
間
目
は
、
和
本
（
粘で
っ

葉ち
ょ
う

装そ
う

）
作
り
で
す
。
和
紙
に
塗
る
糊

の
量
の
加
減
が
難
し
か
っ
た
り
、
ペ
ー
ジ
の
順
番
を
逆
に
し
て
し

ま
っ
た
り
す
る
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

出
前
授
業
後
の
児
童
の
感
想
に
は
、「
貴
重
書
を
読
む
こ
と
は

昔
の
人
の
生
活
や
思
い
を
紐
解
く
こ
と
だ
と
思
っ
た
」、「
歴
史
は

好
き
で
は
な
か
っ
た
け
ど
、
も
っ
と
昔
の
本
や
歴
史
に
つ
い
て
調

べ
た
い
」、「
昔
の
本
は
こ
ん
な
に
も
美
し
く
て
繊
細
な
技
術
を

使
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
思
っ
た
」、「
災
害
や
戦
争
も
あ
っ
た

け
ど
昔
か
ら
ず
っ
と
大
切
に
し
て
今
日
に
伝
え
て
く
れ
る
人
が
い

た
か
ら
こ
そ
見
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
と
改
め
て
実
感
で
き
た
」、

「
昔
の
本
を
大
切
に
残
し
て
い
き
た
い
」、「
和
本
作
り
を
昔
の
人

の
気
持
ち
に
な
っ
て
や
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
た
」
な
ど
が
あ
り

ま
し
た
。

4　

貴
重
書
出
前
授
業
を
通
し
て
言
え
る
こ
と

実
物
の
紙
の
質
感
、
色
合
い
、
風
合
い
、
匂
い
は
資
料
集
で
は

味
わ
え
な
い
も
の
で
す
。
自
分
事
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
難
し

か
っ
た
こ
と
が
、
和
本
に
触
れ
る
こ
と
で
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

身
近
な
存
在
に
な
っ
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
苦
手
だ
と

思
っ
て
い
た
歴
史
が
好
き
に
な
っ
た
と
い
う
コ
メ
ン
ト
も
あ
り
ま

し
た
。
貴
重
書
と
い
う
時
を
超
え
て
き
た
存
在
か
ら
歴
史
を
じ
か

に
感
じ
、
昔
の
人
が
今
日
ま
で
守
り
伝
え
て
き
た
こ
と
を
目
の
当

た
り
に
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
も
「
知
り
た
い
」「
大
切
に
し

た
い
」
と
思
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
こ
ち
ら
が
意
図
し
た
こ

と
以
外
に
も
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
た
く
さ
ん
の
こ

と
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
今
後
、
中
学
校
で
向
き
合
う
古
典
や
歴

史
な
ど
に
も
苦
手
意
識
を
持
た
ず
に
あ
た
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
実
際
、
中
学
生
に
な
っ
て
歴
史
を
学
ん
だ
際
に
、「
六

年
生
で
み
た
あ
れ
は
こ
れ
だ
っ
た
ん
だ
」
と
、
出
前
授
業
の
経
験

に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
と
保
護
者
の
方
に
伺
い
ま
し
た
。
ま
た
、

学
校
に
出
前
し
て
も
ら
え
る
こ
と
で
、
五
年
生
以
下
の
児
童
も
六

年
生
の
担
任
以
外
の
教
職
員
も
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
普
段
接
す
る
機
会
の
な
い
大
学
の
教
職
員
の
方
や
大
学
院

生
が
じ
か
に
質
問
に
答
え
て
く
れ
る
体
験
も
貴
重
で
、
児
童
の

キ
ャ
リ
ア
教
育
に
も
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

5　

お
わ
り
に

昔
の
人
が
書
い
た
も
の
に
触
れ
た
！　

読
め
た
！　

と
い
う
経

験
は
児
童
に
と
っ
て
大
き
な
感
動
で
す
。
感
動
は
心
を
動
か
し
ま

す
。
小
学
校
で
こ
そ
、
和
本
を
見
て
、
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
経

験
は
歴
史
や
古
典
へ
の
興
味
を
深
め
、
何
よ
り
次
の
学
び
へ
の
大

き
な
原
動
力
に
つ
な
が
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
他
の
教
育
機
関

と
の
連
携
や
、
自
校
の
学
校
図
書
館
に
和
本
を
所
蔵
す
る
、
手
軽

に
使
え
る
古
典
教
材
を
利
用
す
る
等
、
和
本
に
触
れ
た
り
、
く
ず

し
字
を
読
ん
だ
り
す
る
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
学
校
図
書
館
は

人
と
資
料
を
つ
な
ぐ
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
先
生
方
の
「
授
業
で

す
ぐ
使
い
た
い
」、「
や
っ
て
み
た
い
」
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
児

童
が
興
味
を
も
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
そ
れ
ら
を
効
果
的
に
提
供
で

き
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
尽
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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［実践 2］古典籍無償貸出プロジェクト「和本バンク」のすすめ

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

加
藤
弓
枝
（
名
古
屋
市
立
大
学
）

同
志
社
大
学
古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン

タ
ー
」）
で
は
、
有
志
か
ら
明
治
時
代
以
前
の
和わ

本ほ
ん

（
日
本
の
伝
統

的
な
装
訂
で
作
ら
れ
た
書
物
）
を
募
り
、
寄
贈
さ
れ
た
書
物
を
、
授

業
で
の
使
用
を
検
討
し
て
い
る
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
・

高
等
専
門
学
校
の
教
員
へ
無
償
で
貸
し
出
す
「
和
本
バ
ン
ク
」
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、
二
〇
二
一
年
十
一
月
よ
り
試
行
的
に
開
始
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
取
り
組
み
の
背
景
・
経
緯
、
利
用
方
法
等

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

実
践
2

古
典
籍
無
償
貸
出
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
和
本
バ
ン
ク
」
の
す
す
め

1　
「
和
本
バ
ン
ク
」
開
始
の
背
景
と
目
的

「
和
本
バ
ン
ク
」
の
取
り
組
み
は
、
二
〇
二
一
年
度
日
本
近
世
文

学
会
春
季
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
山
田
和
人
セ
ン

タ
ー
長
の
「
古
典
教
育
に
学
会
は
何
が
で
き
る
か
」
と
い
う
発
表

で
、
呼
び
か
け
を
行
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。

セ
ン
タ
ー
長
の
「
子
ど
も
が
古
典
籍
に
触
れ
る
経
験
は
教
育
的

効
果
が
高
く
、
雑ざ
っ

本ぽ
ん

・
端は

本ほ
ん

で
も
そ
の
効
果
は
薄
ま
ら
な
い
。
教

育
現
場
で
活
用
で
き
る
和
本
を
ご
提
供
い
た
だ
き
た
い
。」
と
い

う
呼
び
か
け
に
、
賛
同
者
か
ら
セ
ン
タ
ー
へ
の
和
本
の
寄
贈
が
続

き
、
現
在
ま
で
に
百
点
以
上
の
和
本
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
当
初

は
「
雑ざ
っ

端ぱ

バ
ン
ク
」
と
命
名
し
、
蔵
書
整
理
を
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、
作
業
が
一
段
落
し
実
際
に
試
行
的
に
運
用
を
開
始
す
る
に
あ

た
り
、名
称
を
よ
り
一
般
的
な
「
和
本
バ
ン
ク
」
と
変
更
し
ま
し
た
。

寄
贈
書
の
内
容
は
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
古
典
文
学
、
漫
画

の
元
祖
と
も
呼
ば
れ
る
草く
さ

双ぞ
う

紙し

、
江
戸
の
古こ

地ち

図ず

、
昔
の
子
ど
も

が
実
際
に
遊
ん
だ
双す
ご

六ろ
く

、
明
治
の
教
科
書
な
ど
、
学
術
的
な
も
の

か
ら
遊
戯
的
な
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
寄
贈
さ
れ
た
和

本
の
内
容
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
文
学

作
品
は
、
古
典
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ご
く
一
部
で
あ
り
、
古
典
と

は
大
海
の
ご
と
く
深
く
て
広
い
も
の
で
す
。

「
和
本
バ
ン
ク
」
は
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
で
は
な
く
、
実
際
に

和
本
を
手
に
取
り
、
め
く
っ
て
み
た
り
、
匂
い
を
嗅か

い
だ
り
、
意

外
な
軽
さ
や
重
さ
を
実
感
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
一
人
で
も
多
く

の
子
ど
も
に
、
和
本
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
、
古
典
と
い
う
過

去
の
遺
産
を
リ
ア
ル
に
受
け
止
め
る
体
験
を
し
て
も
ら
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

2　
「
和
本
バ
ン
ク
」
を
活
用
し
た
授
業
実
践
例

二
〇
二
二
年
三
月
に
は
、
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校

の
協
力
を
得
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防

対
策
を
取
っ
た
上
で
、「
和
本
バ
ン
ク
」
を
活
用
し
た
特
別
授
業

を
、
セ
ン
タ
ー
研
究
員
で
も
あ
る
加
藤
直
志
さ
ん
（
同
校
）
に
加

え
、
外
部
講
師
と
し
て
三
宅
宏
幸
さ
ん
（
愛
知
県
立
大
学
）・
筆
者

（
名
古
屋
市
立
大
学
）
が
中
学
三
年
生
の
国
語
の
授
業
時
間
に
実
施

し
ま
し
た
。
授
業
内
容
は
、加
藤
直
志
さ
ん
に
よ
っ
て
実
践
3「
実

際
の
和
本
を
利
用
し
た
出
前
授
業
」
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
授
業
者
と
し
て
感
じ
た
こ
と
を
簡
単
に
報

告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

特
別
授
業
の
当
日
は
、
古
典
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
、
古
典

へ
の
興
味
関
心
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
異

な
る
和
本
を
配
付
し
、
文
字
・
挿
絵
・
大
き
さ
・
重
さ
・
紙
と
い

う
五
つ
の
観
点
か
ら
、
現
代
の
書
物
と
の
相
違
点
と
共
通
点
を
考

察
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て
い
る
和

本
の
内
容
に
つ
い
て
も
書
名
や
挿
絵
な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
ま
と
め
て

も
ら
う
こ
と
に
。
授
業
の
後
半
に
は
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表
時
間

を
設
け
ま
し
た
が
、
生
徒
た
ち
の
鋭
い
考
察
に
舌
を
巻
き
ま
し
た
。

同
校
で
は
く
ず
し
字
資
料
を
用
い
た
特
別
授
業
を
以
前
よ
り
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
本
物
の
和
本
が
持
つ
効
用
で
し
ょ
う
か
、
い

ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
も
例
年
よ
り
課
題
の
考
察
が
詳
細
で
し
た
。
例

え
ば
、
多
色
刷
り
の
古
典
籍
を
観
察
し
た
こ
と
で
現
代
の
染
料
と

の
発
色
の
違
い
に
言
及
し
た
り
、
和
本
の
軽
さ
や
丈
夫
さ
か
ら
和

紙
の
優
位
性
に
踏
み
込
ん
だ
り
、
実
際
に
手
に
取
っ
た
か
ら
こ
そ

気
付
け
る
意
見
が
次
々
と
出
さ
れ
、
外
部
講
師
の
二
人
は
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
参
加
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
生
徒
た
ち
の
活
気
を

対
面
時
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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［実践 2］古典籍無償貸出プロジェクト「和本バンク」のすすめ

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

3　
「
和
本
バ
ン
ク
」
の
利
用
方
法

「
和
本
バ
ン
ク
」
の
利
用
申
込
方
法
は
、
同
志
社
大
学
古
典
教

材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
の
「
和
本
バ
ン
ク
」

https://kotekiri20.w
ixsite.com

/cdem
cjl

［
図
1
］
の
ペ
ー
ジ

に
あ
る
「
問
合
せ
フ
ォ
ー
ム
」
か
ら
ご
利
用
希
望
で
あ
る
旨
を
ご

連
絡
い
た
だ
く
だ
け
で
す
。
申
し
込
み
を
受
け
て
、
セ
ン
タ
ー
研

究
員
が
貸
出
可
能
リ
ス
ト
を
お
送
り
し
ま
す
。
ご
利
用
者
に
は
、

そ
の
和
本
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら
ご
希
望
の
和
本
を
お
選
び
い
た
だ

き
ま
す
。

持
続
可
能
な
運
営
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
よ
り
も

利
用
者
が
大
幅
に
増
加
し
た
場
合
に
は
、
送
料
を
負
担
い
た
だ
く

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
和
本
の
貸
出
自
体
は

無
償
と
す
る
な
ど
、
教
育
機
関
の
負
担
は
可
能
な
限
り
抑
え
る
予

定
で
す
。

先
に
述
べ
た
通
り
、「
和
本
バ
ン
ク
」
に
所
蔵
さ
れ
る
和
本
は
、

国
語
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
『
竹た
け

取と
り

物も
の

語が
た
り』『
伊い

勢せ

物
語
』『
源げ
ん

氏じ

物
語
』『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』『
百
ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』
と
い
っ
た
著
名
な
古
典
文
学

作
品
を
は
じ
め
、
草
双
紙
・
地
図
・
双
六
や
浮
世
絵
と
い
っ
た
多

分
野
に
わ
た
り
ま
す
。

本
書
刊
行
時
点
ま

で
に
、
関
東
・
東
海
・

関
西
地
区
の
複
数
の

小
学
校
・
中
学
校
・

高
等
学
校
の
先
生
方

か
ら
ご
利
用
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
事
後

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
次

の
よ
う
な
感
想
を
頂

戴
し
ま
し
た
。

⑴
国
語
の
仮
名
の
由

来
で
使
用
し
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち

は
想
像
以
上
に
興
味
深
々
で
し
た
。
竹
取
物
語
は
ち
ょ
っ
と
読

め
た
！　

と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。
実
際
に
本
物
に
触
れ
る
こ
と

で
そ
の
時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
で
し
た
。（
小
学

校
教
諭
）

⑵
三
代
和
歌
集
の
授
業
に
て
利
用
し
ま
し
た
。
学
び
の
あ
と
に
和

本
を
出
す
と
、
本
当
に
驚
い
た
様
子
で
、
優
し
く
手
に
取
っ
て

め
く
っ
た
り
、
匂
い
を
嗅
い
で
み
た
り
、
一
部
分
に
読
み
取
れ

る
文
字
を
見
つ
け
て
興
奮
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。（
中
学
校
教

諭
）

⑶
初
め
て
和
本
に
触
る
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、「
読
め
な

い
！
」「
案
外
読
め
る
！
」「
軽
い
！
」
な
ど
、
様
々
な
反
応
を

し
て
い
ま
し
た
。
三
年
生
は
竹
取
物
語
や
徒
然
草
の
冒
頭
、
ま

た
仁に
ん
な
じ

和
寺
に
あ
る
法
師
な
ど
を
昨
年
度
学
ん
で
い
た
た
め
、
該

当
箇
所
を
示
し
て
あ
げ
ま
し
た
。
中
に
は
そ
の
部
分
を
読
む
た

め
に
授
業
後
に
「
も
う
一
度
見
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
来
て
く
れ

る
生
徒
も
お
り
ま
し
た
。（
中
高
一
貫
校
教
諭
）

4　

古
典
教
材
の
未
来
を
切
り
拓
く
！
＝
コ
テ
キ
リ

山
田
セ
ン
タ
ー
長
は
、
自
身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
T
w
i
t
t
e
r
や

F
a
c
e
b
o
o
k
等
）
で
「
和
本
は
過
去
・
現
在
・
未
来
を
つ
な

ぐ
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
だ
が
、
そ
こ
に
存
在
す
る
だ
け
な
ら
文
化
遺

産
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
が
活
用
さ
れ
る
と
文
化
資
源
と
な
る
。」

と
発
信
し
て
き
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
古
典
教
材
の
未
来

を
切
り
拓
く
！
」
研
究
会
（
通
称
「
コ
テ
キ
リ
の
会
」）
を
年
二
回

開
催
し
て
い
ま
す
が
、今
後
も
和
本（
や
そ
こ
に
記
さ
れ
た
く
ず
し
字
）

が
文
化
遺
産
・
文
化
資
源
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、
そ
の
価
値
を

教
育
の
現
場
で
問
い
直
し
続
け
、
成
果
を
研
究
集
会
な
ど
で
公
開

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
和
本
バ
ン
ク
」
な
ど
の
活
動
を
拡
げ
る
に
は
、
現
場
の
教
員
の

協
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
現
在
セ
ン
タ
ー
で
は
、
和
本
の
専
門
知

識
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
授
業
者
で
も
手
軽
に
利
用
で
き
る
よ
う
な

教
材
を
開
発
し
て
お
り
、「
和
本
バ
ン
ク
」
に
つ
い
て
も
、
よ
り

利
用
し
や
す
い
シ
ス
テ
ム
に
改
善
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
教
材
デ
ー
タ
を
共
有
し
、
相
互
利
用
で
き
る
教
材
デ
ー
タ

バ
ン
ク
を
構
想
中
で
あ
り
、
本
書
の
刊
行
を
き
っ
か
け
に
、
今
後

も
和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
教
材
を
開
発
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

コ
テ
キ
リ
の
会
へ
の
参
加
者
は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
増
加
し
て

い
ま
す
が
、
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
活
動
の
認
知
度
は
高
い
と
は
言

え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
着
実
に
そ
の
輪
は
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
今
後
も
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
教
員
の
み
な
ら
ず
、
学
生
や
院

生
、
研
究
者
、
司
書
、
学
芸
員
、
出
版
社
、
一
般
の
人
々
と
一
緒
に
、

古
典
教
材
の
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 図 1　「和本バンク」トップページ
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［実践 3］実際の和本を利用した出前授業

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

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

こ
こ
で
は
、
二
〇
二
二
年
三
月
に
、
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附

属
中
学
校
で
三
年
生
を
対
象
に
行
っ
た
、
和わ

本ほ
ん

バ
ン
ク
を
利
用
し

た
出
前
授
業
の
実
践
報
告
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

和
本
バ
ン
ク
と
は
、
同
志
社
大
学
古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン

タ
ー
が
試
行
的
に
運
用
し
て
い
る
も
の
で
、
有
志
か
ら
寄
贈
さ
れ

た
明
治
時
代
以
前
の
和
本
を
、
授
業
で
の
使
用
を
検
討
し
て
い
る

小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
の
教
員
へ
無
償

で
貸
し
出
し
、
よ
り
多
く
の
児
童
・
生
徒
に
、
直
接
、
和
本
を
手

に
取
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
活
動
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
和
本
の
み
を
事
前
に
郵
送

し
て
も
ら
い
、
外
部
講
師
の
二
人
（
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
）
は
オ

ン
ラ
イ
ン
で
参
加
す
る
と
い
う
形
で
の
実
施
と
な
り
ま
し
た
。

2　

授
業
の
展
開

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
古
典
は
、
ご
く
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
、
物
語
や

和
歌
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
古
典
文
学
」
に
は
限
定
さ
れ
な
い
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
の
和
本
を
用
意
し
ま
し
た
。
く
ず
し
字
で
書
か
れ

て
い
る
も
の
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
り

ま
し
た
。

ク
ラ
ス
を
一
〇
個
の

班
（
各
班
三
～
四
名
）
に

分
け
、
一
〇
種
類
の
和

本
を
用
意
し
、
同
一

ジ
ャ
ン
ル
の
本
を
二
つ

の
班
に
そ
れ
ぞ
れ
一
点

ず
つ
配
布
し
ま
し
た

（［
表
］
参
照
）。
あ
わ
せ

実
践
3

実
際
の
和
本
を
利
用
し
た

出
前
授
業

［表］各班に配布した和本

1 班 『竹
たけとりものがたり

取物語』 教科書所収の
古典2 班 『平

へいけものがたり

家物語』
3 班 『姿

すがたひゃくにんいっしゅおぐらにしき

百人一首小倉錦』
和歌関係

4 班 『新
し ん こ き ん わ か し ゅ う

古今和歌集』
5 班 『仮

か な よ み は っ け ん で ん

名読八犬伝』 合
ごう

巻
かん

（江戸の絵本）6 班 『偐
にせむらさきいなかげんじ

紫田舎源氏』
7 班 『植

しょくぶつしょうし

物小誌』
明治の教科書

8 班 『物
ぶつ

理
り

学
がく

初
しょ

歩
ほ

』
9 班 『懐

か い ほ う お え ど え ず

宝御江戸絵図』
地図・双

すご

六
ろく

10班 『五
ごじゅうさんえきひとりあんない

拾三駅独案内』

て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
く
ず
し
字
一
覧
表
も
配
布
し
ま
し
た
。

導
入
（
一
〇
分
間
）
で
は
、
三
宅
が
、
授
業
の
ね
ら
い
を
説
明
し
、

加
藤
弓
枝
が
、
和
本
を
扱
う
際
の
注
意
事
項
（
手
を
洗
う
、
装
飾

品
は
外
す
、
筆
記
用
具
は
鉛
筆
、
両
手
で
丁
寧
に
扱
う
、
本
は
重
ね
な
い
、

水
平
で
清
潔
な
場
所
に
置
く
、
一
枚
ず
つ
丁
寧
に
め
く
る
）
に
つ
い
て

説
明
し
ま
し
た
。
和
本
は
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多

い
と
い
う
点
も
確
認
し
ま
し
た
。

展
開
①
（
一
五
分
間
）
で
は
、
各
班
で
相
談
し
な
が
ら
、
自
分

た
ち
の
班
が
担
当
す
る
和
本
に
つ
い
て
、
観
察
・
分
析
し
て
も
ら

い
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
従
い
、
五
つ
の
観
点
（
文
字
・
挿

絵
・
書
物
の
形
（
大
き
さ
）・
書
物
の
重
さ
・
紙
）
に
お
い
て
、
現

代
と
の
共
通
点
・
相
違
点
を
見
つ
け
な
が
ら
、
何
が
書
い
て
あ
る

本
な
の
か
最
後
に
ま
と
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。
生
徒
た
ち
は
、
和

本
を
手
に
取
り
な
が
ら
、
じ
っ
と
黙
っ
て
考
え
込
ん
で
い
ま
し
た

が
、
数
分
間
の
後
、
い
ろ
い
ろ
と
相
談
す
る
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

展
開
②
（
一
五
分
間
）
で
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
し
た
内

容
を
ク
ラ
ス
全
体
に
発
表
す
る
こ
と
で
、
他
の
班
が
ど
の
よ
う
な

和
本
を
扱
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
ま
し
た
。
す

べ
て
の
班
に
発
表
し
て
も
ら
う
だ
け
の
時
間
が
な
か
っ
た
た
め
、

例
え
ば
、
一
班
と
二
班
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
、
と
い
う
よ
う
に
、

各
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
一
班
ず
つ
、
合
計
五
つ
の
班
を
加
藤
直
志
が
指

名
し
ま
し
た
。
各
班
の
代
表
生
徒
に
よ
る
報
告
の
後
、
外
部
講
師

が
解
説
を
加
え
る
と
い
う
形
式
を
五
回
繰
り
返
し
な
が
ら
授
業
を

展
開
し
ま
し
た
。

一
・
二
班
は
、
教
科
書
で
も
お
な
じ
み
の
物
語
で
し
た
。『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』

に
は
、
富ふ

士じ

川か
わ

の
戦
い
の
場
面
の
挿
絵
が
含
ま
れ
て
お
り
、

ち
ょ
う
ど
、
二
〇
二
二
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
13
人
」
で

そ
の
場
面
が
放
送
さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ド
ラ

マ
を
見
て
い
る
生
徒
は
特
に
関
心
を
持
っ
た
よ
う
で
し
た
。
三
・

四
班
は
、
和
歌
関
係
で
し
た
。『
新し
ん

古こ

今き
ん

和わ

歌か

集し
ゅ
う』

は
と
て
も
小

さ
な
本
で
し
た

が
、
そ
の
精
密

さ
に
生
徒
た
ち

は
驚
い
て
い
ま

し
た
。
五
・
六

班
は
、合ご
う

巻か
ん

（
江

戸
時
代
の
絵
本
）。

使用した和本の一例『平家物語』
（同志社大学古典教材開発研究センター蔵）
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［実践 3］実際の和本を利用した出前授業

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

生
徒
た
ち
は
、
多
色
刷

り
の
鮮
や
か
な
色
彩
に

魅
了
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
し
た
。
七
・
八
班
は
、

明
治
時
代
の
理
科
の
教

科
書
で
し
た
。
理
系
分

野
に
つ
い
て
書
か
れ
た

和
本
に
つ
い
て
も
生
徒

た
ち
に
知
っ
て
ほ
し
い

と
考
え
て
選
定
し
ま
し

た
が
、生
徒
た
ち
は
「
物

理
の
内
容
が
難
し
く
て
わ
か
ら
な
い
」と
困
惑
気
味
で
し
た
。
九
・

一
〇
班
は
、
地
図
や
双
六
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
冊
子
体
で
は
な
く
、

現
代
の
概
念
で
は
「
本
」
と
は
呼
ば
な
い
も
の
で
し
ょ
う
が
、
生

徒
た
ち
は
知
っ
て
い
る
地
名
に
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
し
た
。

終
結
（
一
〇
分
間
）
で
は
、
ま
ず
、
加
藤
弓
枝
が
、
和
本
の
長

所
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。
次
に
、
三
宅
が
、
表
紙
を
つ
な
げ

る
と
一
枚
の
絵
に
な
る
と
い
う
合
巻
の
特
徴
が
現
代
の
マ
ン
ガ
本

に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。『
偐
に
せ
む
ら
さ
き紫

田い
な
か舎

源げ
ん

氏じ

』
を
担
当
し
た
六
班
の
生
徒
が
、
こ
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら

実
際
に
表
紙
を
並
べ
て
確
認
し
て
い
た
の
が
印
象
的
で
す
。
さ
ら

に
、三
宅
が
、古
く
か
ら
あ
る
も
の
な
の
だ
が
現
代
の
我
々
に
と
っ

て
は
未
知
の
情
報
が
多
い
こ
と
、
地
震
の
研
究
な
ど
も
含
め
る
と

理
系
分
野
に
お
い
て
も
古
典
籍
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
教
科

書
に
載
っ
て
い
る
も
の
は
古
典
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
世
界

の
多
く
の
国
が
自
国
の
古
典
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
、
と
い
っ

た
古
典
を
学
ぶ
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。

最
後
に
、
江
戸
後
期
の
名
古
屋
周
辺
の
絵
図
を
ス
ラ
イ
ド
で
紹

介
し
、
昔
の
地
図
が
災
害
予
測
に
役
立
つ
面
も
あ
る
こ
と
な
ど
を

指
摘
し
、
過
去
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
現
代
に
も
関
わ
る
こ
と
で

あ
り
、
未
来
に
も
つ
な
げ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
三
宅
が
力
説
し
ま
し
た
。

授
業
後
、
生
徒
た
ち
か
ら
は
、「
な
に
が
か
い
て
あ
る
か
は
わ

か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
紙
の
手
触
り
と
か
重
さ
と
か
、
さ
わ
ら
な

い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
よ
か
っ
た
」、「
教
科
書
で
は

内
容
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
実
物
を
見
る
と
、
色

付
き
の
挿
絵
が
あ
っ
た
り
、
材
料
が
和
紙
で
あ
る
た
め
軽
い
と

い
っ
た
こ
と
を
新
た
に
知
る
こ
と
が
で
き
て
か
た
く
る
し
い
、
と

使用した和本の一例『偽紫田舎源氏』（多色刷）
（同志社大学古典教材開発研究センター蔵）

い
っ
た
観
点
か
ら
視
野
が
広
が
っ
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。
本
実
践
を
通
し
て
、
内
容
の
詳
細
が
わ
か
ら
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
手
触
り
な
ど
を
通
し
て
、
古
い
書
物
の
価
値
や
魅
力

を
生
徒
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

3　

和
本
の
可
能
性

従
来
の
古
典
教
育
に
お
い
て
は
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
正
確

に
読
み
取
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
重
要
性
は
今

後
も
揺
る
が
な
い
で
し
ょ
う
が
、
一
方
で
、
内
容
が
よ
く
わ
か
ら

な
く
て
も
、
和
本
に
実
際
に
さ
わ
っ
て
み
る
こ
と
で
、
古
典
の
価

値
や
魅
力
の
一
端
を
学
習
者
に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
実

感
し
ま
し
た
。
ま
た
、
本
実
践
で
は
、
現
在
の
国
語
科
教
育
の
枠

組
み
で
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
分
野
の
和
本

も
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
和
本
に
は
、
国
語
科
に
限
ら
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
教
科
・
分
野
で
豊
か
な
学
び
を
提
供
し
て
く
れ
る
可

能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
出
前
授
業
や
和
本
バ
ン
ク
に
よ
り
、

学
び
の
選
択
肢
が
拡
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
近
年
は
、
学
会

や
大
学
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
各
地
の
図
書
館
、
博
物
館
、

美
術
館
な
ど
に
お
い
て
も
、
司
書
や
学
芸
員
と
い
っ
た
専
門
職
員

に
よ
る
各
種
の
講
座
や
出
前
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
学
習
指

導
要
領
の
総
則
に
は
、
小
・
中
・
高
校
す
べ
て
に
お
い
て
、

地
域
の
図
書
館
や
博
物
館
，
美
術
館
，
劇
場
，
音
楽
堂
等
の

施
設
の
活
用
を
積
極
的
に
図
り
，
資
料
を
活
用
し
た
情
報
の

収
集
や
鑑
賞
等
の
学
習
活
動
を
充
実
す
る
こ
と
。

（「
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）」
二
三
頁
、「
中
学
校

学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）」
二
四
頁
、「
高
等
学
校
学
習
指

導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）」
二
九
頁
、
い
ず
れ
も
同
一
の
文
言
）

と
あ
り
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
し
て
い
く

上
で
、
外
部
機
関
と
の
連
携
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
校
現
場

に
無
理
な
負
担
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
学
び
の
機
会
が
提

供
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
和
本
バ
ン
ク
に
お
い
て
も
、

各
校
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
、
改
善
を
進
め
て
い
き
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

※
本
実
践
の
詳
細
は
、
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字
に

よ
る
古
典
教
育
の
試
み
（
7
）
―
和
本
バ
ン
ク
に
よ
る
出
前
授
業
―
」（『
名

古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
紀
要
』
第
六
七
集
、
二
〇
二
二

年
一
二
月
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
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S
T
E
P
 1
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典
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の
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方

S
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 2
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本
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の
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S
T
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P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

加
藤
弓
枝
（
名
古
屋
市
立
大
学
）

こ
こ
で
は
、
知
っ
て
お
く
と
よ
い
用
語
や
、
授
業
で
の
使
い
方
、

手
に
入
れ
方
な
ど
、
和
本
に
関
す
る
基
礎
知
識
に
つ
い
て
取
り
上

げ
ま
す
。

1　

和
本
入
門
─
─
和
本
に
つ
い
て
イ
チ
か
ら
学
ぶ

書
物
に
関
す
る
学
問
の
こ
と
を
書し
よ

誌し

学が
く

と
呼
び
ま
す
が
、
こ

の
学
問
で
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
用
語
の
定
義
で

す
。
書
誌
学
の
世
界
で
は
、
使
用
す
る
用
語
が
研
究
者
や
研
究
機

関
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
国
文
学
研

究
資
料
館
編
『
和
書
の
さ
ま
ざ
ま

―
国
文
学
研
究
資
料
館
通
常

展
示
図
録
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
一
八
年
）
と
、
堀ほ
り

川か
わ

貴た
か

司し

『
書
誌
学
入
門

―
古
典
籍
を
見
る
・
知
る
・
読
む
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
〇
年
）
に
よ
り
説
明
し
ま
す
。
こ
の
両
書
の
間
で
も
用
語

が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
、
無
料
で
一
般
利

用
で
き
る
電
子
展
示
室
な
ど
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

国
文
学
研
究
資
料
館
の
用
語
を
原
則
と
し
て
使
用
し
ま
す
。

ま
ず
、
最
も
基
本
と
な
る
「
和わ

本ほ
ん

」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
確

認
し
ま
し
ょ
う
。
和
本
と
は
日
本
の
古
典
籍
の
こ
と
で
す
が
、
似

た
言
葉
に
「
和わ

書し
よ

」
が
あ
り
ま
す
。
和
本
は
モ
ノ
と
し
て
の
書
物

が
ど
こ
で
作
ら
れ
た
か
、
と
い
う
点
に
注
目
し
た
呼
び
名
で
、
和

書
は
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
文
字
や
絵
画
な
ど
の
情
報
で
あ
る
テ

ク
ス
ト
が
ど
こ
で
作
ら
れ
た
か
、
と
い
う
点
に
注
目
し
た
呼
び
名

で
す
。
つ
ま
り
、「
和
本
」
と
は
モ
ノ
と
し
て
日
本
で
作
ら
れ
た

書
物
、「
和
書
」
と
は
テ
ク
ス
ト
が
日
本
で
作
ら
れ
た
書
物
を
指

し
ま
す
。

ま
た
、
和
本
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
一
つ
が
、

「
版は
ん

本ぽ
ん

」（
板
本
・
刊か
ん

本ぽ
ん

と
も
）
と
呼
ば
れ
る
テ
ク
ス
ト
が
印
刷
さ
れ

て
い
る
書
物
、
も
う
一
つ
が
「
写し
や

本ほ
ん

」
と
呼
ば
れ
る
テ
ク
ス
ト
が

手
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
書
物
で
す
。
代
表
的
な
装そ
う

訂て
い

に
は
、
次

実
践
4

和
本
の
基
礎
知
識

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
文
末
の
見
開
き
の
図
版
「
知
っ
て

お
き
た
い
和
本
の
基
礎
知
識
」
も
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●
糊の
り

で
綴
じ
ら
れ
た
も
の

　

⑴
巻か
ん

子す

本ぼ
ん　
　

⑵
折お
り

本ほ
ん　
　

⑶
粘で
つ

葉ち
よ
う

装そ
う

●
紙こ

縒よ
り

ま
た
は
糸
で
綴
じ
ら
れ
た
も
の

　

⑷
列れ
つ

帖じ
ょ
う

装そ
う

（
綴て
つ

葉よ
う

装そ
う

と
も
）　

⑸
袋ふ
く
ろ

綴と
じ

こ
の
う
ち
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
装
訂
は
袋
綴
で
す
。
こ
れ
は
紙

を
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
面
を
外
側
に
し
て
二
つ
折
り
に
し
て
重

ね
、
折
り
目
と
反
対
側
の
端
を
糸
や
紙こ

縒よ
り

な
ど
で
綴
じ
た
装
訂
で

す
。江

戸
時
代
は
人
間
に
関
わ
る
事
物
に
身
分
が
あ
り
、
和
本
の
装

訂
に
も
や
は
り
身
分
が
あ
り
ま
し
た
が
、
最
も
上
位
に
あ
っ
た
も

の
が
手
書
き
の
巻
子
本
で
し
た
。

ま
た
、
主
に
中
世
ま
で
の
和
本
の
写
本
に
用
い
ら
れ
た
書
型
に

は
、
四し

半は
ん

本ぼ
ん

（
四よ

つ
半は
ん

本ぼ
ん

と
も
）、
六ろ
く

半は
ん

本ぼ
ん

（
六む

つ
半は
ん

本ぼ
ん・
枡ま
す

形が
た

本ぼ
ん

と
も
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

現
在
の
書
籍
が
文
庫
本
な
ら
Ａ
六
判
、
コ
ミ
ッ
ク
な
ら
Ｂ
六
判

と
い
っ
た
よ
う
に
、
内
容
と
書
型
に
関
連
が
あ
る
よ
う
に
、
冊
子

体
の
版
本
の
主
な
書
型
と
内
容
に
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
関

連
が
あ
り
ま
し
た
。

大お
お

本ほ
ん　

＊
ほ
ぼ
Ｂ
5
判
（
大
学
ノ
ー
ト
サ
イ
ズ
）

…
仏
書
・
漢
籍
・
和
歌
・
物
語
な
ど
学
問
の
対
象
に
な
る
よ

う
な
書
物

半は
ん

紙し

本ぼ
ん　

＊
ほ
ぼ
Ａ
5
判
（
学
術
書
・
文
芸
雑
誌
サ
イ
ズ
）

…
大
本
と
同
ジ
ャ
ン
ル
で
や
や
一
般
向
け
の
も
の
、
唐
本
風

の
も
の
、
俳
諧
、
絵
本
な
ど

中ち
ゅ
う
ほ
ん

本　

＊
ほ
ぼ
Ｂ
6
判
（
コ
ミ
ッ
ク
本
サ
イ
ズ
）

…
草く
さ

双ぞ
う

紙し

、
実
用
書
な
ど

小こ

本ほ
ん　

＊
ほ
ぼ
Ａ
6
判
（
文
庫
本
サ
イ
ズ
）

…
携
帯
用
の
辞
書
類
、
洒し
ゃ
れ
ぼ
ん

落
本
、
噺
は
な
し

本ぼ
ん

、
雑ざ
っ

俳ぱ
い

な
ど

横よ
こ

本ほ
ん　

＊
横
長
の
も
の

…
実
用
書
、
特
に
薬
学
関
係
書
・
人
名
録
・
出す
い

納と
う

帳ち
ょ
うな
ど

高
校
ま
で
の
授
業
で
は
、
古
典
文
学
の
テ
ク
ス
ト
が
前
近
代
に

い
か
な
る
装
訂
・
書
型
の
書
物
に
記
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
取
り
上

げ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
編
集
者

や
版
元
の
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
い

例
が
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
版
本
で
す
。

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
書
型
・
装
訂
は
、
元げ
ん

禄ろ
く

七
年
（
一
六
九
四
）
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成
立
の
芭ば

蕉し
ょ
う

定
稿
清
書
本
の
時
点
か
ら
、
正
方
形
に
近
く
仕
立

て
た
六
半
本
（
枡ま
す

形が
た

本
）
の
袋
綴
で
あ
り
、
初
版
本
は
そ
の
清
書

本
の
表
紙
・
題
簽
そ
の
他
に
至
る
ま
で
す
べ
て
を
模
し
て
作
ら

れ
、
以
後
の
改
刻
本
で
も
、
図
版
の
よ
う
に
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
六
半
本
（
枡
形
本
）
の

清
書
本
を
作
ら
せ
た
の
は
芭
蕉
の
意
志
で
し
た
。
六
半
本
（
枡
形

本
）
は
鎌
倉
・
室
町
期
の
歌
書
や
物
語
の
写
本
に
多
か
っ
た
書
型

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
芭
蕉
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
を
歌
書
に
つ
な

が
る
も
の
と
す
る
意
識
を
濃
く
持
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

（
石
川
真
弘
「「
わ
せ
の
香
や
分
入
右
は
有
磯
海
」
考
」）。
こ
の
よ
う
に

和
本
の
大
き
さ
や
装
訂
は
、
著
者
の
意
識
や
内
容
を
探
る
手
が
か

り
に
な
る
の
で
す
。

さ
て
、
和
本
を
取
り
扱
う
際
に
は
、
題だ
い

簽せ
ん

（
表
紙
に
貼
ら
れ
た

書
名
が
書
か
れ
た
紙
片
）・
表
紙
・
背
・
小こ

口ぐ
ち

・
角か
ど

包づ
つ

み
・
版
心
・

咽の
ど

・
匡
き
ょ
う

郭か
く

と
い
っ
た
用
語
が
、
実
際
の
和
本
の
ど
こ
を
指
し
て
い

る
の
か
知
っ
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、

文
末
の
見
開
き
図
版
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

さ
ら
に
、
和
本
の
楽
し
み
の
一
つ
に
、
意
外
な
本
の
「
軽
さ
」

あ
る
い
は
「
重
さ
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
原
因
と
な
る
が
、
使
用

さ
れ
て
い
る
紙
、
つ
ま
り
料
り
よ
う

紙し

で
す
。
紙
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類

が
あ
り
ま
す
が
、
主
に
な
め
ら
か
で
ず
っ
し
り
と
し
た
重
み
を
感

じ
る
雁が
ん

皮ぴ

の
樹
皮
を
材
料
と
し
た
⑴
鳥と
り

の
子こ

紙が
み

、
同
じ
く
雁
皮

が
原
料
で
す
が
薄
く
漉す

く
こ
と
で
軽
さ
と
透
明
感
が
感
じ
ら
れ
る

⑵
薄う
す

様よ
う

、
最
も
広
く
和
本
に
用
い
ら
れ
て
い
る
楮こ
う
ぞ
の
樹
皮
を
材

料
と
す
る
⑶
楮ち
よ

紙し

、
雁
皮
と
楮
を
ま
ぜ
て
漉
い
た
⑷
斐ひ

楮ち
よ

交ま
ぜ

漉す
き

紙が
み

な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

以
上
が
、
入
門
的
な
和
本
の
用
語
で
す
。
し
か
し
、
文
字
で
説

明
さ
れ
て
も
イ
メ
ー
ジ
が
し
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
次

に
和
本
を
さ
ら
に
知
る
た
め
に
お
薦
め
な
本
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
を

ご
紹
介
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
専
門
書
は
取
り
上
げ
ず
、
無
料
で

寛政元年刊『おくのほそ道』＊元禄版
の覆刻（国文学研究資料館蔵、DOI：
10.20730/200008248）

手
に
入
れ
ら
れ
た
り
、
視
聴
で
き
た
り
す
る
も
の
や
、
一
般
向
け

に
書
か
れ
た
本
を
取
り
上
げ
ま
す
。

2　

和
本
に
つ
い
て
も
っ
と
学
ぶ

和
本
に
つ
い
て
学
ぶ
に
は
、
実
物
を
手
に
と
る
こ
と
が
一
番
よ

い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
難
し
い
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な

方
に
お
薦
め
な
の
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
で

公
開
さ
れ
て
い
る
電
子
展
示
室
『
和
書
の
さ
ま
ざ
ま
』1
＊

で
す
。
こ

の
電
子
展
示
で
は
、
日
本
古
典
籍
の
書
誌
学
の
基
礎
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。
動
画
も
あ
り
、
ふ
ん
だ
ん
に
画
像
が
用
い
ら
れ
た

わ
か
り
や
す
い
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
サ
イ
ト

の
前
身
が
、
二
〇
一
八
年
に
国
文
学
研
究
資
料
館
で
開
催
さ
れ
た

通
常
展
示
で
す
が
、
そ
の
図
録
が
、
同
館
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
で
公
開

さ
れ
て
い
ま
す2
＊

。
こ
ち
ら
は
非
営
利
目
的
な
ら
ば
、
改
変
せ
ず
ク

レ
ジ
ッ
ト
を
示
せ
ば
複
製
や
配
布
が
可
能
で
す
。
装
訂
や
書
型
な

ど
が
わ
か
り
や
す
く
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
て
お
り
、
児
童
や
生
徒
に

プ
リ
ン
ト
と
し
て
配
り
た
い
時
に
利
用
で
き
、
と
て
も
便
利
で
す
。

も
っ
と
本
格
的
に
和
本
に
つ
い
て
学
び
た
い
方
に
お
薦
め
な
の

が
、Future Learn 

慶
應
義
塾
大
学
の
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
「
古

書
か
ら
読
み
解
く
日
本
の
文
化
⑴
─
─
和
本
の
世
界
」3
＊

で
す
。
こ

の
講
座
で
は
、
書
物
が
日
本
の
文
化
史
に
果
た
し
た
役
割
や
、
ア

ジ
ア
で
使
用
さ
れ
て
い
る
主
要
な
製
本
方
法
な
ど
を
豊
富
な
画
像

や
動
画
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
英
語
版
と
日
本
語
版
が
あ
り
、

期
間
限
定
で
学
ぶ
無
料
コ
ー
ス
と
、
期
限
の
な
い
有
料
コ
ー
ス
と

が
あ
り
ま
す
。
動
画
の
一
部
は
、
教
育
的
目
的
で
あ
れ
ば
授
業
利

用
も
で
き
ま
す
。
使
用
さ
れ
て
い
る
動
画
は
い
ず
れ
も
数
分
の
短

い
も
の
で
す
の
で
、
実
際
の
授
業
に
も
取
り
入
れ
や
す
い
と
思
い

ま
す
。

ま
た
、
林
は
や
し

望の
ぞ
む『
リ
ン
ボ
ウ
先
生
の
書
物
探
偵
帖
』（
講
談
社
文
庫
、

二
〇
〇
〇
年
、『
書
誌
学
の
回
廊
』
の
改
題
本
）
は
、
難
し
そ
う
な
書

国文学研究資料館のリポジトリで公開さ
れている『和書のさまざま』の通常展示
図録の表紙
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誌
学
の
世
界
を
わ
か
り
や
す
く
、
そ
し
て
の
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り

に
解
説
し
て
い
ま
す
。

3　

和
本
を
授
業
で
使
う

で
は
、
和
本
を
実
際
の
授
業
で
使
う
に
は
、
ど
う
い
っ
た
点
に

気
を
つ
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
、
児
童
や
生
徒
に
和
本

の
取
り
扱
い
方
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

準
備
と
し
て
、
⑴
素
手
で
扱
う
た
め
手
を
洗
い
し
っ
か
り
と

水
分
は
拭
い
ま
す
。
⑵
筆
記
用
具
は
鉛
筆
を
使
用
し
、
和
本
を

汚
し
た
り
、
傷
つ
け
た
り
す
る
ペ
ン
・
消
し
ゴ
ム
・
金
属
製
品
は

使
用
し
な
い
よ
う
に
心
が
け
ま
す
。

実
際
に
さ
わ
る
時
の
基
本
は
、
⑴
水
平
な
机
に
お
い
て
持
ち

上
げ
な
い
こ
と
、
⑵
両
手
で
丁
寧
に
取
り
扱
い
、
め
く
る
時
は

文
字
の
な
い
余
白
部
分
を
つ
ま
み
、
和
本
を
筆
記
用
具
や
参
考
書

や
他
の
本
と
接
触
さ
せ
な
い
こ
と
で
す
。
要
点
は
文
末
の
見
開
き

の
図
版
に
も
ま
と
め
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
に
関
す
る
説
明
は
、
動
画
の
方
が
向
い

て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
慶
應
義
塾
大
学
の
オ
ン
ラ
イ
ン
講

座
に
は
、「
和
本
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
と
い
う
約
三
分
の
動

画
が
公
開
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
り
ま
す
。

で
は
、
実
際
の
授
業
で
は
ど
の
よ
う
に
和
本
を
取
り
上
げ
た
ら

よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
実
践
例
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

ま
ず
は
、
鶴
見
大
学
図
書
館
（
横
浜
市
鶴
見
区
）
が
行
っ
て
い

る
古
典
籍
体
験
学
習
で
す
。
古
典
籍
の
ホ
ン
モ
ノ
に
さ
わ
っ
て

書
物
の
歴
史
や
文
化
を

体
験
す
る
と
い
う
も
の

で
、
半
日
か
ら
一
日
が

か
り
の
実
践
で
す
。
高

学
年
の
小
学
生
を
対
象

と
し
、
和
本
に
さ
わ
る

時
間
と
、
和
本
を
作
る

時
間
と
に
分
け
て
い
ま

す
。
和
本
に
さ
わ
る
時

間
に
は
、
広
め
の
教
室

な
ど
に
机
で
島
を
複
数

作
り
、
そ
こ
に
テ
ー
マ

別
に
和
本
を
置
き
ま
す
。

児
童
は
数
分
ず
つ
順
番
に
島
を
め
ぐ
り
、
各
机
の
担
当
者
か
ら
説

明
を
受
け
る
と
い
う
も
の
で
す
。
詳
細
は
近
江
弥
穂
子
さ
ん
の
実

践
報
告
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

こ
の
実
践
か
ら
、
古
典
籍
が
持
つ
教
材
と
し
て
の
可
能
性
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
知
っ
て
い
る
地
名
や
昔
話
な

ど
に
関
す
る
和
本
が
人
気
で
あ
る
こ
と
、
明
治
本
も
児
童
に
と
っ

て
は
十
分
古
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

好
評
な
取
り
組
み
で
す
が
、
さ
わ
っ
て
も
よ
い
古
典
籍
を
五
〇

点
以
上
、
さ
わ
っ
て
は
い
け
な
い
貴
重
書
を
一
五
点
以
上
、
ス

タ
ッ
フ
も
一
〇
名
以
上
必
要
と
す
る
た
め
、
同
じ
授
業
を
行
う
こ

と
は
な
か
な
か
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
体
験
授
業

を
も
と
に
、
も
っ
と
コ
ン
パ
ク
ト
で
、
実
際
の
授
業
に
も
取
り
入

れ
ら
れ
そ
う
な
実
践
と
し
て
行
っ
た
の
が
、
名
古
屋
大
学
教
育
学

部
附
属
中
学
校
で
の
取
り
組
み
で
す
。
毎
年
、
同
校
の
加
藤
直
志

さ
ん
、
愛
知
県
立
大
学
の
三
宅
宏
幸
さ
ん
、
そ
し
て
筆
者
の
三
名

で
協
働
で
行
っ
て
い
る
、「
く
ず
し
字
に
よ
る
古
典
教
育
の
試
み
」

の
、
七
回
目
の
実
践
授
業
で
す
。

こ
の
授
業
で
は
、
古
典
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
、
古
典
へ
の

興
味
関
心
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
異
な
る

和
本
を
配
付
し
、
文
字
・
挿
絵
・
大
き
さ
・
重
さ
・
紙
と
い
う
五

つ
の
観
点
か
ら
、
現
代
の
書
物
と
の
相
違
点
と
共
通
点
を
考
察
し

て
も
ら
い
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て
い
る
和
本
の
内
容
に
つ
い
て

も
書
名
や
挿
絵
な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
ま
と
め
て
も
ら
い
ま
し
た
。

授
業
の
後
半
に
は
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表
時
間
を
設
け
ま
し
た

が
、
生
徒
た
ち
の
鋭
い
考
察
に
驚
き
ま
し
た
。
同
校
で
は
く
ず
し

字
資
料
を
用
い
た
特
別
授
業
を
以
前
よ
り
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

本
物
の
和
本
が
持
つ
効
用
で
し
ょ
う
か
、
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
も

例
年
よ
り
課
題
の
考
察
が
よ
り
詳
細
で
し
た
。
詳
し
く
は
、
前
章

の
加
藤
直
志
さ
ん
の
実
践
報
告
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

し
か
し
、
授
業
に
使
用
で
き
そ
う
な
和
本
を
一
〇
点
以
上
所
蔵

し
て
い
る
授
業
者
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
和
本
は
ど
こ

か
ら
手
に
入
れ
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

4　

和
本
を
手
に
入
れ
る

和
本
と
聞
く
と
、「
高
価
な
も
の
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り

ま
す
が
、
実
際
の
値
段
は
ピ
ン
キ
リ
で
す
。
例
え
ば
次
の
写
真

は
、
神
田
の
日
本
書
房
さ
ん
に
、「
小
学
生
が
好
き
そ
う
な
高
く

な
い
和
本
」
と
い
う
条
件
で
選
書
を
依
頼
し
た
際
に
、
提
案
い
た

横浜市内の小学校にて
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［実践 4］和本の基礎知識

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

だ
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
写
真
に
は
、
三
〇
〇
円
か
ら
九
八
〇
〇

円
ま
で
の
和
本
が
載
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
左
上
の
特と
く

小し
ょ
う

本ぼ
ん

（
豆ま
め

本ほ
ん

と
も
）
と
呼
ば
れ
る
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
和
本
は
、
歌か

仙せ
ん

絵え

入
り
の
『
百
人
一
首
』
で
す
が
、
状
態
が
あ
ま
り
良
く
な
い
た
め

五
〇
〇
円
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
特
別
な
予
算
が
な
く
て
も
、
購

入
可
能
な
和
本
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
和
本
は
定
価
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
同
じ
よ
う
な
和

本
で
も
本
屋
に
よ
っ
て
（
あ
る
い
は
同
じ
本
屋
で
も
仕
入
れ
値
な
ど
状

況
に
よ
っ
て
）
値
段
は
異
な
り
ま
す
。
お
薦
め
は
和
本
を
取
り
扱

う
良
心
的
で
信
頼
で
き
る
古
書
店
を
探
す
こ
と
で
す
。
で
き
れ
ば

勤
務
先
や
通
っ
て
い
る
学
校
、
あ
る
い
は
自
宅
か
ら
遠
く
な
い
お

店
で
あ
れ
ば
、
定
期
的
に
通
え
て
、
店
主
と
も
仲
良
く
な
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
古
書
店
に
通
う
の
は
地
理
的
に
難
し

い
と
い
う
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

古
書
店
で
直
接
購
入
す
る
方
法
の
ほ
か
、
古
書
店
が
年
に
数
回

発
行
し
て
い
る
目
録
や
、「
日
本
の
古
本
屋
」
と
い
う
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ

イ
ト
で
も
購
入
可
能
で
す
。
他
に
は
、
東
京
古
典
会
や
大
阪
古
典

会
が
開
催
し
て
い
る
大
入
札
会
の
よ
う
な
古
典
籍
の
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
選え

り
す
ぐ
り
の
稀き

覯こ
う

本
が
出
品
さ
れ

る
も
の
で
、
高
額
な
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
利
用
は
難
し
い
と
思

い
ま
す
。
ま
た
、
ヤ
フ
オ
ク
！
の
よ
う
な
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト

に
も
た
く
さ
ん
の
和
本
が
出
品
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
面
白
い
和
本

を
安
く
手
に
入
れ
る
に
は
、
習
熟
が
必
要
で
初
心
者
に
は
不
向
き

で
す
。

も
し
関
西
地
区
に
お
住
ま
い
で
あ
れ
ば
、
安
価
で
面
白
い
和
本

は
、
京
都
古
書
研
究
会
が
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
古
本
ま
つ
り

に
出
品
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
神
田
で
も
東
京
古
書
会

館
の
地
下
即
売
会
が
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
最
近
は

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
販
売
し
て
い
る
古
書
店
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
手

に
入
れ
る
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
あ
り
ま
す
。　

で
は
、
手
に
入
れ
た
和
本
は
、
ど
の
よ
う
に
保
管
し
た
ら
よ

い
の
で
し
ょ
う
か
。
和
本
の
保
管
方
法
は
、
⑴
柔
ら
か
い
た
め

横
置
き
保
管
が
基
本
で
、
⑵
防
虫
剤
を
本
棚
か
保
存
箱
へ
入
れ
、

⑶
定
期
的
な
虫
干
し
を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
れ
ら
を
怠

る
と
、
最
悪
、
虫
に
食
わ
れ
た
和
本
の
残
骸
を
見
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
少
量
の
和
本
で
あ
れ

ば
、
保
管
は
そ
れ
ほ
ど
大
変
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、「
購
入
す
る
の
は
ち
ょ
っ
と
」
と
い
う
方
や
、「
多
く

の
和
本
の
中
か
ら
そ
の
都
度
必
要
な
和
本
を
選
び
た
い
」、
と
い

う
方
に
お
薦
め
な
の
が
、「
和
本
バ
ン
ク
」
の
利
用
で
す
。
先
述

し
た
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
で
の
授
業
も
、
こ
ち
ら

に
所
蔵
さ
れ
る
和
本
を
利
用
し
ま
し
た
。

　
「
和
本
バ
ン
ク
」
は
、
古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
が
行
っ

て
い
る
教
育
現
場
へ
の
古
典
籍
貸
出
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
研
究

者
や
篤
志
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
和
本
を
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高

等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
へ
無
償
で
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
同
志
社
大
学
古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ

ト
、
な
ら
び
に
実
践
2
「
古
典
籍
無
償
貸
出
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
和

本
バ
ン
ク
」
の
す
す
め
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

和
本
の
知
識
を
少
し
得
る
だ
け
で
も
、
古
典
の
世
界
は
ぐ
っ
と

広
が
り
ま
す
。
ご
紹
介
し
た
サ
イ
ト
や
書
籍
を
通
し
て
、
一
人
で

も
多
く
の
方
に
、
古
典
籍
の
世
界
の
面
白
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

注＊
1　

国
文
学
研
究
資
料
館　

電
子
展
示
室
「
和
書
の
さ
ま
ざ
ま
」

 
https://w

w
w.nijl.ac.jp/etenji/w

asho/index.htm
l

＊
2　

国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
和
書
の
さ
ま
ざ
ま
―
国
文
学
研
究
資
料
館

通
常
展
示
図
録
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
一
八
年
）

 
http://id.nii.ac.jp/1283/00003721/

＊
3　

Future Learn 

慶
應
義
塾
大
学
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
「
古
書
か
ら
読
み

解
く
日
本
の
文
化
⑴

：

和
本
の
世
界
」

 
https://w

w
w.futurelearn.com

/courses/japanese-rare-books-

culture-j
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［実践 4］和本の基礎知識

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

代表的な装
そう

訂
てい

●糊（のり）によるもの
	①	巻子本 かんすぼん 

	②	折本 おりほん

	③	粘葉装 でっちょうそう

紙を 2つ折りにし
て重ね、折り目と
反対側の端を糸や
紙縒などで綴じる

準備
　①	手を洗い、ハンカチなどでしっかり水分を拭

ぬぐ

う
　　＊時計・アクセサリー類は外す
　　＊手袋は使用しない
　②	筆記用具は鉛筆を使う
　　＊ペン（ボールペン・サインペンなど）は使用しない
　　＊消しゴムや金属製品の使用はしない

基本
　①	水平で清潔な机に置き、机から持ち上げない
　②	両手で丁寧に取り扱う
　　＊めくるときは文字のない余白部分をつまむ
　　＊筆記用具・参考書や他の和本と接触させない

和本の部
ぶ

位
い

和本の取り扱い方

主な書
しょ

型
けい

＝大きさ

●中世までの和文の写本（手書きの本）
	①	四半本	しはんぼん　
＊四つ半本（よつはんぼん）とも

＊全紙の四分の 1の大きさ

	②	六半本	ろくはんぼん	＝枡形本	ますがたぼん

＊六つ半本（むつはんぼん）とも

＊全紙の六分の 1の大きさ　＊ほぼ正方形

③	粘葉装

②	折本①	巻子本

④	列帖装（綴葉装） ⑤	袋綴
匡郭

きょうかく

｜参考｜ 国文学研究資料館編『和書のさまざま』　http://id.nii.ac.jp/1283/00003721/
　　　　 堀川貴司『書誌学入門―古典籍を見る・知る・読む』勉誠出版、2010 年

ここを糊綴じ ここを糸綴じ

題簽
だいせん

表紙

背
せ

小口
こぐち

（下小口） 角包み
かどづつみ

版心
はんしん

咽
のど

版心
はんしん

和本の基礎知識

●紙縒（こより）または糸によるもの
	④	列帖装 れつじょうそう・れっちょうそう

＊綴葉装（てつようそう・てっちょうそう）とも

	⑤	袋綴	ふくろとじ

●冊子本の版本（印刷された本）
	③	大本	おおほん　＊ほぼ B5判

	④	半紙本	はんしぼん　＊ほぼA5判

	⑤	中本	ちゅうほん・ちゅうぼん　＊ほぼB6判

	⑥	小本	こほん　＊ほぼA6判

	⑦	横本	よこほん　＊横長のもの	

\ 	知っておきたい	/

｜図版｜ 佐々木孝浩所蔵本
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［実践 4］和本の基礎知識 　
　
　
　

く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

STEP 3
第
Ⅰ
部　

入
門
編 現在日本近世文学会では、

学会員を講師とした出前授業を実施しています。
主たる対象は小学校・中学校・高校。期日・時間等はご相談下さい。

講師派遣の諸費用は、原則として学会が負担します。

詳細は以下より

●　●　●　●　●　●

▼出前授業の実施について（日本近世文学会）
http://www.kinseibungakukai.com/doc/demaejugyo.html

▼出前授業のあゆみ（日本近世文学会）
http://www.kinseibungakukai.com/doc/demaejugyo-ayumi.html

出前授業について
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［総論］なぜ「くずし字教育」が必要なのか

S
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P
 1
　
古
典
へ
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S
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P
 2
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方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

1　

は
じ
め
に

こ
こ
一
〇
年
ほ
ど
、「
く
ず
し
字
」
解
読
に
対
す
る
関
心
が
広
が
る
と
と
も
に
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
く
ず
し
字
認
識
技
術
も
急
速
な
進
化
を

遂
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
「
く
ず
し
字
」
解
読
へ
の
追
い
風
現
象
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
な
ぜ
「
く
ず
し
字
教
育
」
が
必
要
な
の

か
と
い
う
逆
風
へ
の
回
答
も
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
く
ず
し
字
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
、
濫
用
す
る
こ
と
に
批
判
的
な
人
も
い
ま
す
が
、「
く
ず
し
字
」
は
、
ア
カ
デ
ミ
ア
で
も
広
く

使
わ
れ
、
定
着
し
て
い
る
言
葉
な
の
で
、
本
章
で
も
「
く
ず
し
字
」
を
用
い
ま
す
。

「
く
ず
し
字
」
と
は
、変
体
仮
名
を
含
め
て
、漢
字
を
く
ず
し
た
文
字
の
こ
と
で
、特
に
前
近
代
の
古こ

文も
ん

書じ
ょ・

古こ

典て
ん

籍せ
き

で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
く
ず
す
」
と
は
、
渡
辺
麻
里
子
さ
ん
の
「
く
ず
し
字
三
ケ
条
」
に
よ
れ
ば
、「
つ
な
げ
る
・
な
め
ら
か
に
す
る
・
簡
単
に
す
る
」
と
い
う

こ
と
（
渡
辺
麻
里
子
「
く
ず
し
字
を
知
る
こ
と
―
日
本
古
典
文
学
の
基
礎
学
を
考
え
る
」、荒
木
浩
編
『
古
典
の
未
来
学
』
文
学
通
信
、二
〇
二
〇
年
）
で
す
。

私
自
身
、「
く
ず
し
字
教
育
」
の
普
及
活
動
に
微
力
な
が
ら
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
経
験
を
ま
ず
述
べ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

総　

論
な
ぜ
「
く
ず
し
字
教
育
」
が
必
要
な
の
か

飯
倉
洋
一
（
大
阪
大
学
名
誉
教
授
）

2　
「
く
ず
し
字
教
育
」
と
私

①
日
本
近
世
文
学
会
で
の
和わ

本ほ
ん

リ
テ
ラ
シ
ー
啓
蒙
活
動　

私
の
師
で
あ
る
中な
か

野の

三み
つ

敏と
し

先
生
は
、
二
〇
一
〇
年
こ
ろ
か
ら
、「
和
本
リ
テ

ラ
シ
ー
」
と
い
う
造
語
で
、「
く
ず
し
字
」
解
読
能
力
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
主
張
は
『
和
本
の
す
す
め
』（
岩
波
新
書
、

二
〇
一
一
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
は
、
江
戸
時
代
以
前
に
手し
ゅ

写し
ゃ

ま
た
は
出
版
さ
れ
、「
く
ず
し
字
」
で
書

か
れ
た
本
を
読
む
能
力
の
こ
と
で
す
。
そ
の
能
力
の
あ
る
人
は
、
現
在
の
日
本
に
は
数
千
人
程
度
し
か
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強

い
危
機
感
を
中
野
先
生
は
持
っ
て
い
ま
し
た
。

な
ぜ
、「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
必
要
な
の
か
。
江
戸
時
代
以
前
の
本
は
一
〇
〇
万
点
く
ら
い
残
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
そ

の
う
ち
活
字
に
な
っ
て
い
る
の
は
、三
％
く
ら
い
で
し
ょ
う
（
中
野
先
生
は
一
％
と
言
わ
れ
ま
す
が
、も
う
少
し
多
い
と
私
は
思
い
ま
す
）。
し
か
し
、

活
字
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
近
現
代
の
資
料
価
値
観
の
枠
組
み
で
選
ば
れ
た
も
の
で
す
。
成
熟
し
た
社
会
を
目
指
す
た
め
に
は
、
そ
の

枠
組
み
か
ら
抜
け
出
し
、
新
た
な
認
識
の
枠
組
み
を
つ
く
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
活
字
に
な
っ
て
い
な
い
典
籍
を
読
む

必
要
が
あ
り
、「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
中
野
先
生
の
主
張
の
概
要
で
す
。

中
野
先
生
は
、
二
〇
一
一
年
五
月
に
、
日
本
近
世
文
学
会
宛
に
要
望
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
要
旨
は
、「
近
代
主
義
の
行
き
過
ぎ

を
是
正
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
は
、
近
代
主
義
が
否
定
し
た
江
戸
時
代
に
こ
そ
あ
る
。
江
戸
時
代
を
理
解
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
は
、「
和
本

リ
テ
ラ
シ
ー
」
以
外
に
は
な
い
。「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
回
復
の
た
め
に
、
日
本
近
世
文
学
会
で
、
そ
の
啓
蒙
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
時
私
は
同
学
会
の
事
務
局
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
日
本
近
世
文
学
会
と
は
江
戸
時
代
の
文
学
を
研
究
す
る
研

究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
、
当
時
の
会
員
は
約
八
〇
〇
名
で
し
た
。

学
会
で
は
要
望
書
を
受
け
て
、
広
報
企
画
委
員
会
の
中
に
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
部
門
」
を
設
置
、
学
習
指
導
要
領
の
範
囲
で
、
ど
の
よ

う
に
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
教
育
を
行
え
る
か
を
模
索
し
ま
し
た
。
二
〇
一
三
年
に
は
「
く
ず
し
字
教
育
」
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
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開
催
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
ア
ン
ケ
ー
ト
報
告
会
と
討
論
を
経
て
、
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
の
刊
行
を
決
定
、
二
〇
一
五
年
七
月
に
フ
リ
ー
マ
ガ

ジ
ン
の
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
」
第
一
号
を
刊
行
し
た
の
で
す
。
同
誌
は
ウ
ェ
ブ
で
も
公
開
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
一
月
に
は
第
五

号
を
刊
行
し
ま
し
た
。
一
方
で
、
学
会
員
に
よ
る
、
各
地
の
小
・
中
・
高
で
の
出
前
授
業
を
積
極
的
に
展
開
し
ま
し
た
。

②
京
都
大
学
古
地
震
研
究
会
の
活
動　

京
都
大
学
古
地
震
研
究
会
は
、
二
〇
一
二
年
四
月
京
都
大
学
大
学
院
理
学
研
究
科
の
中
西
一
郎
教

授
（
現
名
誉
教
授
）
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
有
志
が
集つ
ど

っ
た
学
際
的
な
団
体
で
す
。
そ
の
目
的
は
地
震
を
は
じ
め
と
す
る
過
去
の
自
然
災
害

に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
で
、
古
文
書
解
読
の
実
習
や
実
践
を
中
心
と
し
た
勉
強
会
を
毎
週
開
い
て
い
ま
し
た
。
二
〇
一
四
年
九

月
、
私
は
中
西
先
生
の
依
頼
に
よ
り
、
同
会
の
夏
合
宿
に
呼
ば
れ
、「
刊か
ん

本ぽ
ん

と
写し
ゃ

本ほ
ん

」
に
つ
い
て
講
演
を
し
ま
し
た
。
実
は
中
野
三
敏
先

生
の
ピ
ン
チ
ヒ
ッ
タ
ー
で
し
た
。
こ
こ
で
私
は
理
系
研
究
者
も
「
く
ず
し
字
」
解
読
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
感
銘
を
受
け
ま
し

た
。
当
時
京
都
大
学
の
教
員
で
あ
っ
た
地
震
研
究
者
の
加
納
靖
之
さ
ん
（
現
東
京
大
学
）、
院
生
で
あ
っ
た
人
文
情
報
学
研
究
者
の
橋
本
雄

太
さ
ん
（
現
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
と
も
出
会
い
、
懇
親
会
で
は
「
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
」
の
開
発
に
つ
い
て
も
話
題
と
な
り
ま

し
た
。
そ
の
一
年
半
後
に
、
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
（
ク
ー
ラ
）
が
リ
リ
ー
ス
さ
れ
る
な
ど
と
は
、
こ
の
時
点
で
は
思
い

も
よ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
現
す
れ
ば
面
白
い
よ
ね
、
く
ら
い
の
雑
談
だ
っ
た
と
記
憶
し
ま
す
。

③
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
開
発
ま
で
の
流
れ　

折
し
も
国
文
学
研
究
資
料
館
（
以
下
、「
国
文
研
」）
で
は
、
歴
史
的
典
籍
Ｎ
Ｗ
事
業
と
称
す
る
、
三
〇
万

点
の
歴
史
的
典
籍
画
像
公
開
計
画
が
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
大
阪
大
学
が
事
業
を
推
進
す
る
拠
点
校
の
一
つ
と
し
て
選
ば
れ
、
私

は
拠
点
代
表
と
し
て
、
何
ら
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
思
い
つ
い
た
の
が
画
像
を
よ
り
活
用
し
て
い

た
だ
く
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
そ
の
時
点
で
は
「
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
」
の
開
発
ま
で
考
え
て
い
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
橋
本
さ
ん
と
の
出
会
い
で
に
わ
か
に
現
実
化
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
初
拠
点
校
に
は
一
〇
〇
〇
万
円
く
ら
い
の
予
算
が

降
り
て
く
る
と
い
う
話
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
泡
と
消
え
、
一
〇
分
の
一
く
ら
い
に
縮
小
さ
れ
、
計
画
は
宙
に
浮
き
そ
う
に
な
り

ま
し
た
。
幸
い
大
阪
大
学
か
ら
も
支
援
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
国
の
助
成
金
で
あ
る
科
研
の
挑
戦
的
萌
芽
研
究
へ
の
応
募
も

採
択
さ
れ
て
、
二
〇
一
五
年
度
か
ら
、
橋
本
さ
ん
を
シ
ス
テ
ム
設
計
者
と
し
て
お
迎
え
し
、「
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
」
の
開
発
が

始
ま
り
ま
し
た
。
今
思
え
ば
、
開
発
の
た
め
の
環
境
が
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
整
っ
て
き
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
二
〇
一
五
年
一
一
月
、
国
文
研

は
無
条
件
で
利
用
で
き
る
三
五
〇
点
の
古
典
籍
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
公
開
し
ま
し
た
（
現
在
は
三
〇
〇
〇
点
以
上
が
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
）。
国
立
国
会
図
書
館
や
早
稲
田
大
学
、
立
命
館
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
内
外
の
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
も
充
実
し
て
き
て

い
ま
し
た
。
同
年
一
〇
月
に
は
、
国
立
国
語
研
究
所
が
「
学
術
情
報
交
換
用
変
体
仮
名
」
セ
ッ
ト
を
試
験
公
開
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
変
体

仮
名
が
ワ
ー
プ
ロ
や
ス
マ
ホ
で
打
て
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
戸
籍
な
ど
の
行
政
実
務
に
お
い
て
変
体
仮
名
の
文
字
コ
ー
ド

標
準
化
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、日
本
語
の
文
字
表
記
史
や
日
本
史
学
の
学
術
用
途
に
お
い
て
も
、変
体
仮
名
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
扱
う
ニ
ー

ズ
が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
し
た
。
チ
ー
ム
の
一
員
で
あ
っ
た
当
時
大
阪
大
学
准
教
授
の
矢
田
勉
さ
ん
（
現
東
京
大
学
）
が
も
た
ら
し

た
情
報
で
し
た
（
高
田
智
和
・
矢
田
勉
・
齋
藤
達
哉
「
変
体
仮
名
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら　

情
報
交
換
の
た
め
の
標
準
化
」、『
情
報
管
理
』
五
八
―
六
、

二
〇
一
五
年
九
月
）。
こ
の
よ
う
な
偶
然
が
重
な
り
、
ア
プ
リ
開
発
の
環
境
が
急
速
に
整
っ
た
の
は
、
や
は
り
運
命
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
開
発
の
経
過
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
も
発
信
さ
れ
、
テ
ス
タ
ー
の
募
集
も
行
い
ま
し
た
。
私
た
ち
に
と
っ
て
意
外
だ
っ
た
の
は
、
刀
剣

乱
舞
と
い
う
人
気
ゲ
ー
ム
の
ユ
ー
ザ
ー
（
い
わ
ゆ
る
刀
剣
ク
ラ
ス
タ
）
が
強
く
興
味
を
示
し
て
く
れ
た
こ
と
で
し
た
。
刀
剣
を
深
く
知
ろ
う

と
す
れ
ば
、
古
文
書
を
読
む
必
要
が
あ
る
か
ら
で
し
た
。
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
の
練
習
用
テ
キ
ス
ト
に
江
戸
時
代
の
刀
剣
書
が
入
っ
て
い
る
の
は
そ

う
い
う
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
も
の
で
し
た
。

④
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ　

Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
は
、Kuzushiji  Learning  Application

の
略
称
で
、
字
形
学
習
・
読
解
練
習

に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
機
能
を
備
え
た
「
く
ず
し
字
」
学
習
の
総
合
支
援
モ
バ
イ
ル
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
二
〇
一
六
年
二
月
一
七
日

に
行
わ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
読
み
た
い
！　

日
本
の
古
典
籍
」
で
発
表
さ
れ
、
翌
日
リ
リ
ー
ス
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
二
二
年
の
現

時
点
で
約
二
〇
万
回
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
、「
く
ず
し
字
」
を
学
び
た
く
て
も
、「
く
ず
し
字
」
学
習
本
や
、
く

ず
し
字
辞
典
の
類
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
な
海
外
の
方
を
利
用
者
に
想
定
し
た
も
の
で
す
。「
ま
な
ぶ
」「
よ
む
」「
つ
な
が
る
」
の
三



81 80

［総論］なぜ「くずし字教育」が必要なのか

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

つ
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
か
ら
な
り
ま
す
。「
ま
な
ぶ
」
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
、
ゆ
る
キ
ャ
ラ
「
し
み
ま
る
」
に
よ
る
、「
く
ず
し
字
」
解
読
の
基
礎

知
識
解
説
と
、
三
〇
〇
〇
件
の
用
例
を
用
い
た
字
形
学
習
、
ど
の
く
ら
い
力
が
つ
い
た
か
を
自
分
で
確
か
め
ら
れ
る
テ
ス
ト
機
能
が
あ
り

ま
す
。
用
例
は
、
国
文
研
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
か
ら
収
集
し
て
い
ま
す
。「
し
み
ま
る
」
は
『
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
』
の
公
式
マ
ス

コ
ッ
ト
で
、
ユ
ー
ザ
ー
と
シ
ス
テ
ム
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。「
よ
む
」
モ
ジ
ュ
ー
ル
で
は
、
実
際
の
和
本
を
利
用
し
た

読
解
練
習
が
で
き
ま
す
。
本
ア
プ
リ
は
海
外
の
日
本
研
究
者
を
想
定
し
て
開
発
さ
れ
ま
し
た
が
、
海
外
で
日
本
古
典
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

よ
く
読
ま
れ
て
い
る
『
方ほ
う

丈じ
ょ

記う
き

』、
な
ぞ
解
き
を
楽
し
み
な
が
ら
学
習
で
き
る
『
新し
ん

版ぱ
ん

な
ぞ
な
ぞ
双す
ご

六ろ
く

』、
刀
剣
ク
ラ
ス
タ
の
利
用
を
念
頭

に
置
い
た
『
新あ
ら
み
め
い
づ
く
し
こ
う
し
ゅ
う

刃
銘
尽
後
集
』
を
収
録
し
、
全
作
品
に
翻ほ
ん

刻こ
く

文ぶ
ん

を
付
し
て
い
ま
す
。「
つ
な
が
る
」
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
こ
の
ア
プ
リ
で
学

習
す
る
仲
間
で
情
報
交
換
や
交
流
を
促
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
で
す
。
例
え
ば
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
カ
メ
ラ
で
資
料
を
撮
影
し
、
他

の
ユ
ー
ザ
ー
に
読
み
方
を
教
え
て
も
ら
う
な
ど
の
教
え
合
い
が
で
き
ま
す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ア
カ
ウ
ン
ト
が
あ
れ
ば
誰
で
も
利
用
可
能
で
す
。
な

お
、
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
飯
倉
洋
一
編
『
ア
プ
リ
で
学
ぶ
く
ず
し
字　

く
ず
し
字
ア
プ
リ
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
の
使
い
方
』（
笠
間
書

院
、
二
〇
一
七
年
）
と
い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

3　

Ｉ
Ｔ
時
代
の
「
く
ず
し
字
教
育
」

①
教
材
と
し
て
の
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ　
『
ア
プ
リ
で
学
ぶ
く
ず
し
字
』
に
は
、
大
学
の
授
業
で
の
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
の
活
用
に
つ
い
て
の
経
験
談
を
語
る

慶
應
義
塾
大
学
の
合ご
う

山や
ま

林
太
郎
さ
ん
の
報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
員
は
、簡
単
な
説
明
で
導
入
可
能
で
あ
り
、「
ま
な
ぶ
」モ
ジ
ュ
ー

ル
の
ク
イ
ズ
機
能
を
用
い
て
課
題
を
出
せ
ま
す
。
全
問
正
解
し
た
場
合
「
全
問
正
解
」
の
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
る
た
め
、到
達
度
の
チ
ェ
ッ

ク
が
簡
単
で
す
。
問
題
は
一
四
回
分
（
各
回
二
〇
問
程
度
）
あ
る
た
め
、一
セ
メ
ス
タ
ー
（
一
五
回
）
で
、「
く
ず
し
字
」
を
攻
略
す
る
の
に
ち
ょ

う
ど
よ
い
の
で
す
。
一
方
、
学
生
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
し
み
ま
る
」
を
「
か
わ
い
い
」
と
楽
し
み
な
が
ら
、
通
学
電
車
や
、
待
ち
時
間

に
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
全
回
を
全
問
正
解
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
く
ず
し
字
」
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
す
ら

す
ら
読
め
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
「
く
ず
し
字
」
解
読
の
基
本
中
の
基
本
が
習
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
な
使
い
方
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
は
、「
く
ず
し
字
教
育
」
の
必
須
ツ
ー
ル
と
な
り
、
初
学
者
用
の
定
番
自
習
教
材

と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

②
み
ん
な
で
翻
刻　

さ
て
、
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
リ
リ
ー
ス
の
翌
年
、
京
都
大
学
古
地
震
研
究
会
は
、「
み
ん
な
で
翻
刻
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
開
始
し
ま
し
た
。「
み
ん
な
で
翻
刻
」
は
多
数
の
人
々
が
史
料
の
翻
刻
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
歴
史
資
料
の
解
読
を
一
挙
に
推
し
進

め
よ
う
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
当
初
は
地
震
史
料
の
翻
刻
が
目
的
で
し
た
が
、
予
想
を
は
る
か
に
上
回
る
ペ
ー
ス
で
翻
刻
が
進

み
、
料
理
本
や
医
学
本
、
仏ぶ
っ

典て
ん

、
草く
さ

双ぞ
う

紙し

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
投
入
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
刻
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
走
っ
て
い
ま
す
。

二
〇
二
二
年
九
月
時
点
で
、
参
加
登
録
者
は
二
二
〇
〇
名
を
超
え
、
一
八
〇
〇
万
字
以
上
が
入
力
さ
れ
、
翻
刻
完
了
史
料
は
一
四
〇
〇
と

な
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
一
〇
〇
万
文
字
以
上
入
力
し
た
人
が
四
人
も
い
る
の
は
、
驚
き
を
超
え
て
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
翻
刻
初
心
者
も

参
加
で
き
る
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム
の
中
に
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
が
組
み
込
ま
れ
、
Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
シ
ス
テ
ム
が
翻
刻
を
援
助
し
て
く
れ
る
仕
組

み
も
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
を
マ
ス
タ
ー
し
た
ら
、
そ
の
次
の
自
習
教
材
と
し
て
「
み
ん
な
で
翻
刻
」
は
最
適
で
す
。
そ
の
教

材
と
し
て
の
利
点
は
、
①
好
き
な
資
料
が
選
べ
る
。
②
好
き
な
時
間
に
翻
刻
作
業
が
で
き
る
。
③
先
生
に
聞
か
な
く
て
も
Ａ
Ｉ
が
読
解
を

助
け
て
く
れ
る
。
④
間
違
い
を
誰
か
が
修
正
し
て
く
れ
る
。
⑤
入
力
文
字
数
や
ラ
ン
キ
ン
グ
で
成
果
が
可
視
化
さ
れ
る
。
⑥「
み
ん
な
で
」

や
る
一
体
感
が
あ
る
、
な
ど
で
す
。

③
Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
ア
プ
リ　

立
命
館
大
学
ア
ー
ト
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
は
、
凸
版
印
刷
の
人
工
知
能
に
よ
る
深
層
学
習
を
使
い
、「
く

ず
し
字
」
解
読
支
援
・
指
導
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
ま
し
た
。
読
め
な
い
字
を
画
面
上
で
選
択
す
る
と
、
Ａ
Ｉ
が
読
む
の
を
手
伝
っ
て
く
れ

る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
読
め
な
か
っ
た
文
字
の
み
、
教
員
か
ら
指
導
し
て
も
ら
え
ば
よ
く
、
教
員
の
負
担
も
少
な
く
な
り
ま
す
。
効
率
的

な
学
び
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
人
文
学
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
同
利
用
セ
ン
タ
ー
の
カ
ラ
ー
ヌ
ワ
ッ
ト
・
タ
リ
ン
さ
ん
は
、Ａ
Ｉ
が「
く
ず
し
字
」
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文
献
を
あ
る
程
度
読
ん
で
し
ま
う
と
い
う
、
く
ず
し
字
Ａ
Ｉ
認
識
ア
プ
リ
「
み
を
」
を
開
発
し
ま
し
た
。
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
「
く

ず
し
字
」
文
献
の
読
み
た
い
部
分
を
撮
影
す
れ
ば
、
ボ
タ
ン
一
つ
で
Ａ
Ｉ
が
解
読
し
、
翻
刻
本
文
ま
で
つ
く
っ
て
く
れ
る
の
で
す
。
こ
れ

は
初
心
者
向
け
と
い
う
よ
り
も
、
中
級
者
向
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
Ａ
Ｉ
に
ま
ず
読
ま
せ
て
、
読
み
誤
っ
た
部
分
や
読
み
残
し
た
部
分
を

翻
字
す
れ
ば
よ
く
、
省
力
効
果
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。「
み
を
」
の
解
読
能
力
は
ま
だ
ま
だ
高
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
ど
ん
ど
ん

向
上
し
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
解
読
能
力
が
向
上
し
て
も
、
人
間
の
眼
に
よ
る
確
認
は
必
須
で
あ
り
、

す
べ
て
を
Ａ
Ｉ
に
任
せ
る
と
い
う
時
代
が
来
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

4　

な
ぜ
「
く
ず
し
字
教
育
」
が
必
要
な
の
か

①
な
ぜ
「
く
ず
し
寺
教
育
」
が
必
要
な
の
か　

先
述
し
た
よ
う
に
、
中
野
三
敏
先
生
は
、
翻
刻
さ
れ
た
資
料
は
、
近
現
代
の
価
値
観
か
ら

選
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
資
料
に
こ
そ
「
近
代
」
を
相
対
化
し
、
考
え
直
す
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
言
い
、
翻
刻
さ

れ
て
い
な
い
資
料
を
読
む
に
は
、「
く
ず
し
字
」
を
読
解
す
る
ス
キ
ル
、
す
な
わ
ち
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、歴
史
的
典
籍
は
、そ
の
時
点
で
「
未
来
の
人
」
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
歴
史
的
典
籍
を
書
い
た
人
に
と
っ
て
の
「
未

来
の
人
」
と
は
私
た
ち
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
歴
史
的
典
籍
と
い
う
タ
イ
ム
マ
シ
ン
に
乗
っ
て
、
古
人
と
出
会
い
、
対
話
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
タ
イ
ム
マ
シ
ン
の
操
縦
術
が
す
な
わ
ち
「
く
ず
し
字
」
リ
テ
ラ
シ
ー
な
の
で
す
。
私
た
ち
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て

の
「
未
来
の
人
」
に
歴
史
的
典
籍
を
つ
な
ぐ
義
務
が
あ
り
ま
す
。

現
存
す
る
歴
史
的
典
籍
（
古
典
籍
お
よ
び
古
文
書
）
は
、
そ
れ
だ
け
で
読
む
価
値
が
あ
る
と
判
定
で
き
ま
す
。
か
つ
て
存
在
し
た
無
数
の

歴
史
的
典
籍
は
、
多
く
は
消
失
し
、
廃
棄
さ
れ
、
散さ
ん

佚い
つ

し
ま
し
た
。
そ
の
中
の
ご
く
一
部
が
保
管
さ
れ
、
伝
存
し
て
現
在
に
い
た
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
現
存
す
る
歴
史
的
典
籍
は
、偶
然
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、残
そ
う
と
す
る
人
々
の
意
志
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
残
っ

て
い
る
の
で
す
。
後
世
に
残
す
だ
け
の
価
値
が
あ
り
、
読
ま
れ
る
意
義
が
あ
り
、
利
活
用
で
き
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
現
存
し
て
い

る
の
で
す
。

②
「
く
ず
し
字
教
育
」
へ
の
疑
問
に
答
え
る
1　

し
か
し
た
だ
ち
に
、次
の
よ
う
な
疑
問
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、「
活

字
だ
け
で
も
一
生
か
か
っ
て
も
読
み
き
れ
な
い
く
ら
い
の
数
が
あ
る
の
に
、未
翻
刻
の
文
献
ま
で
読
ん
で
い
る
時
間
は
な
い
で
し
ょ
う
？
」

と
。
そ
れ
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
ま
し
ょ
う
。「
い
い
え
、
あ
な
た
の
人
生
で
出
会
う
古
文
書
や
古
典
籍
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ

な
た
の
今
後
の
人
生
に
大
き
く
関
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
で
す
。
あ
な
た
が
く
ず
し

字
解
読
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
れ
ば
、
そ
れ
が
読
め
る
の
で
す
。
あ
な
た
は
、
自
分
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」
と
。

例
え
ば
、
自
分
の
住
む
地
域
の
過
去
の
地
震
や
洪
水
に
対
し
人
々
は
ど
う
行
動
し
た
の
か
、
調
べ
た
い
時
、
江
戸
時
代
、
明
治
時
代
に

書
か
れ
た
こ
の
地
域
の
住
民
の
日
記
が
残
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
手
が
か
り
が
あ
り
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
く
ず
し
字
」
を
読
ん
で
、
そ
の

欲
求
を
か
な
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
記
や
手
紙
な
ど
は
、
少
な
く
と
も
昭
和
前
期
ま
で
は
、「
く
ず
し
字
」
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
一
〇
〇
年
も
た
っ
て
い
な
い
過
去
が
、「
く
ず
し
字
」
を
読
め
な
い
だ
け
で
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、

あ
ま
り
に
も
も
っ
た
い
な
い
で
す
。

③
「
く
ず
し
字
教
育
」
へ
の
疑
問
に
答
え
る
2　

あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
く
ず
し
字
を
読
め
て
も
、

古
文
（
文
語
文
）
が
読
め
な
け
れ
ば
、
意
味
が
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
？　
「
く
ず
し
字
教
育
」
よ
り
も
古
文
教
育
を
ど
う
す
る
か
の
方
が

喫
緊
の
課
題
で
は
？
」
と
。
そ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
逆
に
次
の
よ
う
に
問
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
古
文
教
育
の
中
に
「
く
ず
し
字
」
を

位
置
づ
け
る
の
は
果
た
し
て
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

教
科
教
育
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、「
く
ず
し
字
」
は
、
国
語
以
外
の
教
科
と
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
文
字
入
り
の
絵
（
日
本
に
は
多
い
）

例
え
ば
絵
入
り
本
や
画が

賛さ
ん

は
美
術
と
関
わ
り
ま
す
。
本ほ
ん

草ぞ
う

書し
ょ

は
生
物
（
医
学
・
薬
学
）、
天
文
書
は
地
学
と
、
料
理
本
は
家
庭
科
と
、
地
域

文
書
は
歴
史
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
特
別
な
古
文
力
を
必
要
と
は
し
ま
せ
ん
。
辞
書
さ
え
あ
れ
ば
十
分
理
解
可
能



85 84

［総論］なぜ「くずし字教育」が必要なのか

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

な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。「
く
ず
し
字
教
育
」
の
前
に
、
文
語
教
育
・
古
文
教
育
を
と
い
う
の
は
一
面
で
は
正
し
い
で
す
が
、
ま
ず
は

歴
史
的
典
籍
に
直
接
触
れ
て
、
読
ん
で
み
る
こ
と
も
大
事
で
す
。
こ
れ
は
、
外
国
語
教
育
で
、
単
語
や
文
法
を
み
っ
ち
り
や
っ
て
か
ら
実

際
に
使
っ
て
み
る
と
い
う
手
順
を
踏
む
よ
り
も
、
外
国
語
を
母
語
と
す
る
人
と
会
話
す
る
こ
と
で
実
践
的
な
外
国
語
会
話
が
身
に
つ
い
し

ま
う
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。「
く
ず
し
字
」
を
読
む
と
は
、
未
翻
刻
の
資
料
を

読
む
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
が
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
世
界
に
飛
び
込
む
、
ワ
ク
ワ
ク
感
い
っ
ぱ
い
の
営
為
な
の
で
す
。

さ
ら
に
「
く
ず
し
字
」
で
書
か
れ
た
資
料
が
、
現
代
人
の
問
題
・
関
心
に
も
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
歌
舞
伎
や
茶
道
な

ど
伝
統
芸
能
に
興
味
を
持
つ
人
は
、「
く
ず
し
字
」
を
学
ぶ
こ
と
で
、
よ
り
知
識
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
近
年
、
刀
剣
が
ブ
ー

ム
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
刀
剣
の
由
来
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
り
た
い
時
、
展
示
さ
れ
て
い
る
刀
剣
の
横
に
参
考
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る

由ゆ
い

緒し
ょ

書が
き

を
読
み
た
い
時
、「
く
ず
し
字
」
リ
テ
ラ
シ
ー
が
役
に
立
つ
の
で
す
。
現
代
人
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
地
震
な
ど
の
災
害

や
感
染
症
。
そ
れ
ら
に
ど
う
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
例
え
ば
地
震
の
デ
ー
タ
測
定
記
録
は
、
こ
こ
何
十
年
分
し
か
な
く
、
大
地
震
に
伴

う
津
波
の
あ
り
方
や
、
特
定
の
地
域
に
発
生
し
た
地
震
の
記
録
が
、
歴
史
的
文
書
の
中
に
し
か
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
に

述
べ
た
古
地
震
研
究
会
の
古
文
書
解
読
へ
の
取
り
組
み
は
、
最
も
現
代
的
な
課
題
に
「
く
ず
し
字
」
解
読
ス
キ
ル
が
関
わ
る
と
い
う
実
例

で
す
。
ま
た
、
現
代
人
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
、
長
期
に
わ
た
る
感
染
症
の
流
行
に
対
し
て
、
過
去
の
人
々
が
ど
う
対
処
し
て
い

た
か
を
探
る
に
は
、
歴
史
的
典
籍
に
頼
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、「
く
ず
し
字
」文
献
は
、「
古
文
」と
い
う
国
語
の
教
材
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
教
科
・
教
養
・
趣
味
へ
の
入
口
に
な
り
、

そ
れ
ら
を
深
く
、
広
く
学
ぶ
た
め
の
材
料
と
な
り
ま
す
。
も
っ
と
自
由
に
考
え
て
よ
い
の
で
す
。
人
が
関
心
を
示
す
対
象
は
、
そ
れ
へ
の

興
味
、
身
近
さ
、
自
分
自
身
と
の
関
わ
り
の
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
「
既
知
」
の
も
の
で
す
。
一
方
、
未み

翻ほ
ん

刻こ
く

の
「
く
ず
し
字
」
文
献
と

は
、過
去
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
、今
ま
で
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
「
未
知
」
の
も
の
で
す
。
数
多
く
の
「
未
知
」
の
文
献
の
中
か
ら
、

教
材
と
し
て
は
、身
近
で
、興
味
の
持
て
る
「
く
ず
し
字
」
文
献
を
選
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
万
人
に
共
通
し
て
い
な
い
わ
け
だ
か
ら
、

学
ぶ
個
人
あ
る
い
は
グ
ル
ー
プ
向
け
に
そ
れ
ぞ
れ
選
ぶ
と
、
よ
り
効
果
的
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
く
ず
し
字
へ
の
興
味
の
糸
口
を
提
供
す
る
例
と
し
て
、
安あ
ん

永え
い

九
年
（
一
七
八
〇
）
刊
行
の
市い
ち

場ば

通つ
う

笑し
ょ
う

作
の
黄き

表び
ょ
う
し紙
『
浦
島
太

郎
二
度
目
の
龍
宮
』
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
浦
島
太
郎
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
「
既
知
」
の
キ
ャ
ラ
ク
ラ
ー
で
す
が
、
そ
の
浦
島
太
郎

が
、も
う
一
度
龍
宮
に
行
っ
た
と
い
う
話
は
ほ
と
ん
ど
の
人
に
と
っ
て
「
未
知
」
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
二
次
創
作
で
す
。

し
か
も
、
絵
が
主
体
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
追
い
や
す
い
の
で
す
。
字
だ
け
の
テ
キ
ス
ト
よ
り
も
、「
読
む
気
」
が
起
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

④
「
く
ず
し
字
教
育
」
へ
の
疑
問
に
答
え
る
3　

こ
う
い
う
疑
問
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
く
ず
し
字
を
一
度
習
得
し
て
も
、
す
ぐ
に

忘
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
一
過
性
に
終
わ
る
く
ら
い
な
ら
、
や
ら
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
？
」
と
。
一
理
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

一
度
で
も
「
く
ず
し
字
」
学
習
経
験
が
あ
れ
ば
、
次
に
「
く
ず
し
字
」
に
出
会
っ
た
時
に
ス
ル
ー
し
な
い
可
能
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。

一
過
性
で
も
い
い
か
ら
一
度
経
験
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
一
度
の
経
験
は
無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。

　

5　

結
語

「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
の
具
現
と
し
て
の
く
ず
し
字
文
献　

テ
ク
ス
ト
遺
産
と
は
、
エ
ド
ア
ル
ド
・
ジ
ェ
ル
リ
ー
ニ
さ
ん
が
提
言
す
る
概
念

で
す
。
ジ
ェ
ル
リ
ー
ニ
さ
ん
は
言
い
ま
す
。「critical heritage studies

（
批
判
的
遺
産
研
究
）
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
遺
産
は
モ

ノ
で
は
な
く
、
社
会
的
か
つ
文
化
的
営
為
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
文
学
遺
産
（
飯
倉
注
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」）
も
、
文
学
作
品
そ
の
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
作
品
を
め
ぐ
る
様
々
な
社
会
的
過
程
で
あ
る
と
主
張
す
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
有
形
的
に
存
在
し
て
い
る

文
学
作
品
は
、
文
学
遺
産
と
い
う
無
形
的
な
営
為
の
具
現
に
他
な
ら
な
い
」（
エ
ド
ア
ル
ド
・
ジ
ェ
ル
リ
ー
ニ
「
投
企
す
る
文
学
遺
産
―
有
形
と

無
形
を
再
考
し
て
」、『
古
典
の
未
来
学
』
文
学
通
信
、
二
〇
二
〇
年
）。
現
在
残
っ
て
い
る
「
く
ず
し
字
」
文
献
は
、
過
去
の
「
テ
ク
ス
ト
遺
産
」
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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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の
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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
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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

［資料 1］
文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　国語編　平成 29 年 7 月』（東洋館出版社、2018 年）
第 2 章　国語科の目標及び内容　26 頁

第 1 学年及び第 2 学年 第 3 学年及び第 4 学年 第 5 学年及び第 6 学年

伝
統
的
な
言
語
文
化

ア　昔話や神話・伝承などの
読み聞かせを聞くなどして，
我が国の伝統的な言語文化に
親しむこと。
イ　長く親しまれている言葉
遊びを通して，言葉の豊かさ
に気付くこと。

ア　易しい文語調の短歌や俳
句を音読したり暗唱したりす
るなどして，言葉の響きやリ
ズムに親しむこと。
イ　長い間使われてきたこと
わざや慣用句，故事成語など
の意味を知り，使うこと。

ア　親しみやすい古文や漢
文，近代以降の文語調の文章
を音読するなどして，言葉の
響きやリズムに親しむこと。
イ　古典について解説した文
章を読んだり作品の内容の大
体を知ったりすることを通し
て，昔の人のものの見方や感
じ方を知ること。

言
葉
の
由
来
や
変
化

ウ　漢字が，へんやつくりな
どから構成されていることに
ついて理解すること。

ウ　語句の由来などに関心を
もつとともに，時間の経過に
よる言葉の変化や世代による
言葉の違いに気付き，共通語
と方言との違いを理解するこ
と。また，仮名及び漢字の由
来，特質などについて理解す
ること。

2　

小
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
と
く
ず
し
字
・
和
本

小
学
校
の
指
導
要
領
に
お
い
て
、
古
典
に
関
わ
る
学
習
目
標
・

内
容
は
［
資
料
1
］
の
通
り
で
あ
り
、伝
統
的
な
言
語
文
化
に
「
親

し
む
」
こ
と
が
、
す
べ
て
の
学
年
で
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
く
ず
し
字
に
関
わ
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
五
・
六
年
生
の
「
言

葉
の
由
来
や
変
化
」
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る

小
学
校
の
教
科
書
を
見
る
と
、
四
社
す
べ
て
が
、
万ま
ん

葉よ
う

仮が

名な

か
ら

く
ず
し
字
へ
と
い
っ
た
、
文
字
の
変
遷
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
ま

す
。
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
う
な
ぎ
屋
や
そ
ば
屋
の
看
板
の
写
真

を
掲
載
し
て
い
る
教
科
書
、
く
ず
し
字
と
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
の

簡
略
な
対
応
表
を
掲
載
し
て
い
る
教
科
書
も
あ
り
、
義
務
教
育
の

学
習
内
容
に
く
ず
し
字
に
触
れ
る
単
元
が
加
わ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

く
ず
し
字
を
紹
介
す
る
単
元
と
、
本
書
所
収
の
く
ず
し
字
教
材

を
関
連
付
け
て
扱
う
と
い
っ
た
方
法
な
ど
で
、
古
典
学
習
の
出
発

点
に
立
っ
た
ば
か
り
の
小
学
生
に
「
古
典
は
面
白
そ
う
だ
」
と
い

う
印
象
を
持
っ
て
も
ら
え
る
と
理
想
的
で
す
。

3　

中
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
と
く
ず
し
字
・
和
本

中
学
校
に
お
い
て
も
、
古
典
に
関
わ
る
学
習
目
標
・
内
容
を

転
載
し
て
お
き
ま
す
［
資
料
2
］。
教
科
書
に
は
、『
竹た
け

取と
り

物も
の

語が
た
り』

『
枕ま
く
ら
の
そ
う
し

草
子
』『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』『
奥お
く

の
細ほ
そ

道み
ち

』
な
ど
の
定
番

教
材
が
並
ん
で
い
ま
す
。
小
学
校
で
登
場
し
た
く
ず
し
字
を
紹
介

す
る
単
元
こ
そ
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
三
年
間
を
通
し
て
、
古
典

に
親
し
む
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の

古
典
に
つ
い
て
知
る
こ
と
な
ど
も
指
導
事
項
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
点
で
、
く
ず
し
字
や
和
本
に
触
れ
る
機
会
を
作
る
こ
と
は
、

指
導
要
領
の
ね
ら
い
に
合
致
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

ま
た
、
書
写
の
指
導
事
項
の
中
に
「
身
の
回
り
の
多
様
な
表
現

を
通
し
て
文
字
文
化
の
豊
か
さ
に
触
れ
，
効
果
的
に
文
字
を
書
く

こ
と
。」（
第
三
学
年
・
エ
・（
ア
））
と
あ
り
、「
読
む
」
学
習
を
中

心
と
す
る
古
典
の
授
業
に
加
え
、「
書
く
」
技
能
を
中
心
と
す
る

書
写
の
授
業
に
お
い
て
も
、「
多
様
な
表
現
」
の
一
つ
と
し
て
く

ず
し
字
を
紹
介
し
、
自
分
の
氏
名
を
く
ず
し
字
で
書
い
て
み
た
り
、

身
の
回
り
で
見
つ
け
た
く
ず
し
字
を
書
写
し
て
み
た
り
す
る
の
も
、

文
字
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
の
に
有
効
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

［資料 2］
文部科学省『中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説　国語編　平成 29 年 7 月』（東洋館出版社、2018 年）
第 2 章　国語科の目標及び内容　25・26 頁

第 1 学年 第 2 学年 第 3 学年

伝
統
的
な
言
語
文
化

ア　音読に必要な文語のきま
りや訓読の仕方を知り，古文
や漢文を音読し，古典特有の
リズムを通して，古典の世界
に親しむこと。
イ　古典には様々な種類の作
品があることを知ること。

ア　作品の特徴を生かして朗
読するなどして，古典の世界
に親しむこと。
イ　現代語訳や語注などを手
掛かりに作品を読むことを通
して，古典に表れたものの見
方や考え方を知ること。

ア　歴史的背景などに注意し
て古典を読むことを通して，
その世界に親しむこと。
イ　長く親しまれている言葉
や古典の一節を引用するなど
して使うこと。

言
葉
の
由
来
や
変
化

ウ　共通語と方言の果たす役
割について理解すること。

ウ　時間の経過による言葉の
変化や世代による言葉の違い
について理解すること。
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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　

高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
と
く
ず
し
字
・
和
本

二
〇
二
二
年
度
か
ら
は
、高
校
で
も
学
年
進
行
で
、新
科
目
（「
言

語
文
化
」「
現
代
の
国
語
」「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」「
国
語
表
現
」「
古

典
探
究
」）
で
の
授
業
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
古
典
を
扱
う
科
目
と

し
て
は
、
必
履
修
科
目
「
言
語
文
化
」
と
、
選
択
科
目
「
古
典
探

究
」
が
そ
の
中
心
と
な
り
ま
す
（「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」
で
も

扱
う
こ
と
は
で
き
ま
す
）。

「
言
語
文
化
」
に
も
、「
古
典
の
世
界
に
親
し
む
」（
我
が
国
の
言

語
文
化
に
関
す
る
事
項
の
イ
・
ウ
）
と
い
う
指
導
事
項
が
あ
り
ま
す
し
、

「
古
典
探
究
」
で
は
、「
先
人
の
も
の
の
見
方
，
感
じ
方
，
考
え
方

に
親
し
み
，」（
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
の
エ
）
と
も
あ
り
、

古
典
に
親
し
み
な
が
ら
、
先
人
の
残
し
た
文
化
遺
産
へ
の
理
解
を

深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
く
ず
し
字
と
の
関

連
で
は
、「
言
語
文
化
」
の
中
の
「
時
間
の
経
過
や
地
域
の
文
化

的
特
徴
な
ど
に
よ
る
文
字
や
言
葉
の
変
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
，

古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
す
る

こ
と
。」（
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
の
エ
）
と
い
う
指
導
事

項
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
文
字
（
中
略
）
の
変
化
」
に
つ
い
て
、

指
導
要
領
解
説
に
は
、

時
間
の
経
過
に
よ
る
文
字
の
変
化
に
つ
い
て
は
，
ま
ず
中
国

か
ら
借
り
て
き
た
漢
字
の
み
を
用
い
て
書
く
こ
と
か
ら
始
ま

り
，
や
が
て
漢
字
を
省
略
し
た
り
崩
し
た
り
し
た
片
仮
名
，

平
仮
名
を
漢
字
と
と
も
に
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
文
字
だ
け
に
限
ら
ず
，
語
彙
や
文
体

に
も
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た2
＊

。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
く
ず
し
字
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
を
推
奨
し
て

い
る
と
も
言
え
ま
す
。
実
際
に
、
高
校
の
「
言
語
文
化
」
の
教
科

書
に
お
い
て
も
、
く
ず
し
字
に
つ
い
て
紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
を
設
け

る
も
の
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　5　

お
わ
り
に

現
行
の
指
導
要
領
の
施
行
に
よ
り
、
小
学
校
の
す
べ
て
と
高
校

の
一
部
の
教
科
書
に
お
い
て
、
く
ず
し
字
を
紹
介
す
る
ペ
ー
ジ
が

含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
義
務
教
育
に
お
い
て
全
員

が
学
ぶ
内
容
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
本
書
の
各
所
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
く

ず
し
字
や
和
本
は
、
古
典
へ
の
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
力
を
秘
め

て
お
り
、
小
・
中
・
高
校
を
通
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
、「
古
典

に
親
し
む
」
と
い
う
指
導
事
項
に
も
益
す
る
も
の
で
す
。

博
物
館
や
美
術
館
で
、
和
本
を
目
に
し
て
も
、
現
状
の
高
校
ま

で
の
教
育
で
は
、
ほ
と
ん
ど
読
め
な
い
の
が
一
般
的
で
し
ょ
う
。

教
科
書
や
出
前
授
業
な
ど
で
く
ず
し
字
に
少
し
触
れ
た
だ
け
で
、

そ
れ
ら
を
読
み
解
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
た
と
え
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、
実
物
を
見
て
読
め
る

字
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
片
言
の
あ
い
さ
つ
だ
け
で
も
、

通
訳
な
し
で
外
国
人
と
意
思
疎
通
が
で
き
た
時
の
、
世
界
が
広
が

る
よ
う
な
う
れ
し
さ
に
似
た
喜
び
を
感
じ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

注＊
1　

文
部
科
学
省
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）
解
説　

国
語
編　

平
成
29
年
7
月
』（
東
洋
館
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
、
第
1
章　

総
説
、
七
頁
）。

＊
2　

文
部
科
学
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）
解
説　

国
語
編　

平
成
30
年
7
月
』（
東
洋
館
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
、
第
2
章　

国
語
科
の
各
科
目
、
一
二
〇
頁
）。
な
お
、
引
用
文
中
の
ゴ
シ
ッ
ク
体
は

原
文
の
ま
ま
で
す
。

※
本
章
の
初
出
は
、加
藤
直
志「
国
語
科
に
お
け
る
古
典
教
育
の
現
状
と
課
題
」

（『
同
志
社
国
文
学
』
第
九
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
で
す
。

illustration 藤咲豆子
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［実践 3］くずし字学習の基礎知識

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

山
田
和
人
（
同
志
社
大
学
）

1　

く
ず
し
字
と
は
何
か

く
ず
し
字
と
は
、
漢
字
を
く
ず
し
た
文
字
の
こ
と
で
、
古
代
以

来
の
古こ

文も
ん

書じ
ょ

や
古こ

典て
ん

籍せ
き

等
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
く
ず
し
た
文

字
が
ひ
ら
が
な
や
カ
タ
カ
ナ
、
草
書
体
漢
字
と
な
り
ま
す
。

く
ず
す
も
と
に
な
る
漢
字
を
字じ

母ぼ

と
言
い
ま
す
。
明
治
三
三
年

（
一
九
〇
〇
）
文
部
省
令
第
一
四
号
「
小
學
校
令
施
行
規
則
」
で

五
十
音
順
の
ひ
ら
が
な
の
一
字
に
字
母
一
字
と
統
一
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
以
前
は
、
複
数
の
字
母
の
文
字
で
書
か
れ
る
の
で
、
そ
れ
を

変へ
ん

体た
い

仮が

名な

と
言
い
ま
す
。

2　

く
ず
し
字
は
何
が
難
し
い
？　

く
ず
し
字
学
習
で
は
、
複
数
の
字
母
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る

の
が
最
初
の
難
関
で
す
。
ど
の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
の
か
、
く
ず

し
方
が
あ
る
の
か
、
巻
末
の
「
く
ず
し
字
一
覧
表
」（
194
頁
）
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

次
の
難
関
は
連れ
ん

綿め
ん

体た
い

と
言
わ
れ
る
複
数
の
文
字
を
続
け
て
表
記

す
る
つ
づ
き
文
字
で
、
ど
こ
ま
で
が
一
字
か
を
把
握
す
る
の
が
難

し
い
で
す
。

筆
文
字
な
の
で
、
同
じ
字
母
で
も
く
ず
し
方
が
違
う
と
異
な
っ

て
見
え
る
の
も
難
関
の
一
つ
。

こ
こ
を
押
さ
え
れ
ば
、
く
ず
し
字
学
習
は
楽
に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
「
あ
さ
か
ほ
」［
図
1
］
を
例
に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、

図 1図 2

実
践
3

く
ず
し
字
学
習
の
基
礎
知
識

「源氏かるた絵合」（部分、東京学
芸大学附属図書館蔵）

絵
を
見
る
と
、
花
の
色
や
形
、
蔓つ
る

と
葉
か
ら
朝
顔
と
見
当
が
つ
き

ま
す
。
そ
こ
で
文
字
を
見
る
と
四
文
字
で
あ
り
、最
初
の
「
あ
さ
」

は
今
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
字
母
で
す
。「
か
ほ
」
は
と
も
に
現
代

の
字
母
「
加
」「
保
」
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
巻
末

の
く
ず
し
字
一
覧
表
な
ど
を
参
照
し
て
、
他
の
字
母
を
探
す
と
、

「
可
」「
本
」
の
く
ず
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
む
し
ろ
、

古
典
籍
で
は
、
こ
ち
ら
の
字
母
の
方
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。

も
う
一
例
と
し
て
「
す
ゞ
む
し
」［
図
2
］
を
取
り
上
げ
ま
す
。

「
む
し
」
は
「
武
」「
之
」
を
字
母
と
す
る
こ
と
は
見
当
が
つ
き

ま
す
。
そ
こ
で
何
虫
か
を
考
え
ま
す
。「
ま
つ
む
し
」「
す
ず
む

し
」
あ
た
り
が
連
想
さ
れ
ま
す
。「
ま
つ
」
と
「
す
ず
」
の
字
母

を
検
索
す
る
と
、「
ま
」
の
字
母
で
あ
る
「
末
」
と
「
す
」
の
字

母
「
春
」
を
比
べ
れ
ば
、「
春
」
と
わ
か
り
ま
す
。「
春
」
の
下
に

あ
る
字
は
踊
り
字
で
、
繰
り
返
し
の
符
号
で
す
。「
春
」
の
字
母

＋
踊
り
字
と
な
り
、「
す
ゞ
」
と
解
読
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

文
字
が
つ
な
が
っ
て
い
る
の
を
連
綿
体
と
言
い
ま
す
。
一
字
か
二

字
か
、
漢
字
か
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
こ
の
二
例
は

「
源げ
ん

氏じ

か
る
た
絵え

合あ
わ
せ」
で
、『
源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
り』
の
帖
ち
ょ
う

名
が
双す
ご

六ろ
く

風
に

並
ん
で
い
ま
す
。『
源
氏
物
語
』
の
授
業
の
導
入
に
も
使
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
（
東
京
学
芸
大
学
附
属
図
書
館　

https://d-archive.

u-gakugei.ac.jp/item
/10803354#?page=3

）。

こ
の
よ
う
に
初
学
者
に
と
っ
て
は
、
絵
と
文
字
が
一
体
に
な
っ

て
い
る
教
材
が
最
適
で
す
。
そ
れ
は
絵
が
文
字
を
読
解
す
る
上
で
、

そ
の
背
景
や
文
脈
の
理
解
を
直
観
的
に
類
推
さ
せ
て
く
れ
る
効
果

が
あ
る
か
ら
で
す
。

ち
な
み
に
、
異
な
る
字
母
で
書
か
れ
た
文
字
を
現
在
通
行
の
字

体
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
翻ほ
ん

刻こ
く

（
翻ほ
ん

字じ

）
と
言
い
ま
す
。

3　

く
ず
し
字
学
習
と
ア
プ
リ

近
年
、
く
ず
し
字
学
習
を
支
援
す
る
ア
プ
リ
が
開
発
さ
れ
、
普

及
し
て
い
ま
す
。
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
と
Ａ
Ｉ

く
ず
し
字
認
識
ア
プ
リ
「
み
を
」
で
す
。
前
者
は
、
複
数
の
字
母

を
ア
プ
リ
で
検
索
で
き
ま
す
。
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
が
前
掲
の
「
く
ず
し
字

一
覧
表
」
の
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
後
者
は
Ａ
Ｉ
が
自
動
で
解
読

し
て
く
れ
ま
す
。
次
の
ペ
ー
ジ
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
や
文
末
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
試
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

使
い
方
と
し
て
は
、
対
象
の
文
字
の
見
当
が
つ
く
場
合
は
、
Ｋ

ｕ
Ｌ
Ａ
で
字
母
を
検
索
・
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
学
習
者
の
読
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［実践 3］くずし字学習の基礎知識

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

解
を
支
援
し
て
く
れ
ま
す
。「
み

を
」
は
文
字
の
見
当
が
つ
か
な
い

場
合
、
Ａ
Ｉ
解
読
で
認
識
さ
れ
た

文
字
を
手
が
か
り
に
、
学
習
者
の

読
解
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
、
授
業
者
に
と
っ
て
は
、「
み

を
」
は
学
習
者
の
興
味
や
関
心
を

喚
起
す
る
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
教

材
探
し
を
強
力
に
サ
ポ
ー
ト
し
て

く
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
Ａ
Ｉ
は
う

ま
く
認
識
で
き
な
い
場
合
が
あ
る

の
で
、
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
で
確
認
す
る
の

が
い
い
で
し
ょ
う
。「
み
を
」
の

カ
メ
ラ
で
撮
影
す
る
場
合
、
で
き

る
だ
け
水
平
に
構
え
て
、
ゆ
が
み

の
少
な
い
状
態
で
撮
る
の
が
い
い
で
し
ょ
う
。
意
味
不
明
な
と
こ

ろ
は
拡
大
し
て
撮
影
す
る
の
も
精
度
を
上
げ
る
方
法
で
す
。「
み

を
」
は
実
物
だ
け
で
は
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
も
画
面
で
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
Ａ
Ｉ
は
計
量
的
分
析
的
に
超
速
の
字
形
認

識
で
最
も
近
い
字
形
を
提
示
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
を
授
業
者
や

学
習
者
自
身
が
検
証
し
て
、
本
文
の
文
脈
や
語
彙
、
文
法
な
ど
か

ら
読
解
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
電
子
辞
書
な
ど
が
役
に

立
ち
ま
す
。
学
習
者
に
と
っ
て
は
「
み
を
」
と
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
の
二
段

階
学
習
と
し
て
、
く
ず
し
字
学
習
を
促
進
し
て
く
れ
ま
す
。

4　

ア
プ
リ
を
試
す

い
く
つ
か
読
み
取
り
サ
ン
プ
ル
を
提
示
し
ま
す
。「
し
や
ぼ
ん
」

［
図
4
］
の
素
材
は
鳥と

羽ば

絵え

で
す
が
、
絵
か
ら
シ
ャ
ボ
ン
玉
が
飛

ん
で
い
る
と
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
で
検

索
す
る
と
「
し
」
は
「
志
」
が
字
母
、「
ぼ
」
は
前
出
「
本
」
の

く
ず
し
と
わ
か
り
ま
す
。
絵
か
ら
文
字
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
学
習
者
も

楽
し
ん
で
試
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

続
け
て
、
少
し

長
め
の
サ
ン
プ
ル

［
図
5
］
を
「
み
を
」

を
使
っ
て
読
み
ま

し
ょ
う
。

漢
字
の
ふ
り
が

な
は
「
土
俵
ぎ
は
」。

本
文
は
、「
力
を
入

て　

つ
き
出
す
と　

勝
（
か
ち
）」
と
「
み

を
」
は
解
読
し
て

く
れ
ま
す
。
絵
と

図 4　『鳥羽絵欠
あく

び留
とめ

』（国立国会図書館デジタルコレクション）

図 5　『どんじ御
おん

はんじ』（同志社大学文学部国文学科蔵）



101 100

［実践 3］くずし字学習の基礎知識

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

合
わ
せ
る
と
、
土
俵
際
で
力
士
が
突
き
出
し
て
勝
ち

と
読
解
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
漢
字
の
旁つ
く
りの
一
部
の

下
に
「
力
」
を
入
れ
て
、偏へ
ん

に
「
月
」
を
出
す
と
、「
勝
」

の
漢
字
に
な
る
と
い
う
判
じ
物
で
あ
る
と
解
釈
で
き

ま
す
。「
出
」
と
い
う
漢
字
が
難
し
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、「
み
を
」
の
画
面
上
で
こ
の
文
字
を
長
押

し
す
る
と
「
出
」
と
い
う
漢
字
を
別
画
面
で
提
示
し

て
く
れ
ま
す
。
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
で
「
出
」
を
検
索
し
て
確

認
す
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

も
う
一
つ
サ
ン
プ
ル
［
図
6
］
を
出
し
て
お
き
ま
す
。

「
こ
ひ
し
か
る
べ
き　

よ
は
の
月
か
な
」三
條
院「
お

い
し
か
る
べ
き
よ
は
の
す
し
か
な
」
と
「
み
を
」
は

解
読
し
て
く
れ
ま
す
。「
み
を
」
は
連
綿
体
の
文
章

も
認
識
し
ま
す
。
こ
れ
は
百
人
一
首
の
三
條
院
「
心

に
も
あ
ら
で
う
き
世
に
な
が
ら
へ
ば　

こ
ひ
し
か
る

べ
き
よ
は
の
月
か
な
」
を
元
歌
と
し
て
、
下
の
句
を

「
お
い
し
い
に
違
い
な
い
夜
更
け
の
寿
司
で
あ
る
よ
」

と
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
ま
す
。
ち
な

み
に
「
み
を
」
の
画
面
の
「
か
」
を
タ
ッ
プ
す
る
と

図 4 を「みを」で翻刻した画面右画面の「出」を長押しした画面

図 6　『百人一首地
じ

口
ぐち

絵
え

手
て

本
ほん

後』（国立
国会図書館デジタルコレクション）

「
か
」
の
字
母
が
ハ
イ
ラ
イ
ト
し
た
り
、
長
押
し
す

る
と
字
母
が
表
示
さ
れ
ま
す
。
絵
か
ら
江
戸
時
代

の
寿
司
屋
に
つ
い
て
の
調
べ
学
習
に
も
展
開
で
き

ま
す
。
百
人
一
首
の
授
業
の
導
入
に
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。「
み
を
」
を
使
え
ば
、
教
材
の
範
囲
が

拡
が
り
ま
す
。

こ
こ
で
使
用
し
た
サ
ン
プ
ル
の
出
典
は
以
下
の

通
り
で
す
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
他
に
も
興
味
深

い
例
を
探
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。「
み
を
」

と
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
で
試
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

右画面の「か」を長押しした画面 図 6 を「みを」で翻刻した画面
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［実践 3］くずし字学習の基礎知識

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

・「
し
や
ぼ
ん
」国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。『
鳥

羽
絵
欠あ
く

び
留と
め

』

 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2540367

・「
勝
」
国
文
学
研
究
資
料
館
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。『
ど
ん
じ
御お
ん

は
ん
じ
』（
同
志
社
大
学
文
学
部
国
文
学
科
蔵
本
表
紙
に
は
『
ど
ん
じ

し
う
』（
鈍
字
集
））

  
https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200004531/

・「
お
い
し
か
る
べ
き
よ
は
の
月
か
な
」
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
。『
百
人
一
首
地じ

口ぐ
ち

絵え

手て

本ほ
ん

後
』

 
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/861695

学
校
教
育
の
現
場
で
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
が
学
習
者
ひ
と
り
一
人
に

配
布
さ
れ
て
い
る
の
で
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
ア
プ
リ
を
搭
載
で
き
る

と
、
多
様
な
和わ

本ほ
ん

や
く
ず
し
字
を
古
典
教
育
に
組
み
込
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
す
で
に
導
入
し
て
い
る
学
校
も

あ
り
ま
す
。

5　

く
ず
し
字
学
習
の
参
考
資
料

最
後
に
、
く
ず
し
字
学
習
に
役
立
つ
書
籍
や
サ
イ
ト
を
紹
介
し

ま
す
。

【
辞
典
類
】

▼
か
な
（
古
典
籍
）
の
辞
典

『
く
ず
し
字
辞
典
』
波
多
野
幸
彦
監
修
（
思
文
閣
出
版
、二
〇
〇
〇
年
）

『
字
典
か
な
』
笠
間
影
印
叢
刊
刊
行
会
編
（
笠
間
書
院
、
出
典
明
記

二
〇
一
六
年
、
新
装
版
二
〇
〇
三
年
）

▼
く
ず
し
字
（
古
文
書
）
の
辞
典

『
く
ず
し
字
解
読
辞
典
』
普
及
版　

児
玉
幸
多
編
（
東
京
堂
書
店
、

一
九
九
三
年
）

『
く
ず
し
字
用
例
辞
典
』
普
及
版　

児
玉
幸
多
編
（
東
京
堂
書
店
、

一
九
九
三
年
）

【
ユ
ニ
ー
ク
な
く
ず
し
字
入
門
書
籍
】

『
妖
怪
草
紙　

く
ず
し
字
入
門
』
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
（
柏
書
房
、

二
〇
〇
一
年
）

『
書
い
て
覚
え
る　

江
戸
の
く
ず
し
字
い
ろ
は
入
門
』
菅
野
俊
輔

（
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）

『
寺
子
屋
式
古
文
書
手
習
い
』
吉
田
豊
（
柏
書
房
、
一
九
九
八
年
）

『
江
戸
か
な
古
文
書
入
門
』
吉
田
豊
（
柏
書
房
、
一
九
九
五
年
）

参
考

：

『
江
戸
の
パ
ロ
デ
ィ
ー　

も
じ
り
百
人
一
首
を
読
む
』
武

藤
禎
夫
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）

【
ア
プ
リ
】

Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
ア
プ
リ
「
み
を
」（
ｍ
ｉ
ｗ
ｏ
）

　

http://codh.rois.ac.jp/m
iw

o/

く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ
「
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
」

　

https://kula.honkoku.org/

【
く
ず
し
字
入
門
サ
イ
ト
】

▼
誠
心
堂
書
店
「
変
体
仮
名　

五
十
音
順
一
覧
」
は
多
く
の
字
母

を
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
が
掲
載
す
る
頻
出
字
母
以

外
を
検
索
す
る
の
に
便
利
で
わ
か
り
や
す
い
。

 
http://w

w
w.book-seishindo.jp/kana/onjun_1.htm

l　

▼
国
文
学
研
究
資
料
館
「
く
ず
し
字
を
読
む
」
は
「
く
ず
し
っ
て

何
？
」「
く
ず
し
字
問
題
集
」「【
初
級
編
】
く
ず
し
字
を
読
ん
で

み
よ
う
！
」「【
中
級
編
】
百
人
一
首
を
く
ず
し
字
で
読
ん
で
み

よ
う
！
」「【
上
級
編
】
く
ず
し
字
を
読
ん
で
、
何
の
本
か
当
て

て
み
ま
し
ょ
う
」
な
ど
を
収
め
て
い
ま
す
。
初
学
者
向
け
で
す
。

　

https://w
w

w.nijl.ac.jp/koten/kuzushiji　

▼
日
本
近
世
文
学
会
二
〇
二
一
年
春
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
デ

ジ
タ
ル
時
代
の
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー　

古
典
文
学
研
究
と
教
育
の

未
来
」
の
中
の
「
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
情
報
共
有
」
は
、

近
年
の
く
ず
し
字
教
育
関
連
の
サ
イ
ト
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、

興
味
の
あ
る
方
は
ゆ
っ
く
り
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 
http://user.keio.ac.jp/~sakura/kinsei/inform

ation.htm
l

※
現
在
、
国
内
で
公
開
さ
れ
て
い
る
、
今
す
ぐ
使
え
る
デ
ジ
タ
ル
画
像
デ
ー

タ
の
所
在
や
取
り
扱
い
の
留
意
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
所
収
の
三
宅
宏
幸

「
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
利
用
の
一
例
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
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［実践 4］古典籍のデジタルアーカイブ利用の一例

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

三
宅
宏
幸
（
愛
知
県
立
大
学
）

 

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
に

よ
る
古こ

典て
ん

籍せ
き

の
画
像
公
開
が
次
々
と
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

画
像
を
い
か
に
活
用
す
る
か
を
考
え
た
時
、
こ
れ
ま
で
日
本
近
世

文
学
会
で
行
っ
て
き
た
「
和わ

本ほ
ん

リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
出
前
授
業
（
小

中
校
生
を
対
象
に
、
明
治
以
前
の
変
体
仮
名
や
草
書
体
漢
字
を
読
み
書
き

す
る
こ
と
を
通
し
て
、
和
本
や
く
ず
し
字
に
慣
れ
親
し
ん
で
も
ら
う
内
容
）

と
う
ま
く
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
平
成
三
〇
年
告
示
の
『
高
等
学
校
学
習

指
導
要
領
』「
解
説　

国
語
編
」
に
お
け
る
「
や
が
て
漢
字
を
省

略
し
た
り
崩
し
た
り
し
た
片
仮
名
，
平
仮
名
を
漢
字
と
と
も
に
組

み
合
わ
せ
て
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
記
述
や
、「
言
語

文
化
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
広
げ
，
自
ら
が
継
承
，
発
展
さ
せ

て
い
く
担
い
手
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
」
と
い
う
内
容
に
も
沿
う

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
資
料
を
授
業
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
限
ら
れ
た
授
業
時
間
や
新
た
な
教
材
を
一
か
ら
作

る
こ
と
も
難
し
い
小
・
中
・
高
の
先
生
方
の
勤
務
形
態
の
中
で
、

ど
の
サ
イ
ト
が
ど
の
よ
う
に
利
用
で
き
る
の
か
。
ご
く
わ
ず
か
な

例
で
す
が
、
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

1　
『
源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
り』
の
浮
世
絵

ま
ず
一
つ
目
に
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
あ
げ
ま
す
。
コ
ン
テ
ン
ツ
の
転
載
に
つ
い
て
当
サ
イ
ト
に
は
、

「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
収
録
さ

れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
の
う
ち
、
個
々
の
画
像
の
書
誌

情
報
の
公
開
範
囲
の
記
載
が
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
（
保

護
期
間
満
了
）」
と
な
っ
て
い
る
画
像
は
、
著
作
権
保
護
期
間

が
満
了
し
て
い
ま
す
の
で
、
転
載
依
頼
フ
ォ
ー
ム
に
よ
る
お

実
践
4

古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
利
用
の
一
例

申
込
み
は
不
要
で
す
。

と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、当
サ
イ
ト
の
画
面
左
に
記
載
さ
れ
る「
書

誌
情
報
」、「
公
開
範
囲
」
が
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
（
保
護
期

間
満
了
）」
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
図
書
館
に
申
請
す
る
こ
と

な
く
利
用
が
可
能
で
す
。

で
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
ど
の
よ

う
な
資
料
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
歌う
た

川が
わ

広ひ
ろ

重し
げ

画
の

浮
世
絵
「
源
氏
物
語

五
十
四
帖　

若わ
か

紫む
ら
さ
き」

（
請
求
記
号

：

寄
別
二
―

七
―
二
―
五
）
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
［
図
1
］。

本
資
料
の
公
開
範
囲

は
「
保
護
期
間
満
了
」

と
な
っ
て
お
り
、
自

由
に
使
用
で
き
ま
す
。

授
業
で
『
源
氏
物
語
』

を
扱
う
際
、
こ
の
浮

世
絵
を
用
い
る
こ
と

図 2　『 源 氏 大 和 絵 鑑 』（ 国 立 国
会図書館デジタルコレクション） 

（DOI:10.11501/2542790）

図 1　「源氏物語五十四帖 若紫」 （国立国会図書館デジタルコ
レクション） （DOI:10.11501/1308829）

で
、「
若
紫
」
の
場
面
が
〈
視
覚
的
〉
に
理
解
し
や
す
く
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
菱ひ
し

川か
わ

師も
ろ

宣の
ぶ

画
『
源
氏
大や
ま
と
え
か
が
み

和
絵
鑑
』（
請

求
記
号

：

寄
別
五
―
五
―
三
―
六
）
の
源
氏
絵
も
あ
り
ま
す
［
図
2
］。

広
重
の
浮
世
絵
と
比
較
す
る
と
、
お
供
が
い
な
い
、
飛
ん
で
い
く

雀
の
姿
が
描
か
れ
る
、
な
ど
の
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ

た
絵
の
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
授
業
で
扱
っ
た
「
若
紫
」
の
場
面

が
よ
り
記
憶
に
残
る
手
助
け
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

加
え
て
、
社
会
や
美
術
な
ど
他
教
科
で
学
習
す
る
菱
川
師
宣
や

歌
川
広
重
ら
が
『
源
氏
物
語
』
の
絵
を
描
く
と
い
う
事
実
は
、
教

科
を
越
え
た
つ
な
が
り
や
文
学
の
広
が
り
を
実
感
す
る
機
会
と
な

り
ま
す
。
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［実践 4］古典籍のデジタルアーカイブ利用の一例

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

2　
「
鬼
」
と
古
方
位
と
昔
話

九
州
大
学
附
属
図
書
館
の
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で

は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
ま
す
。

九
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
し
て
い
る
九
州
大
学
附
属
図
書

館
所
蔵
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
画
像
は
、
一
部
を
除
き
、
事
前

の
利
用
申
請
を
す
る
こ
と
な
く
、
無
償
で
、
改
変
・
商
用
利

用
も
含
め
た
自
由
な
利
用
が
可
能
で
す
（
二
〇
一
八
年
一
〇
月

よ
り
）。　

＊
算
用
数
字
を
筆
者
が
漢
数
字
に
改
め
ま
し
た
。

画
像
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
の
「
権
利
情
報
」
が
パ
ブ
リ
ッ
ク

ド
メ
イ
ン
の
場
合
、
事
前
に
申
請
を
す
る
こ
と
な
く
無
償
で
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
改
変
す

る
場
合
に
は
注
意
も
必
要
で
す
。
九
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
「
利

用
条
件
」
と
し
て
、「
九
州
大
学
の
利
益
・
公
共
性
・
品
位
を
損
っ

た
り
、
他
の
方
の
人
権
等
を
侵
害
す
る
よ
う
な
利
用
は
お
止
め
く

だ
さ
い
」
と
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
所
蔵
機
関
だ
け
で
な

く
、
法
律
に
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
す
。
著
作
権
は
著
作
者
の

死
後
七
〇
年
を
原
則
保
護
し
ま
す
が
、
そ
れ
を
超
え
て
も
、
著
作

者
を
貶
め
る
よ
う
な
改
変
な
ど
を
行
い
、
著
作
者
の
名
誉
を
傷
つ

け
る
場
合
、
著
作
者
人
格
権
侵
害
と
な
り
え
る
わ
け
で
す
。
利
用

に
際
し
て
は
所
蔵
先
と
と
も
に
、
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
改
変
し
た

か
な
ど
を
示
す
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
九
大
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
に
、
鳥と
り

山や
ま

石せ
き

燕え
ん

画
『
今こ
ん
じ
ゃ
く
が
ず
ぞ
く
ひ
ゃ
っ
き

昔
画
図
続
百
鬼
』（
安あ
ん

永え
い

八
年
〔
一
七
七
九
〕
刊
）
が

あ
り
ま
す
。そ
の
中
か
ら「
鬼
」の
画
像
を
掲
載
し
て
み
ま
し
た［
図

3
］。
く
ず
し
字
で
、「
鬼お
に　

世よ

に
丑う
し

寅と
ら

の
方
を
鬼き

門も
ん

と
い
ふ
。
今

鬼お
に

の
形か
た
ちを
画ゑ
が

く
に
は
、
頭か
し
らに
牛う
し
の
つ
の角を
い
た
ゞ
き
、
腰こ
し

に
虎と
ら

皮か
は

を
ま

と
ふ
。
是
、
丑う
し

と
寅と
ら

と
の
二
つ
を
合
せ
て
、
こ
の
形
を
な
せ
り
と

い
へ
り
。」
と
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
で
す
が
、
こ
の
画
像
を
用
い

て
、
古
典
の
授
業
の
最
初
期
に
学
習
す
る
十
二
支
や
古
方
位
の
話

を
す
れ
ば
、
生
徒
の
興
味
を
惹
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
昔
か
ら

鬼
門
と
呼
ば
れ
る
方
角
は
丑う
し

寅と
ら

（
北
東
）
で
、
そ
の
た
め
鬼
の
容

姿
は
牛
の
角
が
あ
り
、
虎
の
パ
ン
ツ
を
履
く
の
だ
と
説
明
で
き
ま

す
。
ま
た
丑
寅
（
北
東
）
の
ほ
ぼ
反
対
に
位
置
す
る
の
が
十
二
支

の
申さ
る

・
酉と
り

・
戌い
ぬ

で
［
図
4
］、
そ
の
た
め
桃
太
郎
の
お
供
が
猿
と

雉き
じ

（
鳥
）
と
犬
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
生
徒
が
持
つ
昔
話
の
知

識
と
、
新
た
に
学
習
す
る
こ
と
が
つ
な
が
る
こ
と
で
、
よ
り
記
憶

に
残
り
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
続
百
鬼
』
は

翻ほ
ん

刻こ
く

も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
が
（
高
田
衛
監
修
・
稲
田
篤
信
・
田
中

直
日
編
『
鳥
山
石
燕　

画
図
百
鬼
夜
行
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
）、

す
ぐ
に
用
意
で
き
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
際
に
、
こ
う
い
っ

た
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
利
用
し
、「
み
を
（
ｍ
ｉ
ｗ
ｏ
）」
や

「
Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
」
な
ど
ア
プ
リ
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
（
前
章
・
山
田

和
人
「
く
ず
し
字
学
習
の
基
礎
知
識
」
参
照
）、
授
業
を
展
開
し
て
み

る
の
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

3　

古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

今
回
取
り
上
げ
た
サ
イ
ト
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
他

に
も
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
国
立
公
文
書
館
、
東
京
大
学
、
京

都
大
学
、
早
稲
田
大
学
、
立
命
館
大
学
、
慶
應
義
塾
大
学
、
同
志

社
大
学
、
愛
知
県
立
大
学
な
ど
、
数
多
く
の
機
関
や
図
書
館
が
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
公
開
し
て
い
ま
す
。
基
本
的
に
所
蔵
先
を

提
示
し
、
学
校
の
授
業
で
使
用
す
る
分
に
は
申
請
が
不
要
な
機
関

が
多
い
で
す
が
、
い
き
な
り
す
べ
て
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の

こ
と
を
理
解
す
る
の
は
面
倒
と
感
じ
る
で
し
ょ
う
。
今
回
は
、
比

較
的
利
用
し
や
す
い
サ
イ
ト
を
紹
介
し
ま
し
た
。
次
頁
の
参
考
Ｕ

Ｒ
Ｌ
か
ら
、
ぜ
ひ
一
度
利
用
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

乾
いぬい

艮
うしとら

巽
たつみ

坤
ひつじさる

辰
たつ

寅
とら

丑
うし子子

ねね

亥
い

戌
いぬ

卯卯
う

酉酉
とり

申
さる

未
ひつじ

午午
うまうま 巳

み

南
東
南
東

北
東
北
東

北
西
北
西

南
西
南
西

北北

南南

西西 東東

図 4　古方位（十二支と方角） 図 3　『今昔画図続百鬼』「鬼」（九州大学附属図
書館蔵、請求記号：41/1/096）
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【参考デジタルアーカイブ URL】

▲国立国会図書館デジタルコレクション
 https://dl.ndl.go.jp/

▲国立公文書館デジタルアーカイブ
 https://www.digital.archives.go.jp/

▲国文学研究資料館「国書データベース」
 https://kokusho.nijl.ac.jp 　
＊ただし、画像が公開されていても所蔵元によっては無断転載禁止。

▲国文学研究資料館「国語の授業に使える古典籍」
 https://www.nijl.ac.jp/koten/image/kokugo.html

▲東京大学附属図書館コレクション
 https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/general/collection

▲京都大学貴重資料デジタルアーカイブ
 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/about

▲早稲田大学図書館　古典籍総合データベース
 https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/

▲九州大学附属図書館　九大コレクション
 https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_search/

▲立命館大学アート・リサーチセンター
 https://www.arc.ritsumei.ac.jp/e/database/

▲慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション
 https://dcollections.lib.keio.ac.jp/ja

▲同志社大学デジタルコレクション
 https://dgcl.doshisha.ac.jp/digital/collections/

▲愛知県立大学図書館貴重書コレクション
 https://opac.aichi-pu.ac.jp/kicho/index.html

など

第
Ⅱ
部　

教
材
編

❶問題について

問題は難易度に応じて初級・中級をもうけています。
問題は見開き単位で使用することができます。
下記のウェブサイトで PDF をダウンロードすることも
可能です。
https://kotekiri20.wixsite.com/cdemcjl

❷教え方について

各問題のあとに「教えるための手引き」を収録していますので、ご参照
ください。

❸配点について

記入問題は 1 マス 5 点、記述式問題は 1 問 10 点を目安にして作成して
ありますが、適宜変更してください。

How to  use
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

地
誌
・
紀
行
文
を
読
ん
で
み
よ
う
！

 

問
題
1 		
Ａ
の
図ず

は
江え

戸ど

時じ

代だ
い

に
刊か

ん

行こ
う

さ
れ
た
『
吉よ

し
の
や
ま
ひ
と
り
あ
ん
な
い

野
山
独
案
内
』
と
い
う
、
大や

ま
と
の
く
に

和
国
（
現げん
在ざい
の
奈な
良ら
県けん
）
の

吉よ
し

野の

山や
ま

を
と
り
あ
げ
た
当と

う

時じ

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
挿さ

し

絵え

で
す
。
こ
れ
を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を

埋う

め
て
み
よ
う
。

①

清

水

②
西

行

 

問
題
2 		

Ｂ
の
図ず

は
、
江え

戸ど

時じ

代だ
い

に
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
う

が
書か

い
た
紀き

行こ
う

文ぶ
ん

『
野の

ざ
ら
し
紀き

行こ
う

』
の
一い

ち

部ぶ

分ぶ
ん

で
す
。

こ
れ
を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

①
露

〳〵

②

ゝ

●①

●②

B

●②

●①

A

心
み
に
浮
世
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
：
①
「
こ
け
」
②
「
あ
ん
じ
つ
」

 
「
こ
け
清
水
」「
西
行
あ
ん
じ
つ
」

問
題
2
：
③
「
と
く
〳
〵
」　
④
「
す
ゝ
か
は
や
」

 

「
露
と
く
〳
〵
心
み
に
浮
世
す
ゝ
か
は
や
（
す
す
が
ば

や
）」

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
に
触
れ
な
が
ら
、
和
本
の
種
類
の
豊
か
さ
や
、

松
尾
芭
蕉
の
旅
へ
の
思
い
を
実
感
す
る
。

時
間
配
分：ト
ー
タ
ル
25
分
。
授
業
時
間：5
分（
く
ず
し
字
の
説
明
）

問
題
を
解
く
時
間
：
20
分
（
問
題
1
・
2
）

対
象
教
科
：
国
語
、
社
会
、
書
写
・
書
道

問
題
解
説

問
題
1
は
江
戸
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
吉よ
し
の
や
ま
ひ
と
り
あ
ん
な
い

野
山
独
案
内
』
と
い
う
、

大や
ま
と
の
く
に

和
国
（
現
在
の
奈
良
県
）
の
吉
野
山
を
取
り
上
げ
た
地ち

誌し

の
挿

絵
で
す
。
そ
し
て
問
題
2
は
俳
諧
師
・
松ま
つ
尾お

芭ば

蕉し
ょ
うが
実
際
に
吉
野

山
を
旅
し
た
時
に
詠
ん
だ
句
に
な
り
ま
す
。

 

問
題
1 　
①
「
こ
け
」
は
現
在
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
ひ
ら
が

な
と
同
じ
な
の
で
、
わ
か
り
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
に
続
く
「
清
水
」
で
す
が
、「
清
」
は
書
写
の
毛
筆
で
行
書
に

取
り
組
む
時
に
、書
い
た
こ
と
の
あ
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。「
水
」

の
く
ず
し
字
も
特
徴
的
で
す
ね
。
②
「
西
行
」
は
『
新し
ん
古こ

今き
ん
和わ

歌か

集し
ゅ
う』で
有
名
な
歌
人
、西さ
い

行ぎ
ょ
う
法ほ
う
師し

。「
あ
ん
じ
つ
」は「
庵
室
」。「
つ
」

は
見
慣
れ
な
い
か
た
ち
を
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
、
ひ
ら
が
な
と

し
て
用
い
て
い
る
「
つ
」
と
同
じ
く
「
川
」
が
字
母
に
な
っ
て
い

る
く
ず
し
字
で
す
。
西
行
法
師
は
、
吉
野
山
の
山
奥
に
自
身
の
草

庵
を
も
ち
、
そ
こ
で
過
ご
し
な
が
ら
和
歌
を
詠
み
ま
し
た
。「
こ

け
清
水
」
＝
「
苔
清
水
（
こ
け
し
み
づ
）」
は
、
そ
の
庵
近
く
の
湧

き
水
で
す
。
か
つ
て
西
行
法
師
が
「
と
く
〳
〵
と
落お
つ

る
岩い
は

間ま

の

苔
清
水
く
み
ほ
す
程ほ
ど
も
な
き
住す
み
か居
哉か
な
」
と
詠
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。『
吉
野
山
独
案
内
』
に
は
吉
野
山
の
名
所
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
に
ち
な
ん
だ
和
歌
や
俳
諧
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
和
歌
や

俳
諧
は
、
名
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
る
の
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で

し
た
。　
　

　
そ
し
て
、
面
白
い
の
は
刊
行
当
時
の
俳
諧
愛
好
者
の
人
々
の
も

の
と
思
わ
れ
る
句
が
、
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
名

所
の
案
内
文
や
古
歌
と
と
も
に
、
自
分
の
俳
諧
が
出
版
さ
れ
る
の

で
す
か
ら
、
掲
載
さ
れ
た
人
々
に
と
っ
て
は
誇
ら
し
く
感
じ
ら
れ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
出
版
文
化
、
俳
諧
、
そ
し
て
旅
と
、
そ

れ
ぞ
れ
の
強
み
が
合
わ
さ
り
、
歌
枕
の
イ
メ
ー
ジ
は
よ
り
広
く
、

楽
し
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
松
尾
芭
蕉
の
歌
枕
へ
の
旅

を
楽
し
み
と
す
る
読
者
層
が
醸
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

問
題
1　

教
材
解
説

　
『
吉
野
山
独
案
内
』
は
寛か
ん
文ぶ
ん
一
一
年
（
一
六
七
一
）
刊
で
す
。
歌

枕
で
あ
る
吉
野
を
題
材
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
和
歌
や
俳
諧
を
名
所

と
と
も
に
紹
介
す
る
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
本
で
す
。
教
材

の
画
像
は
、「
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」（https:// 

w
w

w.digital.archives.go.jp/im
g/4287911

）
で
公
開
さ
れ
て
い

ま
す
。『
版
本
地
誌
大
系　
別
巻
三
〈
古
版
地
誌
〉』（
臨
川
書
店
、

二
〇
一
〇
年
）に
は
、影
印
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
、ペ
ー

ジ
を
手
に
と
り
な
が
ら
内
容
を
確
認
で
き
ま
す
。

 

問
題
2 　
③
、
④
と
も
に
「
踊
り
字
」
の
出
題
で
す
。「
ゝ
」
そ

の
直
前
の
字
を
く
り
返
す
時
に
使
い
ま
す
。
ま
た
「
〳
〵
」
は
そ

の
前
の
複
数
分
の
字
を
く
り
返
す
時
に
使
い
ま
す
。
松
尾
芭
蕉
は

貞じ
ょ
う
き
ょ
う
享
元
年
（
一
六
八
四
）
に
、
深
川
か
ら
東
海
道
を
経
て
、
故

郷
で
あ
る
伊
賀
上
野
に
向
か
う
旅
に
出
て
、
そ
の
様
子
を
紀
行

文
『
野の

ざ
ら
し
紀き

行こ
う

』
に
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
の
句
は
、
そ
の
旅

 『吉野山独案内』巻五　「苔清水」「西行庵室」（国立公文書館デジタルアーカイブ）
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教えるための手引き

の
途
中
、
あ
こ
が
れ
の
西
行
法
師
の
足
跡
を
求
め
て
、
吉
野
山
に

あ
る
苔
清
水
を
訪
れ
た
時
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
。
③
の
「
と
く

〳〵
」
＝
「
と
く
と
く
」
は
、
水
が
し
た
た
り
落
ち
る
様
子
を
表

す
擬
態
語
で
す
。
西
行
法
師
が
詠
ん
だ
と
伝
わ
る
和
歌
に
あ
る
言

葉
を
、
芭
蕉
も
用
い
て
い
ま
す
。
④
の
「
す
ゝ
か
は
や
」
＝
「
す

す
が
ば
や
」
は
「
す
す
い
で
み
た
い
も
の
だ
」
と
い
う
意
味
。
湧

き
水
で
す
す
ぐ
と
い
え
ば
手
や
口
な
ど
で
す
が
、
こ
こ
で
芭
蕉
が

選
ん
だ
言
葉
は
「
浮
世
」。
こ
の
世
の
中
や
人
生
ま
で
も
す
す
ぐ

こ
と
が
で
き
そ
う
だ
と
、
苔
清
水
の
清
ら
か
さ
に
感
動
し
て
い
る

様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　
芭
蕉
は
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
の
春
、
花
見
の
た
め
に
吉

野
を
訪
れ
ま
す
が
、
そ
の
際
に
も
苔
清
水
に
立
ち
寄
り
、「
春は
る
雨さ
め

の
こ
し
た
に
つ
た
ふ
清し
み
づ水
か
な
」（『
笈お
い

の
小こ

文ぶ
み

』）
の
一
句
を
詠
ん

で
い
ま
す
。
翌
年
の
元げ
ん

禄ろ
く

二
年
（
一
六
八
九
）
に
は
、
西
行
法
師

が
「
道み
ち
の
べ
に
清し
み
づ水
流
る
ゝ
柳
か
げ
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま

り
つ
れ
」（『
新
古
今
和
歌
集
』）
と
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
、
那
須
の
芦あ
し

野の

に
あ
る
「
遊ゆ
ぎ
ょ
う
や
な
ぎ

行
柳
」
に
立
ち
寄
り
、「
田
一
枚
植う
ゑ

て
立
ち
去
る

柳
か
な
」
の
句
を
詠
み
、
や
が
て
そ
の
句
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』

に
収
め
ら
れ
る
の
で
し
た
。

　
西
行
法
師
は
後
世
、
和
歌
が
歌
集
を
通
じ
て
親
し
ま
れ
る
だ
け

で
な
く
、
説
話
や
謡
曲
、
御お

伽と
ぎ
草ぞ
う
子し

な
ど
の
主
人
公
と
し
て
も
知

ら
れ
て
お
り
、
芭
蕉
が
旅
を
し
て
い
た
当
時
に
は
、
西
行
法
師
の

和
歌
だ
け
で
な
く
、
そ
の
生
涯
を
あ
つ
か
う
版
本
が
出
版
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　
芭
蕉
が
西
行
法
師
の
足
跡
を
た
ど
り
、
そ
こ
で
自
身
の
句
を
詠

み
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
紀
行
文
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
は
、
俳

諧
を
愛
好
し
、
旅
に
あ
こ
が
れ
る
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

　
芭
蕉
は
晩
年
、
近お
う
み
の
く
に

江
国
（
現
在
の
滋
賀
県
）
の
国こ
く

分ぶ

山や
ま

の
幻げ
ん

住
じ
ゅ
う

『野ざらし紀行』表紙（国文学研究資料館蔵）

庵あ
ん
で
す
ご
し
ま
し
た
。幻
住
庵
で
の
暮
ら
し
を
ま
と
め
た
俳
文「
幻

住
庵
記
」
は
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
刊
行
の
『
猿さ
る

蓑み
の

』
に
収

め
ら
れ
、
芭
蕉
の
名
作
と
評
さ
れ
ま
し
た
。

　
旅
に
生
き
る
だ
け
で
な
く
、
山
中
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
庵
で
の

生
活
ぶ
り
も
、
西
行
法
師
を
お
手
本
と
し
た
芭
蕉
。「
幻
住
庵
記
」

大津市国分山にある幻住庵（復元）。すぐそばには「幻住庵記」に登場
する近

ちか
津
つ

尾
お

神社がある。

大津市国分山の
「とくとくの清水」

に
は
「
た
ま
〳
〵
心
ま
め
な
る
時
は
、
谷
の
清
水
を
く
み
て
自
ら

か
し
ぐ
（
＝
炊
ぐ
）。
と
く
〳
〵
の
し
づ
く
を
わ
び
て
一い
ち

炉ろ

の
そ
な

へ
い
と
か
ろ
し
。」
と
、
庵
近
く
の
湧
き
水
を
描
い
て
い
ま
す
。

　
「
幻
住
庵
記
」
に
は
、
国
分
山
か
ら
の
眺
望
も
描
か
れ
、
芭
蕉

が
琵
琶
湖
を
中
心
に
、
近
江
の
湖こ

南な
ん
に
あ
る
歌
枕
を
大
パ
ノ
ラ
マ

と
し
て
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
山
中
は
ひ
っ
そ
り

と
し
て
お
り
、
幻
住
庵
跡
に
は
平
成
に
入
っ
て
か
ら
復
元
さ
れ
た

庵
が
、
芭
蕉
に
思
い
を
は
せ
る
人
々
を
迎
え
て
い
ま
す
。

問
題
2　

教
材
解
説

　
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
は
出
版
さ
れ
、
読
者
の
旅
へ
の
あ
こ
が
れ

を
さ
ら
に
呼
び
ま
す
。
今
回
、
教
材
と
し
て
用
い
た
の
は
、「
国

書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（https://kokusho.nijl.ac.jp/

biblio/200031139/

）
で
公
開
さ
れ
て
い
る
国
文
学

研
究
資
料
館
蔵
本
で
、
明め
い

和わ

五
年
（
一
七
六
八
）
の

刊
行
の
も
の
で
す
。（
担
当
：
永
田
郁
子
）
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

昔む
か
しの

「
桃も

も

太た

郎ろ
う

」
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

 

問
題
1 		

Ａ
の
図ず

は
あ
る
桃も

も

太た

郎ろ
う

の
誕た

ん

生じ
ょ
う

の
場ば

面め
ん

で
す
。
空く

う

欄ら
ん

の
く
ず
し
字じ

を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

 

問
題
2 		

B
・
C
の
図ず

は
桃も

も

太た

郎ろ
う

の
仲な

か

間ま

で
す
。
空く

う

欄ら
ん

を
埋う

め
て
名な

前ま
え

を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

昔む
か
し

々む
か
し、
あ
る
と
こ
ろ
に
子こ

ど
も
を
授さ

ず

か
り
た
い
夫ふ

う

婦ふ

が
い
ま
し
た
。

御ご

香こ
う
の

宮み
や

神じ
ん

社じ
ゃ
＊で
お
願ね

が

い
を
し
た
と
こ
ろ
、

神じ
ん

功ぐ
う

皇こ
う

后ご
う

が
現あ

ら
われ

、
そ
の
夫ふ

う

婦ふ

に
桃も

も

を
手て

渡わ
た

し
ま
し
た
。

そ
の
桃も

も

を
持も

ち
帰か

え

っ
た
と
こ
ろ
…
…
、

あ
る
節せ

つ

分ぶ
ん

の
夜よ

る

、
桃も

も

太た

郎ろ
う

の
姉あ

ね

が
鬼お

に

に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
姉あ

ね

を
助た

す

け
る
た
め
鬼お

に

退た
い

治じ

に
で
か
け
た

桃も
も

太た

郎ろ
う

が
住す

み

吉よ
し

大た
い

社し
ゃ

に
お
参ま

い

り
し
た
と
こ
ろ
、
二ふ

た
り人

の
仲な

か

間ま

が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

＊
御ご

香こ
う
の

宮み
や

神じ
ん

社じ
ゃ

…
京

き
ょ
う

都と

市し

伏ふ
し

見み

区く

の
神じ

ん

社じ
ゃ

。
主し

ゅ

祭さ
い

神じ
ん

は
神じ

ん

功ぐ
う

皇こ
う

后ご
う

。

＊
「
ゝ
」
…
「
踊お

ど

り
字じ

」
と
呼よ

び
、
前ま

え

の
文も

字じ

を
く
り
返か

え

す
と
き
に
使し

用よ
う

し
ま
す
。

此

も
＊

ゝ
①

し

ら

て
②

し

で

き

て
、

さ

も

た

く

ま

し

き

男

子

と
③

り
。

ひ

④

⑤

ぎ

の

せ

い

い

⑥

し

の

せ

い

AB

C

●①

●②

●③

●④

●⑤

●⑥

ち
ょ
ん
ま
げ
に
注
目
！

ヒ
ン
ト
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

昔む
か
しの

「
桃も

も

太た

郎ろ
う

」
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

 

問
題
3 		

D
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

 

問
題
4 		

E
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

桃も
も

太た

郎ろ
う

と
そ
の
仲な

か

間ま

二ふ
た
り人
は
鬼お

に

た
ち
を
退た

い

治じ

し
ま
す
。

仲な
か

間ま

の
一ひ

と
り人
は
右
手
で
鬼お

に

を
押お

し
て
い
る
よ
う
に
見み

え
ま
す
が
、

も
う
一ひ

と
り人

は
…
…
、

降こ
う

参さ
ん

し
た
鬼お

に

は
、
宝

た
か
ら

物も
の

と
一い

っ

緒し
ょ

に
、
姉あ

ね

を
肩か

た

車ぐ
る
まで

送お
く

り
届と

ど

け
ま
し
た
。

物も
の

語が
た
りの

最さ
い

後ご

に
は
、
日に

本ほ
ん

の
あ
る
風ふ

う

習し
ゅ
うの

起き

源げ
ん

に
つ
い
て
記し

る

さ
れ
ま
す
。

い
⑦

し

の

せ

い

は
、
⑧

し

ら

よ
⑨

ひ
⑩

⑪

を
⑫

な

し
、

せ

つ

ぶ

ん

の

夜

ひ

い

ら

ぎ

い
⑬

し

を

門（
も
ん

戸こ
）

⑭

さ
⑮

事
、

此

時

よ

り
⑯

じ

ま
⑰

と

か

や
。 D

●⑦

●⑧

●⑨

●⑩
●⑪

●⑫

●⑬

●⑭

●⑮

●⑯

●⑰

右み
ぎ

側が
わ

の
男お
と
この
ち
ょ
ん
ま
げ
か
ら
は

何な
に

が
出で

て
る
？

ヒ
ン
トE
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
： 

①
か
（
可
）、
②
あ
（
阿
）、
③
な
（
奈
）。

「
こ此の
桃も
ゝ

、
頭か
し
ら・

手て

足あ
し

で
き
て
、
さ
も
た
く
ま
し
き
男

子
と
な
り
」（
こ
の
桃
は
頭
・
手
足
が
現
れ
て
、
い
か
に
も

立
派
な
男
の
子
と
な
っ
た
。）

問
題
2
： 

④
い
（
以
）、
⑤
ら
（
良
）、
⑥
わ
（
王
）。

　
　
　
　
Ｂ
「
柊
ひ
い
ら
ぎの

精せ
い

」
Ｃ
「
鰯い
わ
しの

精せ
い

」

問
題
3
： 

⑦
わ
（
王
）、
⑧
か
（
可
）、
⑨
り
（
利
）、
⑩
か
（
可
）、

⑪
り
（
利
）、
⑫
は
（
者
）。

「
鰯い
わ
しの
精せ
い
は
、
頭か
し
らよ
り
光ひ
か
りを
放は
な
し
、」（
鰯
の
精
は
、
頭
か

ら
光
を
放
っ
て
、）

問
題
4
： 

⑬
わ
（
王
）、
⑭
に
（
爾・尓
）、
⑮
す
（
須
）、
⑯
は
（
者
）、

⑰
る
（
留
）。

 

「
節せ
つ

分ぶ
ん

の
夜
、
柊
ひ
い
ら
ぎ

鰯い
わ
しを

門（
も
ん
こ
）戸に

さ
す
事
、
こ（
此
）の

時
よ
り

始は
じ
ま
る
と
か
や
」（
節
分
の
夜
、
柊
鰯
を
家
の
出
入
口
に
挿

す
こ
と
は
、
こ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
だ
と
か
。）

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
江
戸
時
代
の
桃
太
郎
の
二

次
創
作
を
読
む
こ
と
で
、
古
典
に
親
し
む
。

時
間
配
分：35
分
。
授
業
時
間：5
分（
く
ず
し
字
の
説
明
）、15
分（
問

題
1
・
2
）、
15
分
（
問
題
3
・
4
）。

対
象
教
科
： 

国
語
、
社
会
、
書
写
・
書
道

問
題
解
説

　
こ
の
教
材
は
、
江
戸
時
代
に
上か
み

方が
た

（
京
都
・
大
阪
）
で
出
版
さ

れ
た
桃
太
郎
で
す
。
有
名
な
昔
話
で
す
が
、
こ
の
桃
太
郎
の
あ
ら

す
じ
は
、
現
代
の
も
の
と
は
随
分
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
も
そ
の
は

ず
、
こ
れ
は
桃
太
郎
を
脚
色
し
た
作
品
な
の
で
す
。
桃
太
郎
は
確

か
に
登
場
し
、
仲
間
と
一
緒
に
鬼
退
治
を
し
ま
す
が
、
ユ
ニ
ー
ク

な
設
定
や
内
容
に
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
古
典
を
苦

手
に
思
っ
て
い
る
方
に
も
、
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

 

問
題
1 　
舞
台
は
京
伏ふ
し
見み

。
桃
山
近
辺
に
住
ん
で
い
た
夫
婦
に

は
娘
が
一
人
い
ま
し
た
が
、
男
の
子
を
授
か
り
た
い
と
思
い
、
御ご

香こ
う
の
宮み
や
神じ
ん
社じ
や
に
祈
念
し
ま
す
。
す
る
と
、
祭
神
の
神じ
ん
功ぐ
う
皇こ
う
后ご
う
が
現

れ
て
、
大
き
な
桃
を
一
つ
夫
婦
に
授
け
ま
す
。
夫
婦
が
持
ち
帰
る

と
、
そ
の
桃
に
驚
く
よ
う
な
変
化
が
起
き
ま
す
。

　
問
題
1
は
桃
太
郎
の
誕
生
場
面
か
ら
の
出
題
で
す
が
、
答
え
は

「
こ此の
桃も
ゝ

、
頭か
し
ら・

手て

足あ
し

で
き
て
、
さ
も
た
く
ま
し
き
男
子
と
な
り
」

で
す
。
な
ん
と
、
桃
か
ら
頭
と
手
足
が
現
れ
て
、
男
の
子
に
な
っ

た
と
い
う
の
で
す
。
図
Ａ
の
中
央
に
い
る
の
が
そ
の
桃
太
郎
で
す
。

桃
太
郎
の
誕
生
に
は
、
桃
を
食
べ
て
若
返
っ
た
夫
婦
の
間
に
子
ど

も
が
生
ま
れ
る
「
回か
い

春し
ゆ
ん

型が
た

」
と
、
桃
の
な
か
か
ら
子
ど
も
が
生

ま
れ
る
「
果か

生せ
い
型が
た
」
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
「
果
生
型
」
に
分

類
は
で
き
ま
す
が
、
桃
自
体
が
男
の
子
に
な
る
と
い
う
面
白
い
設

定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
①
は
「
か
（
可
）」、よ
く
出
て
く
る
字
で
す
。
②
は
「
あ
（
阿
）」

で
す
が
、
旁つ
く
りが
①
と
同
じ
「
可
」
で
す
ね
。
③
は
現
代
の
字
と
字じ

母ぼ

（
仮
名
の
元
に
な
っ
た
漢
字
）
が
同
じ
「
な
（
奈
）」
で
す
。

 

問
題
2 　
桃
太
郎
と
名
付
け
ら
れ
た
男
児
は
一
年
で
一
〇
年
分

ほ
ど
成
長
し
ま
す
。
あ
る
節
分
の
夜
、
夫
婦
と
桃
太
郎
が
恵え

方ほ
う

の

神
の
参
拝
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
豆
を
拾
っ
て
食
べ
よ
う
と
や
っ

て
き
た
蓬ほ
う
莱ら
い
の
島
の
鬼
に
、
桃
太
郎
の
姉
は
一ひ
と
目め

惚ぼ

れ
を
さ
れ
、

さ
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。桃
太
郎
は
姉
を
助
け
出
す
た
め
、鬼
ヶ

島
へ
出
か
け
ま
す
。

　

鬼
退
治
の
お
供
と
い
え
ば
、
猿
・
雉き
じ
・
犬
で
す
が
、
問
題
2

は
こ
の
桃
太
郎
の
お
供
を
答
え
る
も
の
で
す
。
答
え
は
Ｂ
「
柊
ひ
い
ら
ぎ

の
精せ
い

」
と
Ｃ
「
鰯い
わ
しの

精せ
い

」
で
す
。
図
Ｂ
・
Ｃ
は
お
供
の
挿
絵
で
す

が
、髷ま
げ
が
葉
と
魚
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、ヒ
ン
ト
に
な
る
で
し
ょ

う
。
桃
太
郎
が
神じ
ん
功ぐ
う
皇こ
う
后ご
う
に
な
ら
っ
て
摂せ
っ
津つ
の
国く
に
の
住す
み
吉よ
し
大だ
い

明み
よ
う
神じ
ん

（
現・大
阪
市
住
吉
区
）
に
必
勝
を
祈
願
す
る
と
、
こ
の
二
人
が
現
れ
、

桃
太
郎
を
助す
け

太だ

刀ち

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
ぜ
、
柊
ひ
い
ら
ぎと
鰯い
わ
しが
お
供
な
の
か
。
そ
れ
は
こ
の
「
桃
太
郎
」
が

狂き
よ
う

言げ
ん

「
節
分
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
関
係
し
ま
す
。
狂
言

「
節
分
」
は
、
夫
が
出い

雲ず
も

大た
い

社し
や

へ
大お
お
み
そ
か

晦
日
の
参さ
ん

籠ろ
う

へ
出
か
け
、
留

守
を
守
っ
て
い
る
妻
の
と
こ
ろ
へ
、
蓬ほ
う

莱ら
い

の
島
の
鬼
が
節
分
の
豆

を
拾
っ
て
食
べ
よ
う
と
や
っ
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

狂
言
「
節
分
」
で
鬼
が
謡う
た
う
小こ

歌う
た
が
、
こ
の
「
桃
太
郎
」
に
引
用

さ
れ
、
桃
太
郎
の
姉
の
機き

嫌げ
ん

を
取
ろ
う
と
踊
る
鬼
は
、
狂
言
「
節

分
」
で
女
の
気
を
引
こ
う
と
す
る
鬼
の
姿
そ
の
も
の
で
す
。
つ
ま

り
、
こ
の
「
桃
太
郎
」
は
、
従
来
の
桃
太
郎
の
話
に
、
狂
言
「
節

分
」
を
掛
け
合
わ
せ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
脚
色
を

施
し
て
い
る
の
で
す
。
節
分
に
は
、
写
真
の
よ
う

な
「
柊
ひ
い
ら
ぎ

鰯い
わ
し」

と
呼
ば
れ
る
焼
い
た
鰯
の
頭
と
柊

を
戸
口
に
指
す
魔ま

除よ

け
の
風
習
が
今
も
伝
わ
り
ま

す
が
、
そ
こ
か
ら
こ
の
「
桃
太
郎
」
で
は
、
お
供

が
柊
と
鰯
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。な
お
、「
柊
鰯
」
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教えるための手引き

は
狂
言
「
節
分
」
に
も
登
場
し
ま
す
。

　
④
は
「
い
（
以
）」、
⑤
は
「
ら
（
良
）」
で
す
が
、
い
ず
れ
も
現

代
の
字
と
字
母
が
同
じ
で
す
。
⑥
は「
わ（
王
）」で
す
が
、「
は（
者
）」

と
似
て
い
る
の
で
注
意
を
し
ま
し
ょ
う
。

 

問
題
3 　
柊
と
鰯
の
精
を
お
供
に
、
桃
太
郎
は
鬼
ヶ
島
へ
と
乗

り
込
み
ま
す
。
お
供
の
活
躍
も
あ
っ
て
、
鬼
の
手
下
た
ち
は
皆
降こ
う

参さ
ん

を
し
ま
す
。
桃
太
郎
は
鬼
の
大
将
と
力
く
ら
べ
で
勝
負
を
し
ま

す
が
、
す
べ
て
桃
太
郎
の
勝
利
と
な
り
ま
す
。

　
問
題
3
は
鰯
の
戦
い
方
か
ら
の
出
題
で
す
。
柊
の
精
は
、
固
く

て
ト
ゲ
ト
ゲ
し
た
柊
の
葉
っ
ぱ
を
手し
ゅ
裏り

剣け
ん
の
よ
う
に
投
げ
つ
け
て

い
ま
す
が
、
鰯
の
精
と
タ
ッ
グ
を
組
ん
で
戦
っ
て
い
ま
す
。
答
え

は
「
鰯い
わ
しの
精せ
い

は
、
頭か
し
らよ
り
光ひ
か
りを
放は
な

し
」
で
す
。
鰯
は
頭
か
ら
光
を

放
っ
て
い
る
の
で
す
。
熱
光
線
で
は
な
く
、
強
い
光
を
当
て
、
鬼

が
立
ち
く
ら
ん
で
い
る
と
こ
ろ
へ
、
柊
が
葉
っ
ぱ
で
目
口
鼻
を
つ

く
と
い
う
戦
法
で
す
。
死
者
が
で
な
い
比
較
的
穏
や
か
な
戦
い
方

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
で
は
、
な
ぜ
鰯
は
光
を
放
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
鰯
が
寿
司
屋
で
「
光
り
物
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
、
青
白
く
光
る
魚
で
あ
る
こ
と
か
ら
連
想
さ
れ
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
⑦
は
「
わ
（
王
）」。
⑧
と
⑩
は
「
か
（
可
）」
で
す
が
、
①
⑥
の

復
習
問
題
で
す
ね
。
⑨
と
⑪
は「
り（
利
）」で
す
。
⑫
は「
は（
者
）」

で
、「
え
（
衣
）」
や
「
み
（
三
）」
と
間
違
え
や
す
い
の
で
注
意
が

必
要
で
す
。

 

問
題
4 　
鬼
の
大
将
は
力
く
ら
べ
を
す
る
際
、
も
し
自
分
が
負

け
た
ら
、
桃
太
郎
の
姉
だ
け
で
な
く
、
鬼
の
宝
物
で
あ
る
、
身
に

つ
け
る
と
姿
を
隠
せ
る
「
隠
れ
笠
・
隠
れ
蓑
」
や
、
思
い
の
ま
ま

に
何
で
も
出
せ
る
「
打う
ち
出で

の
小こ

槌づ
ち
」
を
差
し
出
す
と
約
束
を
し
て

い
ま
し
た
。
取
り
決
め
通
り
、
桃
太
郎
は
鬼
か
ら
そ
れ
ら
の
宝
物

を
受
け
取
り
ま
す
。
鬼
の
大
将
は
姉
を
肩
車
し
、
鬼
の
家
来
ら
は

宝
物
を
輿
に
乗
せ
、
桃
太
郎
の
国
元
へ
送
り
届
け
る
の
で
す
。
図

Ｅ
は
国
へ
帰
る
桃
太
郎
一
行
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、

隠
れ
笠
・
隠
れ
蓑
・
打
出
小
槌
は
、
狂
言
「
節
分
」
で
鬼
が
女
に

渡
し
た
宝
物
で
も
あ
り
ま
す
。

　
物
語
の
最
後
に
は
、
日
本
の
あ
る
風
習
の
起
源
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
問
題
4
は
そ
れ
を
問
う
も
の
で
す
。
答
え

は
「
節せ
つ

分ぶ
ん

の
夜
、
柊
ひ
い
ら
ぎ

鰯い
わ
しを

門（
も
ん
こ
）戸

に
さ
す
事
、
こ（
此
）の

時
よ
り
始は
じ

ま

る
と
か
や
」
で
す
。
節
分
の
夜
に
、
柊
ひ
い
ら
ぎ

鰯い
わ
しを

家
の
出
入
口
に

挿
す
こ
と
は
、
こ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
ら
し
い
と
記
し
て
い
ま

す
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
す
が
、

節
分
の
夜
に

は
、
図
版
（『
案あ
ん

内な
い
者し
ゃ
』
寛か
ん
文ぶ
ん
二
年

〈
一
六
六
二
〉
刊
）

の
よ
う
に
、
家
の
出
入
口
に
柊
鰯
を
挿
し
、
豆ま
め

撒ま

き
が
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
節
分
と
柊
・
鰯
は
関
係
が
深
い
の
で
す
。

鰯
の
頭
の
よ
う
に
つ
ま
ら
な
い
も
の
も
、
そ
れ
を
信
仰
す
る
人
に

は
大
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
、「
鰯
の
頭
も
信し
ん

心じ
ん

か

ら
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
節
分
の
風
習
か

ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
⑬
「
わ
（
王
）」
は
復
習
、
⑭
「
に
（
爾
・
尓
）」
は
頻
出
の
字
、

⑮
「
す
（
須
）」は「
つ（
徒
）」と
似
て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
⑯
「
は
（
者
）」
も
復
習
で
す
。
⑰
「
る
（
留
）」
は
、「
か

（
可
）」
や
「
な
（
奈
）」
と
似
て
い
る
の
で
、
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
く
ず
し
字
や
和
本
を
用
い
る
こ
と
で
、
古
典
文

学
と
は
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
い
つ
の
時
代
も
魅
力
的
な
作
品
は
新

た
な
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
も
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
桃

太
郎
は
、
古
典
文
学
の
豊
か
さ
や
楽
し
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
、

ユ
ニ
ー
ク
な
古
典
教
材
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。

教
材
解
説

　

底
本
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
絵え

本ほ
ん

集あ
つ
め

艸ぐ
さ

』（
請
求
番
号

181-64

）。
本
資
料
は
さ
ま
ざ
ま
な
草く
さ

双ぞ
う

紙し

（
江
戸
時
代
の
絵
本
の

総
称
）
を
文
字
通
り
集
め
た
絵
本
の
叢そ
う

書し
ょ

で
す
。
こ
の
「
桃
太
郎
」

も
そ
の
一
部
で
す
。
底
本
は
「
大だ
い
惣そ
う
」
と
呼
ば
れ
る
江
戸
時
代
を

代
表
す
る
貸
本
屋
で
あ
る
大お
お
野の

屋や

惣そ
う
八は
ち
の
旧
蔵
本
で
も
あ
り
ま
す
。

中な
か

野の

三み
つ

敏と
し

・
肥ひ

田だ

皓こ
う

三ぞ
う

編
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
上か
み

方が
た

篇へ
ん

』（
岩

波
書
店
、
一
九
八
五
年
）
に
影
印
と
翻
刻
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
全
文
は
そ
ち
ら
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
本
教
材
を
使
用
し
た
授
業
実
践
報
告
の
詳
細
は
、
加
藤

直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字
に
よ
る
古
典
教
育
の

試
み
―
日
本
近
世
文
学
会
に
よ
る
出
前
授
業
」・
同
「
く
ず
し
字

に
よ
る
古
典
教
育
の
試
み
⑸
―
江
戸
時
代
の「
桃
太
郎
」を
読
む・

補
遺
」（
参
考
文
献
一
覧
参
照
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
担
当
：
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
）

戸口に挿された柊鰯（右上）
国立国会図書館蔵『案内者』 
DOI：10.11501/255419
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

A

 

問
題
1 		
A
の
図ず

は
登と

う

場じ
ょ
う

人じ
ん

物ぶ
つ

で
す
。
空く

う

欄ら
ん

の
カ
ニ
の
名な

前ま
え

を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

昔む
か
しの
「
さ
る
か
に
合が

っ

戦せ
ん

」
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

さ

①

②

③

④

さ

⑤

の

⑥

け

柿か
き

の
種た

ね

を
拾ひ

ろ

っ
た
猿さ

る

と
、
焼や

き
飯め

し

を

　

拾ひ
ろ

っ
た
カ
ニ
が
そ
れ
ぞ
れ
を
交こ

う

換か
ん

し
ま
す
。

カ
ニ
が
種た

ね

を
植う

え
、
カ
ニ
が

　
「
柿か

き

が
な
ら
な
い
な
ら
ち
ょ
ん
切ぎ

る
ぞ
」

　
　

と
言
う
と
、
一い

ち

夜や

で
大た

い

木ぼ
く

と
な
り
ま
し
た
。

猿さ
る

が
や
っ
て
き
て
、
甘あ

ま

い
柿か

き

を
食た

べ
、

　

渋し
ぶ

柿が
き

を
カ
ニ
に
投な

げ
つ
け
ま
す
。

＊
な
ん
ぎ
…
難な

ん

儀ぎ

。
処し

ょ

理り

す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
様さ

ま

。 な＊

ん
ぎ
。

●①

●②

●③

●④

●⑤

●⑥

 

問
題
2 		

B
の
図ず

は
登と

う

場じ
ょ
う

人じ
ん

物ぶ
つ

で
す
。
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
、
名な

前ま
え

を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

猿さ
る

に
柿か

き

を
投な

げ
つ
け
ら
れ
、

　

怪け

我が

を
負お

っ
た
鋏

は
さ
み

之の

助す
け

の
も
と
に
、

　
　

仲な
か

間ま

た
ち
が
や
っ
て
来き

ま
す
。

そ
の
仲な

か

間ま

は
、
蛇へ

び

、
荒あ

ら

布め

（
海か

い

藻そ
う

の
こ
と
）、

　

包ほ
う

丁ち
ょ
う、
玉
子
、
臼う

す

、
杵き

ね

、

　
　

そ
し
て
Ｂ
の
人じ

ん

物ぶ
つ

は
だ
れ
？

く

①

②

ち

さ

③

右

衛

門

●①

●②

●③

B
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

C

●①

●②

●③

●④

●⑤

●⑥

●⑦

 

問
題
3 		
C
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

鋏は
さ
み

之の

助す
け

の
家い

え

に
や
っ
て
き
た
猿さ

る

。
寒さ

む

い
の
で

囲い

炉ろ

裏り

に
あ
た
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
す
る
と
…
…
、

①

ね

て
②

く
③

し

た

ま

ご
④

ぶ

ん

の

よ

し

と

⑤

⑥

つ

け
⑦

る

昔む
か
しの

「
さ
る
か
に
合が

っ

戦せ
ん

」
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

 

問
題
4 		

Ｄ
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

カ
ニ
の
仲な

か

間ま

た
ち
は
い
ろ
い
ろ
な
方ほ

う

法ほ
う

で
猿さ

る

を
懲こ

ら
し
め
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
ま
は
ち
さ
し
右え衛
門も

ん

の
攻こ

う

撃げ
き

は
…
…
、

①

し

ろ

む

②

③

④

さ

＊
ゝ

れ

ぬ

●①

●②

●③

●④

D

　
　
　

  

絵
の
く
ま
は
ち
さ
し
右え衛
門も
ん

の
様よ
う

子す

が
ヒ
ン
ト
で
す
。

ヒ
ン
ト

＊
「
ゝ
」
…
踊お

ど

り
字じ

と
呼よ

び
、
前ま

え

の
字じ

を
く
り
返か

え

し
ま
す
。
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
：「
さ
わ
か
に
は
さ
み
の
す
け
（
左
王
可
尓
者
左
三
乃
春
計
）」

問
題
2
：「
く
ま
は
ち
さ
し
右
衛
門
（
久
末
者
知
左
志
右
衛
門
）」

問
題
3
：「
か
（
可
）
ね
て
た
（
多
）
く
み
（
三
）
し
た
ま
ご
、
じ

ぶ
ん
（
志
不
无
）
の
よ
し
と
は
ね
（
者
年
）
つ
け
け
（
介
）

る
（
か
ね
て
工た
く

み
し
玉
子
、
時
分
の
良
し
と
撥
ね
付
け
け

る
）。」

問
題
4
：「
う
（
宇
）
し
ろ
む
か
ね
ば
（
可
祢
者
）
さ
ゝ
（
踊
り
字
）

れ
ぬ
（
後
ろ
向
か
ね
ば
刺
さ
れ
ぬ
）。」

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
江
戸
時
代
の
昔
話
と
現
代

の
昔
話
と
を
比
較
す
る
。

時
間
配
分：35
分
。
授
業
時
間：5
分（
く
ず
し
字
の
説
明
）、15
分（
問

題
1
・
2
）、
15
分
（
問
題
3
・
4
）。

対
象
教
科
： 

国
語
、
社
会
、
書
写
・
書
道

問
題
解
説

　
今
回
扱
っ
た
問
題
は
江
戸
時
代
の
「
さ
る
か
に
合が
っ
戦せ
ん
」
で
す
。

皆
さ
ん
ご
存
じ
の
「
さ
る
か
に
合
戦
」
で
す
が
、
現
代
の
昔
話
と

は
少
し
内
容
が
異
な
り
、
登
場
人
物
に
名
前
が
あ
っ
た
り
、
カ
ニ

の
仲
間
が
現
代
の
昔
話
よ
り
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

 

問
題
1 　
答
え
は
「
さ
わ
が
に
は
さ
み
の
す
け
」
で
す
。
ち
ょ

ん
ま
げ
が
カ
ニ
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
、
江
戸
時
代
の
絵
本
は
割
と

こ
の
よ
う
に
、
ち
ょ
ん
ま
げ
を
そ
の
動
物
な
ど
に
し
て
描
か
れ
ま

し
た
。
字
の
解
説
で
す
が
、
①
は
「
わ
（
王
）」
で
す
。
王
は
ワ

ン
と
読
み
ま
す
ね
。
そ
の
名
残
で
す
。
②
は
「
か
（
可
）」、
よ
く

出
て
く
る
字
で
す
。
③
は
「
に
（
尓
）」、
④
は
「
は
（
者
）」
で
す
。

者
は
漢
文
で
「
は
」
と
読
む
こ
と
を
習
っ
た
こ
と
も
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
⑤
は
「
み
（
三
）」、
⑥
は
「
す
（
春
）」
で
す
。
現
代

の
昔
話
で
は
カ
ニ
と
し
か
書
か
れ
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
で
は
名

前
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
漢
字
で
書
く
と
「
沢さ
わ
蟹が
に

鋏は
さ
み
之の

助す
け
」

で
し
ょ
う
か
。
カ
ニ
だ
か
ら
は
さ
み
、
特
徴
を
つ
か
ん
だ
命
名
で

す
ね
。

 

問
題
2 　
答
え
は
「
く
ま
は
ち
さ
し
右
衛
門
」
で
す
。
①
は
現

代
の
字
と
字
母
が
同
じ
「
ま
（
末
）」
で
す
。
②
は
「
は
（
者
）」、

③
は
「
し
（
志
）」
で
す
。
こ
ち
ら
も
髷ま
げ

が
蜂
に
な
っ
て
い
ま
す

ね
。
漢
字
で
書
く
と
熊く
ま

蜂ば
ち

刺さ
し

右え衛
門も
ん

で
し
ょ
う
か
、
蜂
の
攻
撃
が

刺
す
こ
と
か
ら
命
名
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
鋏
は
さ
み

之の

助す
け

の
仲
間
た
ち

は
、蛇へ
び（

蛇へ
び

市い
ち

）、荒あ
ら

布め
（
荒あ
ら

布め

入に
ゆ
う

道ど
う

）、包ほ
う

丁ち
よ
う（

包ほ
う

丁ち
よ
う

太た

郎ろ
う

）、卵
（
玉
子
）、

臼う
す

（
た
て
臼う
す
入
道
）、
杵き
ね

（
手て

杵き
ね
搗つ
き
右
衛
門
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
種

族
が
い
ま
す
。

 

問
題
3 　
さ
て
、
猿
へ
の
仕
返
し
の
時
間
で
す
。
鋏
之
助
の
家

に
や
っ
て
き
て
囲
炉
裏
に
あ
た
ろ
う
と
し
た
猿
に
、
玉
子
が
攻
撃

し
ま
す
。
①
は
先
に
出
て
来
た
「
か
（
可
）」、
②
は
「
た
（
多
）」、

③
も
前
に
出
た「
み（
三
）」で
す
。「
か
ね
て
た
く
み
し（
か
ね
て
）」

か
ら
、
前
も
っ
て
作
戦
を
立
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

そ
し
て
、「
た
ま
ご
」
が
ど
う
し
た
か
、
④
は
「
じ
（
志
）」、
⑤

は
「
ぶ
（
不
）」
で
、「
じ
ぶ
ん
の
よ
し
（
時
分
の
良
し
）」、
ち
ょ
う

ど
よ
い
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
こ
と
で
す
。
⑥
は「
は（
者
）」、⑦「
ね

（
年
）」、⑧
は
「
け
（
介
）」
で
、通
し
て
読
む
と
「
は
ね
つ
け
け
る
」

と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
玉
子
は
猿
が
い
ろ
り
の
火
に
当
た
ろ
う

と
し
た
好
機
に
、
爆
発
し
て
猿
に
攻
撃
し
た
わ
け
で
す
ね
。
現
代

で
も
電
子
レ
ン
ジ
に
「
卵
を
温
め
な
い
で
下
さ
い
」
と
注
意
書
き

が
あ
り
ま
す
ね
。
卵
の
性
質
を
踏
ま
え
て
猿
を
懲こ

ら
し
め
る
わ
け

で
す
。

 

問
題
4 　
そ
し
て
、
猿
へ
の
攻
撃
方
法
は
多
彩
で
す
。
熊
蜂
刺

右
衛
門
は
ど
の
よ
う
に
攻
撃
し
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
学
ん
だ

く
ず
し
字
に
も
あ
り
ま
す
が
、①
は
「
う
（
宇
）」、②
が
「
か
（
可
）」、

③
は
「
ね
（
祢
）」、
④
が
「
ば
（
者
）」
で
す
。「
さ
」
の
下
に
あ

る
記
号
は
初
め
て
見
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
前
の
文
字
を
繰
り

返
す
「
踊
り
字
」
と
い
う
記
号
で
す
。
漢
字
の
「
々
」
を
見
た
こ

と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
の
ひ
ら
が
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
と

考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
通
し
て
読
む
と
「
後
ろ
向

か
ね
ば
刺
さ
れ
ぬ
」、
要
は
刺
右
衛
門
は
ち
ょ
ん
ま
げ
が
蜂
の
形

を
し
て
い
る
の
で
、
後
ろ
向
き
に
な
ら
な
い
と
針
が
猿
に
刺
さ
ら

な
い
わ
け
で
す
。
な
か
な
か
滑
稽
な
攻
撃
で
す
ね
。

　
こ
の
昔
話
は
最
終
的
に
猿
が
懲
ら
し
め
ら
れ
て
話
を
閉
じ
ま
す

が
、
興
味
深
い
猿
へ
の
攻
撃
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

教
材
解
説

　
本
書
は
西に
し

村む
ら

重し
げ

長な
が

画
『
さ
る
か
に
合
戦
』
で
す
。
底
本
は
稀き

書し
ょ
複
製
会
叢
書
編
の
復
刻
本
（
米
山
堂
、
大
正
一
五
年
）
で
、
国
立

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
（https://dl.ndl.

go.jp/info:ndljp/pid/1183075

。DOI

：10.11501/1183075

）
さ

れ
て
い
ま
す
。
画
像
を
一
部
加
工
（
レ
イ
ア
ウ
ト
の
変
更
、
問
題
と

し
な
い
箇
所
を
削
除
）
し
ま
し
た
。

（
担
当
：
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
）



130131

中
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

天て
ん

智じ

天
皇

〈
上か

み

の
句く

… 

5
・
7
・
5
〉

秋あ
き

の
田た

の
か
り
ほ
の
庵い

ほ

の
苫と

ま

を
あ
ら
み＊

〈
下し

も

の
句く

… 

7
・
7
〉

わ
が
衣

こ
ろ
も

手で

は
露つ

ゆ

に
ぬ
れ
つ
つ

（
実み
の

り
の
秋あ
き

、
田た

ん
ぼ
の
近ち
か

く
に
あ
る
仮か
り

の
小こ

屋や

で
寝ね

ず
の
番ば
ん

を
し
て

い
た
ら
、
屋や

根ね

の
編あ

み
方か
た

が
粗あ
ら

い
の
で
、
そ
の
編あ

み
目め

か
ら
夜よ

露つ
ゆ

が
落お

ち
て
、
私
の
着き

物も
の

の
袖そ
で

は
濡ぬ

れ
て
い
る
よ
。）

＊
百ひ

ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

の
最さ

い

初し
ょ

の
歌う

た

。

【
元が

ん

祖そ

『
百

ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』】

●①

●②

●③

●④

●⑤

●⑥

A

例

●①

●②

●③

広ひ
ろ

ぶ
①

を

前ま
へ

②

お

酌し
や
く

例
は

手て

を

の
③

し

わ

が

衣こ
ろ
も

で

は

露つ
ゆ

に

ぬ

れ

つ

ゝ

④

⑤

天

例
八

爾
（
尓
）

奴

⑥

川

々
 

問
題
1 		

①
〜
③
の
く
ず
し
字じ

（
変へん
体たい
仮が
名な
）
を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

 

問
題
2 		

④
〜
⑥
の
く
ず
し
字じ

の
も
と
の
漢か

ん

字じ

（
字じ
母ぼ
）
を
プ
リ
ン
ト
か
ら
探さ

が

し
て
み
よ
う
。

↓
お
ど
り
字

例

●④

●⑤

●⑥
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中
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

式し
よ
く

子し

内な
い

親し
ん

王
の
う
＊

〈
上か

み

の
句く

… 

5
・
7
・
5
〉

玉
の
緒
よ
絶
え
ね
ば
絶
え
ね
な
が
ら
へ
ば

〈
下し

も

の
句く

… 

7
・
7
〉

し
の
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る

（
命い
の
ちよ
、
絶た

え
て
し
ま
う
な
ら
絶た

え
て
お
く
れ
。
こ
の
ま
ま
生い

き
た
な

ら
ば
、
恋こ

い

心ご
こ
ろを
こ
ら
え
る
気き

持も

ち
が
弱よ
わ

っ
て
し
ま
い
、
人ひ
と

目め

に
つ
く
よ

う
に
な
る
と
困こ

ま

る
か
ら
。）

＊
後ご

白し
ら

河か
わ

天て
ん

皇の
う

の
第だ

い

三さ
ん

皇こ
う

女じ
ょ

。
出し

ゅ

家っ
け

し
て
一い

っ

生し
ょ
う

独ど
く

身し
ん

を
通と

お

し
た
が
、
藤ふ

じ

原わ
ら
の

定さ
だ

家い
え

と
は
恋こ

い

仲な
か

だ
っ
た
と
も
伝つ

た

わ
る
。

【
元が

ん

祖そ

『
百

ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』】

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

●⑦

●⑧
●⑨

●⑩
●⑪

●⑫

●⑬

●⑭

●⑮

B

 

問
題
4 		

⑬
〜
⑮
の
く
ず
し
字じ

の
も
と
の
漢か

ん

字じ

（
字じ
母ぼ
）
を
プ
リ
ン
ト
か
ら
探さ

が

し
て
み
よ
う
。

た

ま
⑦

逢あ

ふ

の

の
⑩

⑪

け
⑫

ば

⑧
便

⑨
文

し

の

ぶ

る

事こ
と

の

よ

は

り

も

ぞ

す

る

⑬

乃

不
⑭

乃

与

八

利

毛

曽
⑮

（
⑭
）

 

問
題
3 		

⑦
〜
⑫
の
く
ず
し
字じ

（
変へん
体たい
仮が
名な
）
を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

●⑬

●⑭

●⑮

●⑦

●⑧

●⑨

●⑩

●⑪

●⑫
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
：
①
「
た
（
多
）」、
②
「
に
（
尓
）」、
③
「
ば
（
者
）」

問
題
2
：
④
「
王
」、
⑤
「
可
」、
⑥
「
連
」

問
題
3
：
⑦
「
に
（
尓
）」、
⑧
「
た
よ
り
（
多
与
利
）」、

 

⑨
「
ふ
み
（
不
三
）」、
⑩
「
な
（
奈
）」、

 

⑪
「
が
（
可
）」、
⑫
「
れ
（
連
）」

問
題
4
：
⑬
「
志
」、
⑭
「
留
」、
⑮
「
春
」

教
材
に
つ
い
て

ね 

ら 

い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
古
典
を
用
い
た
〈
遊
び
〉

に
つ
い
て
考
え
る
。

時
間
配
分
：
5
分
（『
百
人
一
首
』
の
説
明
）

 

　
15
分
（
問
題
1
・
2
）、
15
分
（
問
題
3
・
4
）

対
象
教
科
：
国
語
、
社
会
、
書
道

問
題
解
説

　
今
回
扱
っ
た
教
材
は
、
幕
末
の
嘉か

永え
い

五
年
（
一
八
五
二
）
一
〇

月
に
江
戸
で
刊
行
さ
れ
た
勧か
ん
善ぜ
ん
堂ど
う

春し
ゅ
ん
水す
い
著
『
教
き
ょ
う
歌か

道ど
う
化け

百ひ
ゃ
く
人に
ん
一い
っ

首し
ゅ

』（
中
ち
ゅ
う
本ほ
ん
一
冊
）
で
す
。

 

問
題
1 　
例
の
「
ハ
」
は
「
は
」
と
な
り
ま
す
。
字じ

母ぼ

は
「
八
」。

①
は
「
た
」
で
字
母
は
「
多
」。「
た
（
多
）」
は
く
ず
し
字
一
覧

表
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
ひ
ら
が
な
の
「
さ
」
の
横
線
が
な
い
よ

う
な
形
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
②
「
に
（
尓
）」
も
頻

出
の
く
ず
し
字
で
す
。
ひ
ら
が
な
の
「
ふ
」
と
間
違
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
の
で
す
が
、「
ふ
」
の
よ
う
に
一
画
目
が
右
下
に
書
か
れ
ず
、

左
下
に
書
く
と
こ
ろ
が
一
つ
の
特
徴
で
す
。
③
の
「
ば
」
は
「
者
」

が
字
母
の
「
は
」
に
濁
点
。
漢
文
の
授
業
で
「
者
」
を
「
は
」
と

読
む
こ
と
を
学
習
し
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 

問
題
2 　
④
の
字
母
は
「
王
」。
日
本
で
は
「
お
う
」
と
読
む

「
王
」
は
中
国
語
で
は
も
と
も
と
「
わ
ん
」
の
発
音
で
、
江
戸
時

代
で
も
ふ
り
が
な
は「
わ
う
」と
記
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、「
わ
」

と
読
ま
れ
ま
す
。
⑤
は
「
可
」。
小
さ
い
「
の
」
に
見
え
る
た
め
、

「
の
」
と
間
違
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
⑥

は
「
連
」、
こ
の
字
母
も
頻
出
し
ま
す
。

　
図
Ａ
の
歌
に
つ
い
て
、「
広
ぶ
た
」
は
広ひ
ろ

蓋ぶ
た

盆ぼ
ん

と
呼
ば
れ
る
浅

い
お
盆
で
、
料
理
な
ど
を
乗
せ
ま
す
。
そ
の
広
蓋
盆
を
前
に
し
て

お
酌
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
衣
の
袖
が
濡
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
歌
意
が
面
白
い
か
ど
う
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の
感
性
と
関
わ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
生
活
の
一
場
面
を
『
百
人
一
首
』
の
下
の

句
「
わ
が
衣
で
は
つ
ゆ
に
ぬ
れ
つ
つ
」
に
合
う
よ
う
に
、
上
の
句

を
詠
み
込
む
工
夫
が
見
え
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
古
典
の
『
百

人
一
首
』
を
生
活
の
一
部
に
取
り
入
れ
て
〈
遊
び
〉
を
楽
し
ん
で

い
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

 

問
題
3 　
⑦
は
先
述
の
②
と
同
じ
で
す
。
⑧
の
「
便
」
に
つ
く

ふ
り
が
な
は
「
た
よ
り
」
で
す
。「
た
（
多
）」
の
み
が
現
代
で
使

用
さ
れ
る
ひ
ら
が
な
の
字
母
と
異
な
り
ま
す
。
⑨
の
「
ふ
み
」
の

「
み
（
三
）」
は
現
代
の
カ
タ
カ
ナ
と
同
じ
字
母
で
す
。
⑩
の
「
な
」

は
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
字
母
は
同
じ
も
の
の
、
現
代
の
「
る
」
と

似
て
い
る
の
で
間
違
え
や
す
い
字
体
で
す
。
見
分
け
る
方
法
と
し

て
は
、
現
代
の
「
る
」
の
下
の
丸
い
部
分
が
大
き
く
書
か
れ
る
こ

と
が
多
い
で
す
。
⑪
は
先
述
の
⑤
と
同
じ
、
⑫
も
⑥
と
同
じ
く
ず

し
字
で
す
。

 

問
題
4 　
⑬
の
字
母
は
「
志
（
し
）」
で
す
。
こ
の
字
母
は
明
治

時
代
の
活
字
印
刷
本
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
⑭
は
現
代
の
ひ
ら
が
な

と
同
じ
字
母
の
「
留
」。
⑮
の
字
母
は
「
春
」。
現
代
日
本
語
で
は

「
し
ゅ
ん
」
と
読
み
ま
す
が
、
中
国
語
に
「
す
ん
」
の
音
が
あ
る

こ
と
か
ら
「
す
」
と
読
ま
れ
ま
す
。

　
図
Ｂ
に
は
、
派
手
な
笄
こ
う
が
いを
差
し
た
女
性
と
猫
が
描
か
れ
て
お
り
、

彼
女
は
遊
女
と
思
わ
れ
ま
す
。
歌
に
は
、
た
ま
に
し
か
来
な
い
想

い
人
か
ら
の
手
紙
が
長
い
た
め
、
堪
え
忍
ぶ
心
が
弱
っ
て
し
ま
う

と
い
う
気
持
ち
が
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
元
祖
の
和
歌
と
は
少
々
趣

が
異
な
る
江
戸
風
の
歌
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

教
材
解
説

　
『
百
人
一
首
』
は
現
代
で
も
教
科
書
や
カ
ル
タ
な
ど
を
通
し
て

親
し
ま
れ
る
古
典
文
学
で
す
が
、
日
本
で
最
も
広
く
読
ま
れ
、
数

多
く
出
版
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
で
し
た
。
今
回
扱
っ
た
『
教
歌

道
化
百
人
一
首
』（
底
本
は
三
宅
宏
幸
所
蔵
本
）
は
、『
百
人
一
首
』

の
上
の
句
を
当
世
風
の
狂
句
に
変
え
、
下
の
句
は
そ
の
ま
ま
生
か

し
、
面
白
お
か
し
い
教
訓
歌
に
仕
立
て
た
狂
歌
百
人
一
首
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
た
上
の
句
の
解
釈
を
考
え
る
際

に
、
下
の
句
が
解
答
者
の
手
が
か
り
と
な
り
ま
す
。
取
り
上
げ
た

二
首
は
、
小
学
校
三
〜
四
年
生
の
検
定
教
科
書
を
参
考
に
し
ま
し

た
の
で
、「
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
」
と
生
徒
の
反
応
が
返
っ
て
く

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
詳
細
は
「
く
ず
し
字
に
よ
る
古
典
教
育
の
試
み
（
4
）
―
教
科

書
教
材
と
し
て
の
『
百
人
一
首
』
か
ら
『
教
道
道
化
百
人
一
首
』

へ
―
」（
203
頁
に
書
誌
を
記
載
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

（
担
当
：
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
）
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

『
百

ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』
と
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

【
菱ひ

し

川か
わ

師も
ろ

宣の
ぶ

画が『
小お

倉ぐ
ら

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』】

＊
苫と

ま

…
茅か

や

な
ど
で
作つ

く

っ
た
、家い

え

を
覆お

お

っ
て
雨あ

め

露つ
ゆ

を
し
の
ぐ
た
め
の
も
の
。

●①

●②

●③

●④

●⑤

●⑥

　
　
　
　
　
　
　

天て
ん

智ち

天て
ん

皇わ
う

秋あ
き

の
田
の

　

か
り
ほ
の

庵い
ほ

の
苫と

ま
＊を

　
　

あ
ら
み

わ
か
こ
ろ
も
手
は

　

露つ
ゆ

に
ぬ
れ
つ
ゝ⑥

A

①

②

③

④

⑤

 

問
題
1 		

Ａ
の
下し

た

の
活か

つ

字じ

は
、
図ず

内な
い

の
く
ず
し
字じ

を
活か

つ

字じ

に
な
お
し
た
も
の
で
す
。
活か

つ

字じ

部ぶ

分ぶ
ん

の

傍ぼ
う

線せ
ん

部ぶ

①
〜
⑤
の
ひ
ら
が
な
の
「
字じ

母ぼ

」（
も
と
の
字じ
）
を
調し

ら

べ
て
、	

漢か
ん

字じ

で
書か

い
て
み
よ
う
。

 

問
題
2 		

傍ぼ
う

線せ
ん

部ぶ

⑥
の
記き

号ご
う

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表あ

ら
わ

し
て
い
る
か
、
説せ

つ

明め
い

し
て
み
よ
う
。

①

②

③

④

⑤
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

【
幽ゆ

う

双そ
う

庵あ
ん

著ち
ょ

『
犬い

ぬ

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』】

＊
て
ん
ほ
う
…
あ
る
説せ

つ

で
は
、「
伝
法
」
と
書か

き
、
で
た
ら
め
な
ふ
る

ま
い
を
す
る
人ひ

と

を
表あ

ら
わ

す
。

＊
終つ

い

に
…
「
つ
い
に
」
と
読よ

む
。

『
百

ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』
と
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

●①

●②
●③

　
　
　
　
　
　
　

鈍ど
ん

智ち

て
ん
ほ
う＊

あ
き
れ
た
の

　
　

か
れ
こ
れ

　
　
　
　
　
　

の
友
を

　
　
　
　
　
　

あ
つ
め　

我わ
が

だ
ま
し
手で

は　

　

終
に＊

し
れ
つ
ゝ

B

①

②

③

 

問
題
3 		

B
の
下し

た

の
活か

つ

字じ

は
、
図ず

内な
い

の
く
ず
し
字じ

を
活か

つ

字じ

に
な
お
し
た
も
の
で
す
。
活か

つ

字じ

部ぶ

分ぶ
ん

の

傍ぼ
う

線せ
ん

部ぶ

①
〜
③
の
ひ
ら
が
な
の
「
字じ

母ぼ

」（
も
と
の
字じ
）
を
調し

ら

べ
て
、	

漢か
ん

字じ

で
書か

い
て
み
よ
う
。

 

問
題
4 		

Ｂ
下か

部ぶ

の
挿さ

し

絵え

や
図ず

Ａ
の
和わ

歌か

を
参さ

ん

考こ
う

に
し
て
、
空く

う

欄ら
ん

に
当あ

て
は
め
る
の
に
最さ

い

適て
き

な
言こ

と

葉ば

を

	

書か

い
て
み
よ
う
。

①

②

③

の  

友

　
　
　

  

何
で
遊
ん
で
い
る
の
か
な
？　

挿さ
し

絵え

を
よ
く
見
て
み
よ
う
！

ヒ
ン
ト
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
（
括
弧
内
は
そ
の
ひ
ら
が
な
）：

 
①
本　
②
能　
③
越　
④
可　
⑤
爾

問
題
2
：
ひ
ら
が
な
の
同
じ
文
字
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
を
表

し
て
い
る
。

問
題
3
（
括
弧
内
は
そ
の
ひ
ら
が
な
）：

 

①
礼　
②
津　
③
志

問
題
4
：
い
ご
（
囲
碁
）

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
代
表
的
な
古
典
作
品
に
よ
っ
て
く
ず
し
字
に
つ
い
て
学

ぶ
。
ま
た
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
と
読
み
比
べ
て
み
る
こ
と

で
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
、
古
典
作
品
に
接
す
る
自
由

な
姿
勢
を
知
り
、
古
典
作
品
を
読
む
楽
し
さ
を
味
わ
う
。

時
間
配
分
：
図
Ａ
と
Ｂ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
順
番
に
解
答
す
る
。
古
語

辞
典
や
仮
名
字
典
（
く
ず
し
字
一
覧
）
な
ど
を
利
用
し

て
調
べ
な
が
ら
解
く
と
よ
い
。
解
答
時
間
10
分
ず
つ
と
、

解
説
で
ト
ー
タ
ル
50
分
。

問
題
解
説

　
小
学
生
や
中
学
生
で
も
触
れ
る
機
会
の
多
い
古
典
作
品
と
し
て

「
百
ひ
ゃ
く
人に
ん
一い
っ
首し
ゅ
」
を
扱
い
、
同
時
に
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
を
読
み
比
べ
る

こ
と
で
、
古
典
を
読
み
、
再
創
造
す
る
楽
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
を

ね
ら
い
と
し
て
作
成
し
ま
し
た
。

 

問
題
1 

や 

問
題
3 

は
、
ひ
ら
が
な
そ
の
も
の
を
答
え
る
の
で
は

な
く
、
ひ
ら
が
な
の
も
と
の
漢
字
（
字じ

母ぼ

）
を
く
ず
し
字
の
形
か

ら
推
測
し
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
出
題
し
た
字
は
、

い
ず
れ
も
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
は
異
な
る
字
母
で
、
か
つ
頻
出
の

字
を
選
ん
で
み
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、問
題
1
の
②「
の
」は「
能
」

を
く
ず
し
た
字
で
す
が
、
初
句
「
秋
の
田
の
」
の
二
つ
の
「
の
」

は
両
者
と
も
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
「
乃
」
を
く
ず
し
た
字
で

す
。
形
の
上
で
は
、
右
下
の
払
い
の
部
分
が
逆
向
き
に
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
が
見
分
け
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う

に
同
じ
ひ
ら
が
な
で
も
字
母
が
違
う
と
形
が
変
わ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
中
に
は
同
じ
字
母
で
あ
っ
て
も
形
が
微
妙
に
違
う

も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
と
に
か
く
字
母
を
意
識
し
て
形
に
慣
れ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
く
ず
し
字
一
覧
な
ど
を
生
徒
に
配
布
し
て
、

字
母
を
く
ず
し
た
字
体
を
比
較
さ
せ
な
が
ら
字
の
く
ず
し
方
に
慣

れ
て
行
く
と
い
う
地
道
な
作
業
の
繰
り
返
し
が
中
級
者
へ
の
早
道

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
時
間
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
書
写
や
書
道
の

時
間
な
ど
を
利
用
し
て
、
筆
を
使
っ
て
実
際
の
く
ず
し
字
を
書
い

て
み
て
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
作
業
は
、
問
題
や
資
料
が
配

布
、
書
き
込
み
自
由
な
ア
プ
リ
を
利
用
す
れ
ば
、
生
徒
の
持
つ
、

ペ
ン
入
力
可
能
な
端
末
で
も
行
え
る
と
思
い
ま
す
。

 

問
題
2 

は
、
繰
り
返
し
記
号
を
見
分
け
る
練
習
で
す
。
繰
り
返

し
記
号
は「
踊
り
字
」と
い
い
ま
す
が
、ひ
ら
が
な
の
踊
り
字（
ゝ
）

や
、
漢
字
の
踊
り
字
（
々
）、
二
字
以
上
の
繰
り
返
し
（
〳
〵
）
が

あ
り
ま
す
。
同
時
に
教
え
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

 

問
題
4 

は
、
や
や
難
度
の
高
い
問
題
で
す
。
図
Ａ
の
「
百
人
一

首
」
と
比
較
す
る
と
、
該
当
部
分
の
文
字
数
は
二
文
字
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
の
で
、
図
Ｂ
空
欄
直
後
の
「
の
友
を
あ
つ
め
」

と
い
う
部
分
か
ら
、
挿
絵
も
参
考
に
し
て
類
推
さ
せ
て
み
ま
し
ょ

う
。
挿
絵
は
、
男
た
ち
が
碁
盤
を
囲
ん
で
い
る
図
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
け
ば
答
え
ら
れ
ま
す
。

教
材
解
説

　
図
Ａ
は
『
百
人
一
首
』
で
、
引
用
は
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
、
延え
ん

宝ぽ
う

八
年
（
一
六
八
〇
）
に
出
版

さ
れ
た
菱ひ
し

川か
わ

師も
ろ

宣の
ぶ

画
と
さ
れ
る
本
を
利
用
し
ま
し
た
（https://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541162

）。
和
歌
は
、
秋
の
田
の
、

仮
に
作
っ
た
小
屋
の
覆
い
の
編
み
目
が
粗
い
の
で
、

私
の
袖
は
露
に
ぬ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。

　

図
Ｂ
は
『
犬い
ぬ

百ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』
で
、
引
用
は
国
立

国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
、
寛か
ん

文ぶ
ん

九

年
（
一
六
六
九
）
に
出
版
さ
れ
た
本
を
利
用
し
ま
し
た
（https://

dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/932185

）。
狂
き
ょ
う

歌か（
滑
稽
な
内
容
の
和
歌
）

は
、
知
力
の
鈍
い
な
ら
ず
者
が
、
囲
碁
で
友
を
だ
ま
し
て
勝
と
う

と
し
ま
す
が
、
知
力
が
鈍
い
ゆ
え
に
、
そ
の
手
口

が
挙
句
の
果
て
に
ば
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
意

味
で
す
。

　
授
業
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
を
同
時
に
扱
う
こ
と
で
、
よ
く
知
ら
れ
た

百
人
一
首
を
題
材
に
し
て
、
言
葉
を
た
く
み
に
置
き
替
え
な
が
ら

新
し
い
歌
を
作
っ
て
楽
し
も
う
と
す
る
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
自

由
な
発
想
力
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
（
担
当
：
加
藤
十
握
）
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中
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

「
天て

ん

徳と
く

内だ
い
り裏

歌う
た

合あ
わ
せ」

の
和
歌
を
読
ん
で
み
よ
う
！
①

歌う
た

合あ
わ
せと

は
？

　

歌か

人じ
ん

が
左さ

右ゆ
う

二ふ
た

組く
み

に
分わ

か
れ
、

同お
な

じ
題だ
い

で
詠よ

ん
だ
和わ

歌か

の
優ゆ
う

劣れ
つ

を

競き
そ

う
遊あ
そ

び
で
す
。
ひ
ら
が
な
が
普ふ

及き
ゅ
うし

、
和わ

歌か

が
盛さ
か

ん
に
詠よ

ま
れ
る

よ
う
に
な
り
、
貴き

族ぞ
く

の
間あ
い
だ
で
流
り
ゅ
う

行こ
う

し
ま
し
た
。

　

こ
の
和わ

歌か

は
村む
ら

上か
み

天て
ん

皇の
う

の
時じ

代だ
い

、

天て
ん

徳と
く

四よ

年ね
ん

（
九
六
〇
）
に
、
内だ
い
り裏

（
天て

ん

皇の
う

の
住
じ
ゅ
う

居き
ょ

、
御ご

所し
ょ

）
の
歌
合
で

詠よ

ま
れ
ま
し
た
。

 

問
題
1 	
A
の
空く

う

欄ら
ん

の
く
ず
し
字じ

を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

●①

●②
●③

●④

A 

平
た
ひ
ら
の

兼か
ね

盛も
り

し
の
ぶ＊

れ
ど
色＊

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

我わ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

は

　

も
の
や

　
　

人
の
と
ふ＊

＊
し
の
ぶ
…
隠か

く

れ
る
。　
　

＊
色い

ろ

…
顔か

お

色い
ろ

、
表

ひ
ょ
う

情じ
ょ
う。　

　

＊
問と

ふ
（
問と

う
）
…
尋た

ず

ね
る
、
質し

つ

問も
ん

す
る
。

①

②
④

③

★
こ
の
和わ

歌か

を
読
ん
で
、
わ
か
っ
た

こ
と
を
メ
モ
し
ま
し
ょ
う
！

★
和わ

歌か

の
お
題
は
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中
級
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組　

 
 

番

名前

点

「
天て

ん

徳と
く

内だ
い
り裏

歌う
た

合あ
わ
せ」

の
和
歌
を
読
ん
で
み
よ
う
！
②

 

問
題
2 	
B
の
空く

う

欄ら
ん

の
く
ず
し
字じ

を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

●①

●②●③

B

歌う
た

合あ
わ
せと
は
？

　

歌か

人じ
ん

が
左さ

右ゆ
う

二ふ
た

組く
み

に
分わ

か
れ
、

同お
な

じ
題だ
い

で
詠よ

ん
だ
和わ

歌か

の
優ゆ
う

劣れ
つ

を

競き
そ

う
遊あ
そ

び
で
す
。
ひ
ら
が
な
が
普ふ

及き
ゅ
うし
、
和わ

歌か

が
盛さ
か

ん
に
詠よ

ま
れ
る

よ
う
に
な
り
、
貴き

族ぞ
く

の
間あ
い
だ

で
流
り
ゅ
う

行こ
う

し
ま
し
た
。

　

こ
の
和わ

歌か

は
村む
ら

上か
み

天て
ん

皇の
う

の
時じ

代だ
い

、

天て
ん

徳と
く

四よ

年ね
ん

（
九
六
〇
）
に
、
内だ
い
り裏

（
天て

ん

皇の
う

の
住
じ
ゅ
う

居き
ょ

、
御ご

所し
ょ

）
の
歌
合
で

詠よ

ま
れ
ま
し
た
。

　

壬み

生ふ
の

忠た
だ

見み

　
　
　
　
　
　

 

て
ふ＊

吾

　
　
　
　
　
　
　
　

な
は

ま
だ
き＊

人
　

お
も
ひ
そ
め＊

し
が

①

＊
て
ふ
…
～
と
い
う
。

＊
ま
だ
き
…
ま
だ
そ
の
時じ

期き

で
は
な
い
。
早は

や

い
。

＊
お
も
ひ
そ
め
…
思お

も

い
は
じ
め
る

②③

★
こ
の
和わ

歌か

を
読
ん
で
、
わ
か
っ
た

こ
と
を
メ
モ
し
ま
し
ょ
う
！

★
和わ

歌か

の
お
題
は
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教えるための手引き

解
答

問
題
1　
＊
括
弧
内
は
字
母

 
①
い
で
に
け
り
（
以
帝
爾
介
利
）
②
こ
ひ
（
己
比
）　

 
③
お
も
ふ
と
（
於
毛
不
止
）
④
ま
で
（
末
天
）

 

☆
和
歌
の
お
題　
「
し
の
ぶ
恋
」

問
題
2　
＊
括
弧
内
は
字
母

 

①
こ
ひ
す
（
己
比
寸
）
②
た
ち
に
け
り
（
太
知
爾
介
利
）

 

③
し
れ
ず
こ
そ
（
之
禮
春
己
曽
）

 

☆
和
歌
の
お
題　
「
忍
ぶ
恋
」

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
の
学
習
を
通
し
て
、
文
字
や
言
葉
の
変
化
と

平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
和
歌
の
在
り
方
を
理
解
す
る
。

時
間
配
分
：
説
明
5
分
、
解
く
時
間
15
分
、
解
答
解
説
5
分　
　

計
20
分

対
象
教
科
：
国
語
・
社
会
・
書
道

○
使
い
方
（
1
ま
た
は
2
の
方
法
で
使
用
し
ま
す
）

1　
問
題
1
ま
た
は
2
を
単
独
の
教
材
と
し
て
使
用
し
ま
す
。
使

用
し
な
か
っ
た
方
の
和
歌
は
教
員
が
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

2　
ペ
ア
ワ
ー
ク
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
問
題
1
・
2
を
そ

れ
ぞ
れ
解
き
ま
す
。
問
題
1
と
2
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
解
釈

か
ら
、
こ
の
対
決
の
お
題
を
探
り
ま
す
。

＊
時
間
が
あ
る
場
合
は
調
べ
学
習
を
し
ま
す
。

問
題
解
説

　
今
回
使
用
し
た
二
題
は
、「
天
徳
内
裏
歌
合
」
に
お
い
て
平
た
い
ら

兼
の
か
ね

盛も
り
と
壬み

生ぶ
の
忠た
だ
見み

が
詠
ん
だ
歌
で
、
名
勝
負
と
し
て
後
世
に
語
り
継

が
れ
て
い
ま
す
。
双
方
共
に
素
晴
ら
し
い
歌
で
、
な
か
な
か
決
着

が
つ
か
ず
、
村
上
天
皇
（
第
62
代
天
皇
・
在
位
九
四
六
〜
九
六
七
）
に

判
断
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、「
し
の
ぶ
れ
ど
」
と
口
ず
さ
ん
だ
こ
と

か
ら
、
兼
盛
が
勝
ち
ま
し
た
。『
沙し
ゃ

石せ
き

集し
ゅ
う』（

鎌
倉
・
説
話
・
無む

住
じ
ゅ
う

道ど
う
暁ぎ
ょ
う）
に
よ
る
と
、
負
け
た
忠
見
は
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り
、
心
を

病
み
、「
不
食
の
病
」（
拒
食
症
）
に
な
っ
て
、
亡
く
な
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、『
袋
ふ
く
ろ
草ぞ
う
子し

』（
平
安
・
歌
論
・
藤ふ
じ

原わ
ら
の

清き
よ

輔す
け

）

や
『
忠
見
集
』
か
ら
、『
沙
石
集
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
、
忠
見
は
そ
の
後
も
生
き
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ

の
あ
た
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
調
べ
学
習
に
取
り
入
れ
て
み
て
く
だ

さ
い
。

　
本
来
、
歌
合
は
お
題
に
対
し
て
和
歌
を
詠
む
も
の
で
す
が
、
今

回
は
、
和
歌
の
内
容
か
ら
ど
ん
な
お
題
で
競
っ
た
の
か
推
理
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

 

問
題
1 　
「
百
ひ
ゃ
く
人に
ん
一い
っ
首し
ゅ
」
40
番
の
和
歌
で
す
。（
所
載
歌
集
『
拾
し
ゅ
う
遺い

集し
ゅ
う』
恋
一　
六
二
二
）
作
者
は
平
兼
盛
で
す
。

　
①
「
い
」
は
現
在
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
形
で
「
以
」
か
ら
き
て

い
ま
す
。「
で
」
は
「
帝
」
に
濁
点
が
つ
い
た
も
の
、「
に
」
は
「
爾
」、

「
け
」
は
「
介
」、「
り
」
は
「
利
」
で
す
。「
い
づ
」
は
ダ
行
下
二

段
動
詞
「
出
づ
」（
出
る
）
で
「
に
け
り
」
は
「
〜
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
意
味
な
の
で
、「
顔
（
色
）
に
出
て
し
ま
っ
た
」と
訳
し
ま
す
。

「
色
」
と
は
、
現
代
と
同
じ
色
彩
に
関
す
る
意
味
だ
け
で
は
な
く
、

色
彩
の
美
し
さ
か
ら
転
じ
て
、
人
の
容
姿
・
容
貌
の
美
し
さ
、
人

の
内
面
が
表
れ
る
表
情
、
自
然
の
気
配
を
表
現
す
る
の
に
も
使
わ

れ
ま
し
た
。
特
に
、「
色
に
出
づ
」
は
、
恋
の
思
い
が
表
情
に
表

れ
る
場
合
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
表
現
で
す
。

　
②
「
こ
」
は
「
己
」、「
ひ
」
は
「
比
」
で
「
こ
ひ
（
恋
）」
を

指
し
ま
す
。
な
お
、「
恋
」
は
恋
愛
に
関
す
る
意
味
以
外
に
も
、

目
の
前
に
な
い
モ
ノ
を
求
め
て
、
慕
う
気
持
ち
を
表
し
ま
す
。

　
③
「
お
も
ふ
」
は
現
在
の
ひ
ら
が
な
に
近
い
形
で
、「
於
毛
不
」

で
す
。
直
前
の
「
や
」
が
疑
問
の
係
助
詞
で
「
思
ふ
」
が
連
体
形

の
係
り
結
び
と
な
り
、「（
恋
の
）
も
の
思
い
を
し
て
い
る
の
か
？
」

と
な
り
ま
す
。「
と
」
は
「
止
」
で
す
。

　
ハ
行
四
段
動
詞
「
思
ふ
」
は
、
恋
愛
表
現
の
場
合
、
愛
情
を
誓

う
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
神
仏
に
誓
っ
て
愛

す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
④
「
ま
」
は
「
末
」、「
で
」
は
「
天
」
に
濁
点
が
つ
い
た
も
の

で
す
。「
人
が
尋
ね
る
（
質
問
す
る
）
ま
で
」
と
な
り
ま
す
。

　
和
歌
全
体
を
活
字
に
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

し
の
ぶ
れ
ど　

色
に
い
で
に
け
り　

我
が
こ
ひ
（
恋
）
は　

も
の
や
お
も
ふ
（
思
ふ
）
と　
人
の
と
ふ
（
問
ふ
）
ま
で

訳　
隠
し
て
い
て
も
、顔
に
出
て
し
ま
っ
た
。私
の
恋
は
、「
恋

の
物
思
い
を
し
て
い
る
？
」
と
人
が
尋
ね
る
ほ
ど
に
。

表
現　
二
句
切
れ
・
倒
置
法

　
隠
し
て
い
た
は
ず
の
恋
。
し
か
し
、
他
の
人
か
ら
私
を
見
る
と
、

「
ど
う
し
た
の
？
」
と
尋
ね
ら
れ
る
よ
う
な
顔
色
を
し
て
い
た
ん

だ
。
と
会
話
的
要
素
と
客
観
的
要
素
を
両
方
読
み
込
ん
だ
作
品
で

す
。「
し
の
ぶ
れ
ど
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、「
隠
し
て
い
た
恋
」
＝

「
忍
ぶ
恋
」
が
お
題
だ
と
わ
か
り
ま
す
。

 

問
題
2 　
「
百
人
一
首
」41
番
の
和
歌
で
す
。（
所
載
歌
集『
拾
遺
集
』

恋
一　
六
二
一
）
作
者
は
壬
生
忠
見
で
す
。
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教えるための手引き
　
①
「
こ
」
は
「
己
」、「
ひ
」
は
「
比
」、「
す
」
は
「
寸
」
で
す
。

「
こ
ひ
（
恋
）」
を
「
す
（
し
て
い
る
）」
と
い
う
意
味
で
す
。　
　

　
②
「
ま
」
は
「
末
」、「
だ
」
は
「
多
」
に
濁
点
が
つ
い
て
い
ま
す
。

「
き
」
は
「
幾
」
で
す
。「
ま
だ
き
」
と
は
、「
早
く
も
（
ま
だ
そ
の

時
期
に
達
し
て
い
な
い
」と
い
う
意
味
の
副
詞
で
す
。「
た
」は「
太
」、「
ち
」

は
「
知
」、「
に
」
は
「
爾
」
で
、「
た
ち
（
立
ち
）」
で
、
直
後
の
「
に

け
り
」
が
「
〜
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、「（
噂
が
）

立
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
し
ま
す
。

　
③
「
し
」
は
「
之
」、「
れ
」
は
「
禮
」、「
ず
」
は
「
春
」
に
濁

点
が
つ
き
ま
す
。
こ
こ
で
の「
知
る
」（
ラ
行
下
二
段
動
詞
）は「
知
っ

て
い
る
」
で
は
な
く
、「
知
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、「
ず
」

と
い
う
打
消
の
助
動
詞（
〜
な
い
）が
つ
く
の
で
、「
知
ら
れ
な
い（
よ

う
に
）」
と
な
り
ま
す
。「
こ
そ
」
は
現
在
の
ひ
ら
が
な
と
ほ
ぼ
同

じ
形
で
、「
己
曽
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
こ
そ
…
已
然
形
」

で
係
り
結
び
に
な
っ
て
い
て
、
逆
説
（
〜
け
れ
ど
）
で
訳
し
ま
す
。

和
歌
全
体
を
活
字
に
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
ひ
（
恋
）
す
て
ふ　
吾
な
は
ま
だ
き　
た
ち
に
け
り　
人

し
（
知
）
れ
ず
こ
そ　
お
も
ひ
そ
め
（
思
ひ
初
め
）
＊
し
が
（
し

か
）　
＊
教
材
は
「
し
が
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

訳　
恋
を
し
て
い
る
と
い
う
噂
が
早
く
も
立
っ
て
し
ま
っ
た
。

人
知
れ
ず
思
い
初
め
た
ば
か
り
な
の
に
。

表
現　
三
句
切
れ
・
倒
置
法

　
他
の
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
は
ず
の
ひ
そ
か
な
私

の
恋
が
、
な
ぜ
か
人
の
噂う
わ
さに

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
隠
し
て
い

た
は
ず
な
の
に
、
他
の
人
に
ば
れ
た
驚
き
や
戸
惑
い
が
感
じ
ら
れ

ま
す
。
平
兼
盛
の
和
歌
の
よ
う
に
、
お
題
に
直
結
す
る
言
葉
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、「
隠
し
て
い
た
恋
」
＝
「
忍
ぶ
恋
」
が
お
題
で
あ

る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

使
用
教
材

　
『
百
人
一
首
抄
』
は
文ぶ
ん
政せ
い
二
年
（
一
八
一
九
）
に
江
戸
時
代
後
期

の
国
学
者
で
、
歌
学
者
で
あ
る
長な
が
野の

美み

波は

留る

に
よ
っ
て
書
か
れ
ま

し
た
。
上
段
に
三
十
六
歌
仙
と
年
中
行
事
、
下
段
に
百
人
一
首
抄

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
歌
仙
絵
や
歌
、
歌
意
、
出
典
な
ど
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
の
作
品
で
す
の
で
、
く
ず
し
字

も
比
較
的
読
み
や
す
く
、
初
級
教
材
と
し
て
お
す
す
め
で
す
。
底

本
は
「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
」
で
公
開
。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/2538626　
　
　
　
　
　
　
（
担
当
：
岩
崎
彩
香
）

『百人一首抄』平兼盛・壬生忠見の歌が掲載されているページ（国立国会図書館デジタルコレクション）

『百人一首抄』表紙（国立国会図書館デジタ
ルコレクション）
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番

名前

点

小こ

袖そ
で

雛ひ
な

形が
た

本ぼ
ん

を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

 

問
題
1 		
Ａ
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

小こ

袖そ
で

雛ひ
な

形が
た

本ぼ
ん

と
は
、
江え

戸ど

時じ

代だ
い

の
小こ

袖そ
で

（
現げ
ん

在ざ
い

の
「
き
も
の
」
の
も
と
に

な
っ
た
衣い

服ふ
く

）
の
図ず

案あ
ん

集し
ゅ
うで
す
。
当と
う

時じ

の
人ひ
と

が
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ッ
ク
」

と
し
て
眺な
が

め
て
楽た
の

し
ん
だ
り
、
小こ

袖そ
で

を
作つ
く

る
際さ
い

に
図ず

案あ
ん

製せ
い

作さ
く

の
参さ
ん

考こ
う

に
し

た
り
し
ま
し
た
。

＊
ぢ
…
小こ

袖そ
で

の
地じ

色い
ろ

。「
ぢ
」
の
次つ

ぎ

に
は
色い

ろ

名め
い

が
書か

か
れ
、

こ
の
小こ

袖そ
で

の
下し

た

地じ

を
何な

に

色い
ろ

に
染そ

め
る
の
か
を
指し

示じ

し

て
い
る
。「
地じ

」
と
漢か

ん

字じ

で
書か

か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

＊
白
…
こ
の
小こ

袖そ
で

は
二に

色し
ょ
くの

染そ

め
分わ

け
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
の
一い

っ

色し
ょ
くは

白し
ろ

が
指し

定て
い

さ
れ
て
い
る
。

＊
の
…
も
と
の
字じ

は
「
能
」。（
現げ

ん

代だ
い

の
「
の
」
は
「
乃
」）。

＊
も
や
う
…
「
模も

よ
う様

」
の
こ
と
。

ぢ＊

白＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

の＊

も＊

や
う

①

②

   

●①●②

A

 

問
題
2 		

B
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

ぢ＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の＊

も＊

や
う

③

④

＊
ぢ
…
問も

ん

題だ
い

１
に
同お

な

じ
。

＊
の
…
問も

ん

題だ
い

１
に
同お

な

じ
。

＊
も
や
う
…
問も

ん

題だ
い

１
に
同お

な

じ
。

●③●④

B

　
　
　

  

②
に
は
漢か
ん

字じ

が
一ひ
と

文も

字じ

入は
い

っ
て
い
る
よ
！

ヒ
ン
ト

　
　
　

  

④
に
は
漢か
ん

字じ

が
一ひ
と

文も

字じ

入は
い

っ
て
い
る
よ
！

ヒ
ン
ト
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

 

問
題
3 		
Ａ
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

小こ

袖そ
で

雛ひ
な

形が
た

本ぼ
ん

を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

ぢ＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   
の＊

も＊

や
う

①

②

＊
ぢ
…
小こ

袖そ
で

の
地じ

色い
ろ

。「
ぢ
」
の
次つ

ぎ

に
は
色い

ろ

名め
い

が
書か

か

れ
、
こ
の
小こ

袖そ
で

の
下し

た

地じ

を
何な

に

色い
ろ

に
染そ

め
る
の
か
を

指し

示じ

し
て
い
る
。「
地じ

」
と
漢か

ん

字じ

で
書か

か
れ
る
こ
と

も
あ
る
。

＊
の
…
も
と
の
字じ

は「
能
」。（
現げ

ん

代だ
い

の「
の
」は「
乃
」）。

＊
も
や
う
…
「
模も

よ
う様

」
の
こ
と
。

小こ

袖そ
で

雛ひ
な

形が
た

本ぼ
ん

と
は
、
江え

戸ど

時じ

代だ
い

の
小こ

袖そ
で

（
現げ
ん

在ざ
い

の
「
き
も
の
」
の
も
と
に

な
っ
た
衣い

服ふ
く

）
の
図ず

案あ
ん

集し
ゅ
うで

す
。
当と
う

時じ

の
人ひ
と

が
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ブ
ッ
ク
」

と
し
て
眺な
が

め
て
楽た
の

し
ん
だ
り
、
小こ

袖そ
で

を
作つ
く

る
際さ
い

に
図ず

案あ
ん

製せ
い

作さ
く

の
参さ
ん

考こ
う

に
し

た
り
し
ま
し
た
。

●①●②

C

 

問
題
4 		

B
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

地＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の＊

も＊

や
う

③

④

＊
地じ

…
問も

ん

題だ
い

3
に
同お

な

じ
。

＊
の
…
問も

ん

題だ
い

3
に
同お

な

じ
。

＊
も
や
う
…
問も

ん

題だ
い

3
に
同お

な

じ
。

●③●④

D

　
　
　

  

②
に
は
漢か
ん

字じ

が
三さ
ん

文も

字じ

入は
い

っ
て
い
る
よ
！

ヒ
ン
ト

　
　
　

  

④
に
は
漢か
ん

字じ

が
一ひ
と

文も

字じ

入は
い

っ
て
い
る
よ
！

ヒ
ン
ト
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
：
①
「
あ
さ
き
（
安
左
幾
）」

 
②
「
な
す
の
よ
（
奈
寸
能
与
）
一
」

問
題
2
：
①
「
み
る
ち
や
（
美
留
知
也
）」

 

②
「
た
つ
た
（
堂
川
多
）
川
」

問
題
3
：
①
「
う
こ
ん
（
宇
己
兂
）」

 

②
「
井
つ
ゝ
の
（
川
ゝ
乃
）
文
字
」

問
題
4
：
①
「
あ
さ
き
（
安
左
幾
）」

 

②
「
か
ま
き
り
（
可
満
幾
利
）
山
」

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
当
時
の
庶
民
の
衣
服
と
、

生
活
文
化
や
古
典
と
の
関
係
を
知
る
。

時
間
配
分：ト
ー
タ
ル
25
分
、
授
業
時
間
5
分
（
く
ず
し
字
の
説
明
）、

問
題
を
解
く
時
間
20
分
（
問
題
1
・
2
）

対
象
教
材
：
国
語
、
書
写
・
書
道
、
社
会
、
家
庭
（
被
服
）

問
題
解
説

　
今
回
扱
っ
た
問
題
は
、
江
戸
時
代
の
小こ

袖そ
で
雛ひ
な
形が
た
本ぼ
ん
で
す
。
小
袖

と
は
、
現
代
の
「
き
も
の
」
の
も
と
と
な
っ
た
衣
服
で
す
。
そ
の

小
袖
の
図
案
集
で
あ
る
小
袖
雛
形
本
は
、
当
時
の
人
々
が
、
現
代

人
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
を
眺
め
る
よ
う
に
楽
し
ん
だ
り
、
小
袖
図

案
製
作
の
参
考
資
料
と
し
て
活
用
し
た
り
し
た
「
ス
タ
イ
ル
ブ
ッ

ク
」
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
一
七
世
紀
半
ば
か
ら
一
九
世
紀
前

半
の
約
一
五
〇
年
間
に
、
お
よ
そ
一
七
〇
〜
一
八
〇
種
刊
行
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
匠
を
凝
ら
し
た
小
袖
の
雛
形
図
が
描

か
れ
て
お
り
、
空
白
欄
に
は
色
や
工
法
、
ま
た
描
か
れ
た
模
様

に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
寛か
ん

文ぶ
ん

七
年

（
一
六
六
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
新し
ん
撰せ
ん
御お

ひ
い
な
が
た
』
か
ら
、
小

袖
図
右
下
に
地
色
、
左
下
に
模
様
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
を
問

題
と
し
て
選
び
ま
し
た
。

発
展
学
習

① 

地
色
に
指
定
さ
れ
て
い
る
色
に
つ
い
て
調
べ
る
。

② 

図
案
の
題
材
に
つ
い
て
調
べ
る
。

 

問
題
1 　
「
ぢ
」
と
は
地
色
を
指
し
、
こ
の
小
袖
は
白
と
、
①

の
正
解
「
あ
さ
き
」
の
二
色
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
く
ず
し
字

で
は
濁
音
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、「
あ
さ
き
」
は

「
浅あ
さ

葱ぎ

」
色
の
こ
と
で
す
。
浅
葱
と
は
、
淡
く
緑
み
が
か
っ
た
青

色
で
、
新
撰
組
の
羽
織
の
色
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
使
用
さ

れ
て
い
る
文
字
は
、「
あ
」
は
「
安
」、「
さ
」
は
「
左
」、「
き
」

は
「
幾
」
と
、
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
を
も
と
に
し
て
お

り
、
ほ
ぼ
今
の
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
読
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

②
は
「
な
す
の
よ
一
」
が
正
解
で
す
。「
す
」
と
「
よ
」
は
普
段

使
用
し
て
い
る
ひ
ら
が
な
と
同
じ
「
寸
」
と
「
与
」
が
も
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。「
な
」
も
現
代
と
同
じ
「
奈
」
を
く
ず
し
て
い
ま
す
が
、

一
画
目
か
ら
最
後
ま
で
が
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
少
し
わ
か
り

づ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
の
」
の
字
母
は
「
能
」
で
す
（
現
代

の
字
は「
乃
」が
も
と
で
す
）。
全
体
を
続
け
て
読
む
と
、「
地
白
浅
葱
」

「
那な

須す
の

与よ

一い
ち
の
模
様
」
と
な
り
ま
す
。
図
案
と
照
ら
し
合
わ
せ
る

と
、
無
地
の
部
分
を
白
、
波
の
部
分
を
青
色
系
の
浅
葱
で
染
め
る

こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
那
須
与
一
は
『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』

に
も
登
場
す
る
弓
の
名
手
で
す
。
こ
の
図
案
は
、
屋や

島し
ま

の

合か
っ
戦せ
ん
で
、
平
家
側
が
竿さ
お
の
先
に
立
て
た
扇
を
射
落
と
す
よ
う
に
挑

発
し
た
の
に
対
し
、
源
氏
側
の
那
須
与
一
が
そ
れ
を
見
事
に
射
落

と
し
た
場
面
を
描
い
て
い
ま
す
。
矢
が
当
た
り
、
は
ら
は
ら
と
波

間
に
落
ち
る
扇
が
大
胆
に
描
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
版は
ん

本ぽ
ん

が
普
及
し
、

こ
の
雛
形
本
が
刊
行
さ
れ
た
十
七
世
紀
後
半
ご
ろ
に
は
庶
民
の
間

で
も
『
平
家
物
語
』
が
読
ま
れ
、
こ
の
図
か
ら
そ
れ
を
類
推
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

 

問
題
2 　
問
題
1
同
様
、
こ
の
小
袖
の
地
色
は
③
の
正
解
「
み

る
ち
や
」
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
み
る
ち
や
」
は
「
海み

松る

茶ち
ゃ
」

色
の
こ
と
で
、
褐
色
が
か
っ
た
海
藻
の
海
松
の
様
な
色
（
茶
色
味

を
帯
び
た
深
緑
）
で
す
。
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
は
、「
み
」は
「
美
」、

「
る
」
は
「
留
」、「
ち
」
は
「
知
」、「
や
」
は
「
也
」
と
、
す
べ

て
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。
④
は

「
た
つ
た
川
」
が
正
解
で
す
。「
た
つ
た
」
と
二
回
「
た
」
が
出
て

き
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
文
字
が
違
い
ま
す
ね
。
最
初
の
「
た
」
は

「
堂
」、
次
は
「
多
」
を
く
ず
し
た
も
の
で
す
。
現
在
の
「
た
」
は

「
太
」
を
く
ず
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
「
堂
」「
多
」
を
く
ず
し

た
文
字
も
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。「
つ
」
は
「
川
」
を
く
ず
し
た
も

の
で
す
が
、
現
在
使
用
し
て
い
る
ひ
ら
が
な
も
、
こ
の
「
川
」
が

さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
た
文
字
と
な
り
ま
す
。「
た
つ
た
川
」
と
は
、

紅
葉
の
名
所
と
知
ら
れ
る
奈
良
県
生い

駒こ
ま
山
地
を
流
れ
る
竜た
つ
田た

川が
わ
の

こ
と
で
、
歌
枕
と
し
て
数
々
の
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
流
水

に
流
さ
れ
る
紅
葉
の
図
か
ら
、
庶
民
で
も
竜
田
川
を
想
起
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。

 

問
題
3 　
「
ぢ
」
と
は
地
色
を
指
し
、
こ
の
小
袖
の
「
地
色
」
は
、

①
の
正
解
「
う
こ
ん
」
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
う
こ
ん
」
色
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教えるための手引き

と
は
赤
み
の
あ
る
鮮
や
か
な
黄
色
の
こ
と
で
、「
鬱
金
」
と
書
き

ま
す
。鬱
金
は
シ
ョ
ウ
ガ
科
の
多
年
草
で
、現
代
で
も
タ
ー
メ
リ
ッ

ク
と
い
う
名
で
カ
レ
ー
粉
な
ど
の
色
付
け
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
は
、「
う
」
は
「
宇
」、「
こ
」
は
「
己
」、「
ん
」

は
「
兂
」
と
、
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
を
も
と
に
し
て
い

る
ま
す
。
②
は
「
井
つ
ゝ
の
文
字
」が
正
解
で
す
。「
つ
」は
「
川
」

で
、
普
段
使
用
し
て
い
る
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
が
も
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
次
の
「
ゝ
」
は
、
そ
の
直
前
の
文
字
を
繰
り
か
え
す

踊
り
字
で
す
の
で
、「
つ
」
を
重
ね
ま
す
。「
の
」
も
現
代
の
ひ
ら

が
な
と
同
じ「
乃
」を
く
ず
し
て
い
ま
す
。
全
体
を
続
け
て
読
む
と
、

「
地
う
こ
ん
」「
井
つ
ゝ
の
文
字
の
も
や
う
」
と
な
り
ま
す
。
図
案

と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
小
袖
の
中
心
に
大
き
く
「
井い

筒づ
つ
」
の
文

字
が
あ
り
、
説
明
通
り
「
井
筒
の
文
字
の
模
様
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。で
は
、こ
の
井
筒
は
何
を
示
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。「
井
筒
」

の
文
字
と
と
も
に
、
波
と
紅
葉
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
こ
の
図
案
が
『
伊い

勢せ

物も
の
語が
た
り』
二
三
段
の
「
風
吹
け
ば
沖
つ

白
浪
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む
」
が
詠
ま
れ
た

場
面
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

版
本
の
普
及
に
よ
り
、
庶
民
の
間
で
も
『
伊
勢
物
語
』
が
読
ま
れ
、

経
済
力
を
持
っ
た
町
人
が
、
こ
の
様
な
「
謎
解
き
」
を
小
袖
に
表

し
て
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

 

問
題
4 　
問
題
3
同
様
、
こ
の
小
袖
の
地
色
は
③
の
正
解
「
あ

さ
き
」
で
す
。「
あ
さ
き
」
は
「
浅
葱
」
色
の
こ
と
で
、
淡
く
緑

み
が
か
っ
た
青
色
で
す
。
使
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
は
、「
あ
」

は
「
安
」、「
さ
」
は
「
左
」、「
き
」
は
「
幾
」
と
、
現
代
の
ひ
ら

が
な
と
同
じ
漢
字
を
も
と
に
し
て
い
る
の
で
、
読
み
や
す
い
で
す

ね
。
④
は
「
か
ま
き
り
山
」
が
正
解
で
す
。「
き
」
は
「
幾
」、「
り
」

は
「
利
」で
現
在
の
ひ
ら
が
な
と
同
じ
漢
字
が
も
と
で
す
が
、「
か
」

は
「
可
」、「
ま
」
は
「
満
」
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。（
現
在
の
「
か
」

は
「
加
」、「
ま
」
は
「
末
」
を
く
ず
し
て
い
ま
す
）。
全
体
を
続
け
て

読
む
と
「
地
あ
さ
き
」「
か
ま
き
り
山
の
も
や
う
」
と
な
り
ま
す
。

さ
て
、「
か
ま
き
り
山
」
と
は
何
で
し
ょ
う
。
図
を
見
る
と
、
か

ま
き
り
の
乗
っ
た
山だ

車し

が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
昆
虫
の
カ
マ
キ

リ
で
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。
山
車
と
の
関
係
は
、「
蟷と
う

螂ろ
う

山や
ま

」

で
調
べ
る
と
、
そ
れ
が
京
都
の
祇ぎ

園お
ん
祭ま
つ
りの
山
車
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
様
に
、
地
方
の
祭
り
の
光
景
な
ど
も
模

様
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
、
こ
の
時
代
の
小
袖
の

模
様
の
面
白
さ
を
感
じ
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

教
材
解
説　

　

教
材
は
、『
新
撰
御
ひ
い
な
が
た
』
の
寛
文
七
年

（
一
六
六
七
）
版
を
使
用
し
ま
し
た
。（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
／

DOI

：10.11501/2541138

／https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/2541138

） 

こ
の
雛
形
本
は
、
版
行
さ
れ
た
小
袖
雛
形
本
の
中

で
最
も
古
い
と
さ
れ
る
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
刊
の
『
新
撰
御
ひ

い
な
が
た
』
の
改
訂
版
で
す
。
寛
文
六
年
版
と
七
年
版
は
、
一
五

図
の
相
違
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
い
ず
れ
の
版
も
極
め
て
大
柄
な
図

案
が
二
〇
〇
図
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
題
材
は
単
に
物
だ
け

で
な
く
、
歌
枕
、
謡
曲
、
古
事
伝
承
、
風
習
な
ど
も

多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
庶
民
生
活
に
浸
透
し

て
い
た
文
化
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
今
回
問
題
で
取
り
上
げ
た
小
袖
図
の
他
に
も
、『
伊
勢
物
語
』

九
段
「
東
下
り
」
の
場
面
を
表
す
図
（
参
考
図
1
）
や
、漢
字
を
使
っ

て
網
に
か
か
っ
た
鳥
を
表
し
た
図
（
参
考
図
2
）
な
ど
面
白
い
も

の
が
多
数
あ
り
ま
す
。
小
袖
雛
形
本
が
古
典
の
教
科
書
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

と
い
う
身
近
な
題
材
か
ら
古
典
へ
の
興
味
喚
起
に
つ
な
が
る
資
料

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
（
担
当
：
髙
須
奈
都
子
）

参考図 2　鳥網 参考図 1　『伊勢物語』東下り
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組　

 
 

番

名前

点

 

問
題
1 		
①
〜
⑧
の
く
ず
し
字じ

（
変へん
体たい
仮が
名な
）
を
読よ

ん
で
み
よ
う
。

江え

戸ど

時じ

代だ
い

の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

①

②

し

お

と

こ

有あ
り

例
け

り
。
そ

の

お

と
③

身

を

④

う

な

き

物

に

お

も

ひ
⑤

し

て
、
京

に

は

あ

ら

じ
、

東
⑥

か

た

に
⑦

む

べ

き
、
と

て
⑧

き

け

り
。

●①

●②

●③

例

●④

●⑤

●⑥

●⑦

●⑧

●⑪

●⑫ ●⑨

●⑩
➡

こ
の
作
品
は　
『　
　
　
　
　
　
　
　

』　

の
パ
ロ
デ
ィ
『
仁に

勢せ

物も
の

語が
た
り』

 

問
題
2 		

⑨
〜
⑫
の
く
ず
し
字じ

と
も
と
の
漢か

ん

字じ

（
字じ
母ぼ
）
を
埋う

め
て
み
よ
う
。

★
（
続つ

づ

き
）
つ
れ
と
す
る
人
。
ひ
と
り
ふ
た
り
行
け
り
。
み
ち
し
れ
る
人
も
な
く
て
。

と

ふ

て

ゆ

き
⑨

り

三

河

国

を

か

さ
⑩

字
母

止

不

天

由

幾

利

遠

可

左

と

い

ふ

と

こ

ろ
⑪

い

た
⑫

ぬ

字
母

止

以

不

止

己

呂

以

多

奴
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中
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

か

ち

み

ち
⑬

き

の

ふ

も
⑭

ふ

も

⑮

⑯

だ

ち

て

江え

戸ど

時じ

代だ
い

の
パ
ロ
デ
ィ
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

★
（
続
き
）　

そ
こ
を
お（

岡

崎

）

か
さ
き
と
は
、
ち（

茶

売

）

や
う
り
あ
る
に
よ
り
て
な
む
。
お（

岡

崎

）

か
さ
き
と
お
も
ひ
け
る
、

 

　
　

そ
の
や（

宿
）と
の
家
に
た
ち
よ
り
て
、
は（

旅

籠

飯

）

た
ご
め
し
く
ひ
け
り
。
そ
の
た（

棚
）な
に   　

Ａ     

 

　
　

い
と
お（

多
）ほ

く
あ
り
け
り
。
そ
れ
を
み
て
、
つ
れ
人
、                           

 

　
　
「   　

 

Ａ         
、
と
い
ふ
五
も（

文
字
）じ
を
、
く（

句
）の
か（

上
）み
に
す
へ
て
、
た（

旅
）び
の
こ
ゝ
ろ
を
よ
め
。」

 

　
　

と
、
い
ひ
け
れ
ば
よ
め
る
。

 

問
題
3 		
⑬
〜
⑳
の
く
ず
し
字じ

（
変へん
体たい
仮が
名な
）
を
読よ

み
、
空く

う

欄ら
ん

A
を
埋う

め
て
み
よ
う
。

●⑬●⑭

●⑮

●⑯

⑰

⑱

ぐ

り

ま

は

る

⑲

⑳

を

し

ぞ

お

も

ふ

★
（
続
き
）
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
わ（

笑

）

ら
ひ
に
け
り
。

こ
の
狂

き
ょ
う

歌か

に
使つ

か

わ
れ
て
い
る
修

し
ゅ
う

辞じ

法ほ
う

（
歌う

た

の
技ぎ

法ほ
う

）
は
何な

ん

で
し
ょ
う
？

空く
う

欄ら
ん

A
は

●⑰

●⑱

●⑲

●⑳

 

問
題
4ii 

 

問
題
4i 	
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
：
①
お
（
於
）
②
か
（
可
）、
③
こ
（
古
）、
④
ゑ
（
恵
）、

⑤
な
（
奈
）、
⑥
の
（
乃
）、
⑦
す
（
春
）、
⑧
ゆ
（
遊
）。

 
「
お
か
し
、
男
有
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
ゑ
う
な
き

物
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
東
の
か
た
に
す

む
べ
き
、
と
て
、
ゆ
き
け
り
」。

 

→
こ
の
作
品
は
『
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り』

の
パ
ロ
デ
ィ
『
仁に

勢せ

物も
の

語が
た
り』

問
題
2
：
⑨
け
・
介
（
个
）、
⑩
き
・
起
、
⑪
に
・
丹
、
⑫
り
・
里
。

問
題
3
：
⑬
を
（
越
）、
⑭
け
（
希
）、
⑮
つ
（
徒
）、
⑯
れ
（
連
）、

⑰
へ
（
遍
）、
⑱
め
（
免
）、
⑲
た
（
堂
）、
⑳
び
（
飛
）。

 

「
か
ち
み
ち
を
／
き
の
ふ
も
け
ふ
も
／
つ
れ
だ
ち
て
／

へ
め
ぐ
り
ま
は
る
／
た
び
を
し
ぞ
お
も
ふ
」

問
題
4
ⅰ
：
か
き
つ
へ
た
（
柿
つ
蔕へ
た

）。

問
題
4
ⅱ
：
折
句
（
お
り
く
）。

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
古
典
の
知
識
を
踏
ま
え
た

文
学
を
、
娯
楽
と
し
て
楽
し
む
と
い
う
江
戸
時
代
の
様

子
を
知
る
。

時
間
配
分：ト
ー
タ
ル
45
分
。
授
業
時
間：5
分（
く
ず
し
字
の
説
明
）

＋
20
分
（
問
題
1
・
2
）
＋
20
分
（
問
題
3
・
4
）。

対
象
教
科
： 

国
語
、
書
写
・
書
道

問
題
解
説

　
今
回
扱
う
の
は
『
伊
勢
物
語
』
を
逐
語
的
に
も
じ
っ
た
江
戸
時

代
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
『
仁
勢
物
語
』
で
す
。「
も
じ
り
」
と
は
「
文

芸
上
で
は
、
同
音
ま
た
は
音
の
近
い
他
の
語
意
の
こ
と
ば
に
言
い

換
え
る
こ
と
、
日
本
語
に
多
い
同
音
異
義
語
を
使
う
言
語
遊
戯
の

一
種
の
地じ

口ぐ
ち
、
語ご

呂ろ

な
ど
を
言
い
、
有
名
な
詩
文
や
歌
謡
な
ど
の

文
言
や
調
子
を
真
似
て
笑
わ
せ
る
」（
武
藤
禎
夫
『
も
じ
り
百
人
一

首
を
読
む
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
参
照
）
と
い
う
も
の
で
（
地

口
は
し
ゃ
れ
と
ほ
ぼ
同
意
）、『
伊
勢
物
語
』
原
文
の
音
を
残
し
つ
つ
、

平
安
時
代
の
「
雅
」
を
江
戸
時
代
の
「
俗
」
に
当
世
化
し
た
の
が

本
作
品
で
す
。

 

問
題
1 　
例
と
し
て
示
し
た
「
け
（
遣
）」
の
よ
う
に
、
①
は
於

を
く
ず
し
た
「
お
」
で
、
こ
れ
は
現
代
の
か
な
と
同
じ
字
母
で
す
。

②
は
可
を
く
ず
し
た
「
か
」
を
一
覧
表
か
ら
探
せ
ま
し
た
か
。
勘

の
よ
い
回
答
者
は
、ピ
ン
と
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
③
は「
こ

（
古
）」
で
、
漢
字
の
形
が
少
し
残
っ
た
字
体
で
す
。
④
は
現
代
で

も
使
用
さ
れ
る
「
ゑ
（
恵
）」、「
ゑ
う
な
し
」
は
「
役
に
立
た
な

い
、
必
要
で
な
い
」
な
ど
の
意
で
す
。
⑤
の
「
な
（
奈
）」
は
現

代
の
文
字
と
字
母
は
同
じ
で
す
。
こ
れ
も
漢
字
の
名
残
が
強
い
字

体
で
す
ね
。
⑥
「
の
（
乃
）」
も
同
様
、
現
代
と
同
じ
字
母
で
す

が
、
ほ
ぼ
も
と
の
漢
字
の
形
を
残
し
て
い
ま
す
。
⑦
「
す
（
春
）」

は
頻
出
の
変
体
仮
名
で
す
。「
は
（
者
）」
と
間
違
え
や
す
い
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。
⑧
「
ゆ
（
遊
）」
は
頻
出
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、

昔
の
本
で
は
た
ま
に
見
か
け
る
字
体
で
す
。
通
し
て
読
む
と
、「
お

か
し
、
男
有
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
ゑ
う
な
き
物
に
思
ひ
な
し

て
、京
に
は
あ
ら
じ
、東
の
か
た
に
す
む
べ
き
、と
て
、ゆ
き
け
り
」

と
な
り
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
、「
読
ん
だ
こ
と
あ
る
！
」
と
思
っ

て
、『
伊
勢
物
語
』
と
勘
違
い
し
た
人
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
実
は
違
い
ま
す
。
本
作
は
『
仁
勢
物
語
』
と
い
う
江
戸
時
代

に
出
版
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
で
す
。『
伊
勢
物
語
』

の
冒
頭
文
で
有
名
な
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
を
も
じ
っ
た
「
お
か

し
、
男
有
り
け
り
」
と
も
じ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
で
は
原
作
の
『
伊
勢
物
語
』
と
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
原
作

に
は
「
昔
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
要え
う
な
き
も
の
に
思
ひ

な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
東あ
づ
まの

方か
た

に
住
む
べ
き
国
求も
と

め
に
。
と

て
行
き
け
り
。」
と
あ
り
ま
す
。「
む
か
し
」
を
「
お
か
し
」
と
す

る
ほ
か
、「
国
求
め
に
」
の
箇
所
が
省
か
れ
て
い
ま
す
が
、
原
作

を
ほ
ぼ
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

 

問
題
2 　
⑨
〜
⑫
の
⑨
は
「
け
・
介
（
个
）」、通
し
て
読
む
と
「
と

ふ
て
ゆ
き
け
り
」
で
す
。
こ
の
箇
所
は
問
題
1
の
続
き
で
、
連
れ

を
一
人
二
人
伴
っ
て
東
あ
づ
ま

下く
だ

り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
道
を
知

る
人
が
な
い
の
で
、
尋
ね
な
が
ら
進
む
わ
け
で
す
。
⑩
は
「
き
・

起
」、
⑪
は
「
に
・
丹
」、
⑫
は
「
り
・
里
」
で
、
通
し
て
読
む
と

「
三み
か
わ
の
く
に

河
国
を
か
ざ
き
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
い
た
り
ぬ
」
と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
今
の
愛
知
県
岡
崎
市
で
す
ね
。
現
代
で
は
「
お
」
と
「
を
」

は
分
け
て
使
わ
れ
ま
す
が
、
江
戸
時
代
で
は
音
が
合
っ
て
い
れ
ば

よ
か
っ
た
の
か
、「
を
か
ざ
き
」
の
よ
う
な
書
き
方
は
珍
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。

　
原
作
『
伊
勢
物
語
』
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。「
も
と
よ
り
友
と

す
る
人
、
一
人
二
人
し
て
行
き
け
り
。
道
知
れ
る
人
も
な
く
て
、

惑
ひ
行
き
け
り
。
三み

河か
は

の
国
、
八や
つ

橋は
し

と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ
。」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
原
作
で
は
名
所
の
八
橋
（
知ち

立り
ゅ
う

市し

）
に
到
る

と
こ
ろ
を
、『
仁
勢
物
語
』
で
は
岡
崎
へ
と
変
更
し
て
い
る
わ
け

で
す
ね
。
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教えるための手引き
 

問
題
3 　
そ
し
て
岡
崎
に
到
っ
た
一
行
は
宿
で
旅は
た
籠ご

飯め
し
を
食
べ

ま
す
。
す
る
と
そ
こ
の
棚
に
た
く
さ
ん
の
「
柿か
き
つ
蔕へ
た
」
が
あ
り
ま

し
た
。
本
文
に「
茶
売
り
」と
あ
る
の
で
、柿
の
葉
の
お
茶
を
作
っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
一
行
は
「
か
き
つ
へ
た
」
の
五

文
字
を
句
の
頭
に
し
て
旅
の
心
を
詠
む
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。
そ

の
歌
が
問
題
3
と
な
り
ま
す
。
⑬
は
越
が
字
母
の
「
を
」
で
す
。

名
字
に
越
智
さ
ん
と
か
い
ま
す
ね
。
そ
の
越
が
「
を
」
に
な
り
ま

す
。
⑭
は
「
け
（
希
）」
で
す
。
希
は
現
代
で
も
「
希
有
（
け
う
）」

と
読
ん
だ
り
し
ま
す
ね
。
⑮
は
「
つ
（
徒
）」、
⑯
は
「
れ
（
連
）」

で
す
。
⑮
と
⑯
は
江
戸
時
代
の
書
物
に
よ
く
出
て
く
る
文
字
で
す
。

⑰
は「
へ（
遍
）」、⑱
は「
め（
免
）」と
な
り
ま
す
。
⑲
は「
た（
堂
）」

で
す
。
現
代
で
は
「
ど
う
」
と
読
む
た
め
、
覚
え
に
く
い
変
体
仮

名
の
一
つ
で
す
。
⑳
は
「
び
（
飛
）」
で
す
。
歌
全
体
を
通
し
て

読
む
と
、「
か
ち
み
ち
を
／
き
の
ふ
も
け
ふ
も
／
つ
れ
だ
ち
て
／

へ
め
ぐ
り
ま
は
る
／
た
び
を
し
ぞ
お
も
ふ
」
と
な
り
ま
す
。「
か

ち
み
ち
（
徒
道
）」
は
徒
歩
で
旅
す
る
こ
と
、「
へ
め
ぐ
る
（
経
巡
る
）」

も
方
々
を
旅
す
る
こ
と
で
す
。
徒
歩
で
昨
日
も
今
日
も
連
れ
だ
っ

て
旅
を
し
、
い
ろ
い
ろ
な
場
所
を
回
る
こ
の
旅
を
思
う
、
と
い
う

よ
う
な
意
味
で
す
ね
（
意
味
が
あ
る
よ
う
な
な
い
よ
う
な
…
）。

 

問
題
4 　
こ
の
句
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、「
か
き
つ
へ
た
」
の
五

文
字
が
句
の
頭
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
で
す
（「（
か
）
ち
み
ち

を（
き
）の
ふ
も
け
ふ
も（
つ
）れ
だ
ち
て（
へ
）め
ぐ
り
ま
は
る（
た
）

び
を
し
ぞ
お
も
ふ
」）。
し
た
が
っ
て
、
①
の
空
欄
Ａ
に
入
る
文
字

は
「
か
き
つ
へ
た
」。
こ
れ
は
柿
の
ヘ
タ
の
意
味
の
「
柿か
き
つ
蔕へ
た
」
で
、

「
つ
」
は
格
助
詞
で
現
代
の
「
の
」
と
同
じ
働
き
を
し
ま
す
。「
ま

つ
毛
」
は
目
（
ま
）
の
毛
と
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
（
目
は
目ま

の
当
た
り
と
言
っ
た
り
し
ま
す
ね
）。

　
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
、『
伊
勢
物
語
』「
東
下
り
」の
パ
ロ
デ
ィ
で
す
。

「
東
下
り
」
で
は
八
橋
に
通
り
か
か
り
、
愛
知
県
の
県
の
花
で
も

あ
る
杜
若
（
か
き
つ
ば
た
）
が
趣
深
く
咲
い
て
い
た
の
で
、「（
か
）

ら
こ
ろ
も
（
き
）
つ
つ
な
れ
に
し
（
つ
）
ま
し
あ
れ
ば
（
は
）
る
ば

る
き
ぬ
る
（
た
）
び
を
し
ぞ
お
も
ふ
」
と
「
か
き
つ
ば
た
」
の
五

文
字
を
句
の
頭
に
す
え
て
和
歌
が
詠
ま
れ
ま
し
た
。
大
変
風
流

な
和
歌
で
す
が
、『
仁
勢
物
語
』
で
は
そ
の
「
か
き
つ
ば
た
」
を
、

た
ま
た
ま
棚
に
あ
り
、
音
が
似
て
い
る
「
か
き
つ
へ
た
」
へ
と
変

え
て
狂
歌
を
詠
み
、
皆
で
大
笑
い
し
た
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ち
な
み
に
、
161
頁
の
挿
絵
で
は
中
央
の
人
物
が
柿
の
ヘ
タ

を
持
っ
て
笑
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
仁
勢
物
語
』
は
『
伊
勢
物
語
』
の
原
文
を
も

じ
り
な
が
ら
、風
流
な
表
現
を
俗
に
改
め
て
い
る
わ
け
で
す
。『
伊

勢
物
語
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
人
々
か
ら
す
れ
ば
、
原
作
の
雅

な
文
章
が
絶
妙
に
俗
な
表
現
へ
と
変
え
ら
れ
、
ば
か
ば
か
し
い
笑

い
が
起
こ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
原
作
の
体
裁
は
徹
底
的
に
真

似
さ
れ
て
い
ま
す
。「
か
き
つ
へ
た
」
の
狂
歌
も
原
作
「
か
き
つ

ば
た
」
の
よ
う
に
句
の
頭
に
五
字
を
置
く
手
法
は
踏
襲
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
和
歌
の
技
法
を
「
折お
り

句く

」
と
言
い
ま
す
。『
伊
勢
物

語
』
を
扱
っ
た
時
に
も
学
習
し
た
と
思
い
ま
す
の
で
覚
え
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

教
材
解
説

　
『
仁
勢
物
語
』
の
「
仁
勢
」
は
、「『
伊
勢
物
語
』
に
そ
っ
く
り

と
い
う
意
味
の
「
似に

せ
」
と
、
ペ
テ
ン
と
し
て
の
「
偽に
せ
」
の
両
義

が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
」（
藤
原
英
城
「『
伊
勢
物
語
』
か
ら
『
料
理

物
語
』『
仁
勢
物
語
』
へ
」、
母
利
司
朗
編
『
和
食
文
芸
入
門
』
臨
川
書
店
、

二
〇
二
〇
年
）
と
も
評
さ
れ
ま
す
。『
仁
勢
物
語
』
の
版
本
研
究
（
渡

辺
守
邦
『
近
世
文
学
資
料
類
従　
仮
名
草
子
編
』
第
二
六
巻
、
一
九
七
七

年
）
に
よ
り
ま
す
と
、『
仁
勢
物
語
』
は
第
一
次
整せ
い

版は
ん

本ぼ
ん

か
ら
第

三
次
整
版
本
の
諸
本
が
あ
り
、
例
え
ば
第
一
次
版
は
寛か
ん

永え
い

六
年

（
一
六
二
九
）
刊
の
版
本
『
伊
勢
物
語
』
と
、
冊
数
、
丁
ち
ょ
う
数
、
行
数
、

字
配
り
、挿
絵
の
位
置
、な
ど
、そ
の
形
態
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、

挿
絵
を
含
め
た
本
全
体
が
『
伊
勢
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、『
仁
勢
物
語
』
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
の

徹
底
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
と
同
時
に
、
い
か
に
『
伊
勢
物
語
』
が

江
戸
時
代
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
身

近
で
あ
っ
た
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。言
い
換
え
れ
ば
、『
伊
勢
物
語
』

の
知
識
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
読
者
は
『
仁
勢
物
語
』
を
楽
し

め
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
を
本
課
題
や『
伊
勢
物
語
』

と
の
比
較
を
通
し
て
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
詳
細
は
「
く
ず
し
字
に
よ
る
古
典
教
育
の
試
み
（
6
）
―
オ
ン

ラ
イ
ン
授
業
で
学
ぶ
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
『
仁
勢
物
語
』
へ
―
」

（
203
頁
に
書
誌
を
記
載
）
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
底
本
は
国
文
学
研
究
資
料
館
鉄て
っ
心し
ん
斎さ
い
文ぶ
ん
庫こ

所
蔵
本

（DOI

：10.20730/200025190

／https://kotenseki.

nijl.ac.jp/biblio/200025191/

）。

（
担
当
：
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
）
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

『
竹た

け

取と
り

物も
の

語が
た
り』

を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

 

問
題
1 		

空く
う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
、
物も

の

語が
た
り

を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

今い
ま

で
は
、
も
う
昔む

か
しの
こ
と
で
す
が
、
竹た

け

取と
り

の
翁お

き
なと
い
う
も
の
が
い
ま
し
た
。

そ
の
翁お

き
なは
山や

ま

や
野の

原は
ら

に
分わ

け
入い

っ
て
、
い
つ
も
竹た

け

を
取と

り
、

そ
の
竹た

け

を
さ
ま
ざ
ま
な
物も

の

を
作つ

く

る
の
に
使つ

か

っ
て
い
ま
し
た
。
翁
は
…
…
、

名

を

ば

さ
①

き

の

み

や
②

こ

と

な

ん（
む
）

い

ひ
③

る
。

A

 

問
題
2 		

空く
う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
、
物も

の

語が
た
り

の
つ
づ
き
を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

あ
る
日ひ

の
こ
と
で
し
た
。
翁お

き
なが
い
つ
も
取と

っ
て
い
る
竹た

け

の
中な

か

に
、

な
ん
と
根ね

元も
と

が
光ひ

か

る
竹た

け

が
一い

っ

本ぽ
ん

あ
っ
た
の
で
す
。

不ふ

思し

議ぎ

に
思お

も

っ
て
、
そ
ば
に
寄よ

っ
て
見み

る
と
、

竹た
け

筒づ
つ

の
中な

か

が
光ひ

か

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
筒つ

つ

の
中な

か

を
見み

る
と
…
…
、

三
④

ん

ば
⑤

り

な

る

人

い

と

う

つ

く

し

う

て
⑥

⑦

り
。

B

●④

●⑤

●⑥

●⑦

★
子こ

ど
も
は
、
御み

室む
ろ

戸ど

斎い
ん

部べ

の
秋あ
き

田た

に

よ
っ
て
、「
な
よ
た
け
の
か
ぐ
や
姫ひ
め

」

と
命め
い

名め
い

さ
れ
ま
す
。

●①

●②

●③

　
　
　

  

空く
う

欄ら
ん

の
な
か
に
は
、
教
き
ょ
う

科か

書し
ょ

と
は
違ち
が

う
文も

字じ

が
入は
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
！

ヒ
ン
ト

そ
の
後ご

、
か
ぐ
や
姫ひ

め

は
わ
ず
か
三さ

ん

カか

月げ
つ

で
、
一い

ち

人に
ん

前ま
え

の
大お

お

き
さ
の
人ひ

と

に
成せ

い

長ち
ょ
うし

ま
し
た
。
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

『
竹た

け

取と
り

物も
の

語が
た
り』

を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

 

問
題
3 		

空く
う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
、
物も

の

語が
た
り

を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

⑧

き

の
⑨

や

こ
⑩

人
⑪

り
。

美う
つ

し
い
か
ぐ
や
姫
に
、
五ご

人に
ん

の
貴き

族ぞ
く

が
熱ね

っ

心し
ん

に
求

き
ゅ
う

婚こ
ん

し
ま
し
た
。

し
か
し
、
結け

っ

婚こ
ん

の
条

じ
ょ
う

件け
ん

と
さ
れ
た
課か

題だ
い

を
誰だ

れ

も
果は

た
せ
ま
せ
ん
。

帝み
か
どか
ら
の
求

き
ゅ
う

婚こ
ん

に
も
、
か
ぐ
や
姫ひ

め

は
応お

う

じ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
、
三さ

ん

年ね
ん

ほ
ど
た
っ
た
こ
ろ
、
か
ぐ
や
姫ひ

め

は
月つ

き

を
見み

て
泣な

く
こ
と
が
多お

お

く

な
り
ま
し
た
。
翁お

き
なが
そ
の
理り

由ゆ
う

を
尋た

ず

ね
る
と
、
か
ぐ
や
姫ひ

め

は
「
私わ

た
しは
…
…
、

八は
ち

月が
つ

十じ
ゅ
う

五ご

日に
ち

に
は
迎む

か

え
が
来き

て
、
帰か

え

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」

と
答こ

た

え
ま
し
た
。

★
求き
ゅ
う

婚こ
ん

者し
ゃ

に
難な

ん

題だ
い

を
課か

す
か
ぐ
や
姫ひ

め

。

C

 

問
題
4 		

空く
う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
、
物も

の

語が
た
り

の
つ
づ
き
を
く
ず
し
字じ

で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

翁お
き
なか

ら
そ
の
こ
と
を
聞き

い
た
帝み

か
どは

、
多お

お

く
の
兵へ

い

で
守ま

も

ら
せ
ま
し
た
。

し
か
し
、
天て

ん

人に
ん

た
ち
が
降お

り
て
く
る
と
、

人ひ
と

々び
と

に
は
戦た

た
かう

気き

持も

ち
は
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

か
ぐ
や
姫ひ

め

は
泣な

き
悲か

な

し
む
翁お

き
なた
ち
に
別わ

か

れ
を
告つ

げ
ま
す
。

天て
ん

人に
ん

が
か
ぐ
や
姫ひ

め

に
天あ

ま

の
羽は

衣ご
ろ
もを
着き

せ
る
と
、
か
ぐ
や
姫ひ

め

は
…
…
、

⑫

⑬

⑭

を
、
「
い

と

を（
ほ
）

し
、
か
⑮

し
。」

と
思お

も

う
こ
と
も
な
く
な
り
、そ
の
ま
ま
天て

ん

に
昇の

ぼ

っ
て
い
き
ま
し
た
。

落ら
く

胆た
ん

し
た
帝み

か
どは

、か
ぐ
や
姫ひ

め

か
ら
渡わ

た

さ
れ
た
不ふ

死じ

の
薬く

す
りと

手て

紙が
み

を
、

天て
ん

に
近ち

か

い
山や

ま

で
焼や

か
せ
ま
し
た
。

D

●⑧

●⑨

●⑩

●⑪

●⑫

●⑬

●⑭

●⑮
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教えるための手引き

解
答

問
題
1
： 

①
る
（
流
）、
②
つ
（
徒
）、
③
け
（
遣
）。「
名
を
ば
、

さ
る
き
の
み（

造

）

や
つ
こ
と
な
ん（
む
）い

ひ
け
る
」。
＊「
む
」は
、

「
ん
」
と
も
表
記
さ
れ
ま
す
（
解
説
参
照
）。

問
題
2
： 

④
す
（
春
）、⑤
か
（
可
）、⑥
ゐ
（
為
）、⑦
た
（
多
）。「
三

寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
美
し
う
て
ゐ
た
り
」。

問
題
3
： 

⑧
つ
（
徒
）、⑨
み
（
三
）、⑩
の
（
能
）、⑪
な
（
奈
）。「
月

の
都
の
人
な
り
」。

問
題
4
： 

⑫
お
（
於
）、⑬
き
（
幾
）、⑭
な
（
那
）、⑮
な
（
那
）。「
翁

を
、『
い
と
を（
ほ
）し
、
か
な
し
』」。
＊
「
い
と
を
し
」
の

歴れ
き
史し

的て
き
仮か

名な

遣づ
か
い
は
「
い
と
ほ
し
」（
解
説
参
照
）。

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
で
『
竹
取
物
語
』
の
絵
巻
を
読
む
こ
と
で
、

日
本
の
文
字
表
記
や
仮
名
遣
い
の
歴
史
に
ふ
れ
る
。

時
間
配
分：35
分
。
授
業
時
間：5
分（
く
ず
し
字
の
説
明
）、15
分（
問

題
1
・
2
）、
15
分
（
問
題
3
・
4
）。

対
象
教
科
： 

国
語
、
書
写
・
書
道
、
美
術

問
題
解
説

　
平
安
時
代
初
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
は
、「
物

語
の
出
で
来き

は
じ
め
の
祖お
や

」（『
源
氏
物
語
』）
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

授
業
で
誰
も
が
一
度
は
習
う
作
品
で
す
。
そ
の
た
め
、
く
ず
し
字

入
門
教
材
と
し
て
も
ぴ
っ
た
り
で
す
。
く
ず
し
字
に
な
じ
み
の
な

い
人
で
も
、
知
っ
て
い
る
あ
ら
す
じ
か
ら
、
答
え
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
た
め
で
す
。
ま
た
、
問
題
を
解
い
て
み
る
と
、
教
科

書
と
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
気
づ
く
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

違
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
、
本
文
校
訂
の
過
程
や
、
日

本
の
文
字
表
記
や
仮
名
遣
い
の
歴
史
に
も
、
浅
く
も
深
く
も
ふ
れ

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

 

問
題
1 　
竹
取
の
翁
の
名
前
を
紹
介
す
る
有
名
な
冒
頭
文
で
す
。

答
え
は
「
名
を
ば
、さ
る
き
の
み
や
つ
こ
と
な
ん
い
ひ
け
る
」（
翁

の
名
は
、
讃さ

ぬ
き岐

の
造
み
や
つ
こと

い
っ
た
の
で
あ
る
）
で
す
が
、
傍
線
箇
所
が
、

教
科
書
と
違
っ
て
い
ま
す
。「
さ
る
き
」は
教
科
書
で
は「
さ
ぬ
き
」

と
あ
り
ま
す
が
、昔
の
『
竹
取
物
語
』
に
は
、し
ば
し
ば
「
さ
る
き
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
さ
ぬ
き
」
と
い
う
音
が
訛な
ま

っ

た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
竹
取
物
語
は
奈
良
時
代
以
前
の
飛

鳥
・
藤
原
京
の
時
代
を
舞
台
に
し
て
い
る
た
め
、
地
名
も
大
和
が

中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現
代
の
注
釈
書
の
な
か
に

は
、「
さ
ぬ
き
」
は
大や
ま
と
の
く
に

和
国
広
瀬
郡
散さ
ぬ
き吉

郷ご
う

（
現
在
の
奈
良
県
北き
た

葛
か
つ
ら

城ぎ

郡
河
合
町
）か
、と
し
、「
散さ
ぬ
き吉
」と
記
す
も
の
も
あ
り
ま
す
が（『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』）、
現
代
の
教
科
書
の
多
く
は
、「
さ
ぬ
き
」

あ
る
い
は
「
讃
岐
」
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
有
名
な
古
典
作
品
の
冒
頭
文
で
さ
え
、
昔
の
人

が
読
ん
で
い
た
も
の
と
、
現
代
の
私
た
ち
が
目
に
す
る
も
の
と
で

は
異
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
古
典
作

品
の
本
文
は
、
多
く
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
校こ
う

訂て
い

（
異
本
と
照
合

し
た
り
語
学
的
に
検
討
し
た
り
し
て
、
よ
り
よ
い
形
に
訂
正
す
る
こ
と
）

さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
小
中
学
生
で
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
高
校
生
以
上
に
は
、
こ
の
よ
う
な
本
文
の
校
訂
に
つ
い
て

も
、
説
明
を
添
え
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
解
答
箇
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
問
題
文
の
「
な
ん
」

は
、
古
典
文
法
を
習
っ
た
高
校
生
以
上
に
な
る
と
、
気
に
な
る
人

も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
教
科
書
で
は
「
な
む
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
が
、「
な
む
」
は
鎌
倉
時
代
以
降
に
「
な
ん
」
と
表
記
さ

れ
ま
し
た
。
文
法
書
に
は
助
動
詞
「
む
・
む
ず
・
け
む
・
ら
む
」
や
、

助
詞
「
な
む
」
な
ど
の
欄
に
は
、括
弧
付
で
「（
な
ん
）」
の
よ
う
に
、

「
ん
」
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
世
の
表
記
を
示
し
て

い
ま
す
。
教
科
書
で
は
作
品
の
成
立
時
期
の
文
法
に
統
一
し
て
い

る
た
め
、
教
科
書
の
『
竹
取
物
語
』
で
は
、「
ん
」
の
表
記
を
見

か
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
く
ず
し
字
教
材
は
、

江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
絵
巻
か
ら
作
成
し
て
い
る
た
め
、
後
世
の

表
記
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
く
ず
し
字
教
材
で
古

典
作
品
を
読
む
こ
と
で
、
日
本
語
の
表
記
の
変
化
に
つ
い
て
も
実

例
を
示
し
つ
つ
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
文
字
の
解
説
で
す
が
、①
は「
る
（
流
）」で
す
。
②
は「
つ
（
徒
）」

で
少
し
難
し
い
の
で
す
が
、
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

の
「
つ
」
と
覚
え
る
と
良
い

で
し
ょ
う
。
③
は
「
け
（
遣
）」
で
す
が
、「
き
（
幾
）」
と
よ
く
似

て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

 

問
題
2 　
『
竹
取
物
語
』
で
印
象
的
な
場
面
の
一
つ
、
翁
が
竹
の

な
か
に
か
ぐ
や
姫
を
見
つ
け
る
と
こ
ろ
で
す
。
現
代
で
は
、
竹
の

な
か
で
か
ぐ
や
姫
が
座
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
の
が
一
般
的

で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
挿
絵
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
前
期
ま
で

は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
（
例
外
と
し
て
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
チ
ェ
ス
タ
ー・

ビ
ー
テ
ィ
図
書
館
所
蔵
の
絵
巻
に
は
、
竹
に
入
っ
た
か
ぐ
や
姫
を
翁
が
自

宅
へ
持
ち
帰
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
）。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
挿

絵
の
第
一
場
面
は
、
図
Ａ
の
よ
う
な
、
家
に
連
れ
帰
っ
た
か
ぐ
や

姫
を
籠か
ご

（
あ
る
い
は
箱
）
に
入
れ
て
、
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
が
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見
守
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
挿
絵

の
描
か
れ
方
が
現
代
と
違
う
こ
と
も
、
和
本
を
用
い
る
こ
と
で
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
、「
竹
筒
の
な
か
に
い
る
か

ぐ
や
姫
の
絵
は
、
な
ぜ
描
か
れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
、
発
展

的
な
問
い
を
示
す
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、
く
ず
し
字
問
題
の
答
え
は
、「
三
ず
ん
ば
か
り
な
る
人
、

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
」（
三
寸
ば
か
り
の
人
が
、
た
い
そ
う
か

わ
い
ら
し
い
姿
で
そ
こ
に
座
っ
て
い
る
）
で
す
。「
三
寸
」
は
約
九
セ

ン
チ
で
す
が
、『
竹
取
物
語
』
の
な
か
で
、「
三
」
は
特
別
な
意
味

を
持
つ
数
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
発
見
時

の
か
ぐ
や
姫
の
大
き
さ
は
「
三
寸
」、
そ
の
か
ぐ
や
姫
は
「
三
月
」

で
一
人
前
に
成
長
し
、
帝
か
ら
の
求
婚
を
断
っ
て
「
三
年
」
後
に

月
へ
帰
っ
て
行
く
の
で
す
。

　
④
は
「
す
（
春
）」、⑤
は
「
か
（
可
）」
で
す
。
⑤
の
直
前
の
「
は
」

は
漢
数
字
の
「
八
」
が
字じ

母ぼ
（
そ
れ
ぞ
れ
の
仮
名
の
元
と
な
っ
た
漢
字
）

で
す
。
⑥
は
「
ゐ
（
為
）」、
⑦
は
「
た
（
多
）」
で
、
い
ず
れ
も
頻

出
の
変
体
仮
名
で
す
。

　
暗
唱
し
て
い
る
人
も
多
い
場
面
で
す
の
で
、
く
ず
し
字
を
見
な

く
て
も
答
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
問
題
を
解
く
様
子
を
見

て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
字じ

母ぼ

も
一
緒
に
答
え
る
問
題
に
変
え
る

な
ど
、
難
易
度
を
調
整
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

 

問
題
3 　
五
人
の
貴
族
が
か
ぐ
や
姫
へ
求
婚
し
ま
す
が
、
結
婚

の
条
件
と
し
て
課
さ
れ
た
難
題
を
誰
も
果
た
せ
ま
せ
ん
。
帝
か
ら

の
求
婚
に
も
、
か
ぐ
や
姫
は
応
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
三

年
ほ
ど
た
っ
た
こ
ろ
、
か
ぐ
や
姫
が
月
を
見
て
泣
く
こ
と
が
多
く

な
り
ま
す
。
問
題
は
、
翁
が
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
か
ぐ

や
姫
が
正
体
を
明
か
す
場
面
で
す
。

　
答
え
は
、「
つ
き
の
み
や
こ
の
人
な
り
」（
月
の
都
の
人
な
の
で
す
）

で
す
。
か
ぐ
や
姫
が
泣
い
て
い
た
の
は
、
八
月
十
五
夜
に
迎
え
が

来
て
、
月
へ
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
し
た
。
⑧
は
「
つ

（
徒
）」
で
②
の
復
習
問
題
で
す
。
⑨
は
「
み
（
三
）」
で
す
が
、「
え

（
衣
）」
に
も
似
て
い
ま
す
ね
。
⑩
は
「
の
（
能
）」
で
頻
出
の
変
体

仮
名
で
す
。
⑪
は
「
な
（
奈
）」
で
す
が
、「
る
（
留
）」
と
間
違
え

や
す
い
で
す
。
似
て
い
る
文
字
が
あ
る
場
合
は
、
文
脈
で
判
断
す

る
こ
と
も
大
切
で
す
。

 
問
題
4 　
月
の
迎
え
が
来
る
こ
と
を
聞
い
た
帝
は
、
兵
で
屋
敷

を
囲
ん
で
守
ら
せ
ま
す
が
、
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
問
題
は
、
翁
と
か
ぐ
や
姫
の
別
れ
の
場
面
か
ら
の
出
題
で
す
。

月
か
ら
迎
え
に
来
た
天て
ん
人に
ん
が
か
ぐ
や
姫
に
天あ
ま
の
羽は

衣ご
ろ
もを
着
せ
る
と
、

か
ぐ
や
姫
に
あ
る
心
の
変
化
が
起
き
ま
す
。

　
答
え
は
、「
お
き
な
を
『
い
と
を
し
、か
な
し
』」（
翁
を
「
気
の
毒
だ
、

不
憫
だ
」）
で
す
。
天
の
羽
衣
を
着
た
こ
と
で
人
の
心
を
失
っ
た
か

ぐ
や
姫
は
、翁
を
気
の
毒
に
思
う
気
持
ち
も
な
く
な
り
、天
へ
帰
っ

て
行
き
ま
す
。
⑫
は
「
お
（
於
）」、
⑬
は
「
き
（
幾
）」、
⑭
⑮
は

ど
ち
ら
も
「
な
（
那
）」
で
す
。「
那
」
は
「
礼
」
の
な
ど
と
も
似

て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　
解
答
箇
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
問
題
文
に
「
い
と
を
し
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
、「
い
と
ほ
し
」
が
歴れ
き

史し

的て
き

仮か

名な

遣づ
か

い
（
平

安
時
代
中
期
、
仮
名
が
成
立
し
た
頃
に
用
い
ら
れ
た
古
文
を
基
準
に
し
た

仮
名
遣
い
）
と
し
て
は
正
し
い
と
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
よ

う
に
書
物
に
よ
っ
て
仮
名
遣
い
が
異
な
る
こ
と
は
和
本
の
世
界
で

は
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
教
科
書
で
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
統
一

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、
契け
い

沖ち
ゅ
う

仮か

名な

遣づ
か

い
（
過
去
の
文
献
に

よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
仮
名
遣
い
。
契
沖
の
『
和わ

字じ

正し
ょ
う

濫ら
ん

鈔し
ょ
う』

の
方
式

に
よ
る
も
の
）
が
浸
透
し
た
の
ち
も
、
多
く
の
公
家
た
ち
は
定て
い

家か

仮か

名な

遣づ
か

い
（
鎌
倉
時
代
、
藤ふ
じ

原わ
ら
の

定さ
だ

家い
え

が
定
め
た
と
い
わ
れ
る
）
を
使

い
続
け
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
立
場
に
よ
っ
て
仮
名
遣
い

を
使
い
分
け
る
時
代
が
あ
っ
た
の
で
す
。「
い
と
お
し
」（
定
家
仮

名
遣
い
）、「
い
と
を
し
」（
契
沖
仮
名
遣
い
）、「
い
と
ほ
し
」（
歴
史

的
仮
名
遣
い
）
の
よ
う
に
、
契
沖
仮
名
遣
い
と
歴
史
的
仮
名
遣
い

が
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
く
ず
し
字
教
材
に
よ
っ
て
、

こ
う
い
っ
た
仮
名
遣
い
の
歴
史
に
も
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
離
別
の
場
面
は
、
月
の
使
者
が
館
に
来
る
「
到と
う

来ら
い

図ず

」

と
、
図
Ｄ
の
よ
う
に
、
月
の
使
者
と
と
も
に
か
ぐ
や
姫
が
天
へ
帰

る
「
昇
し
ょ
う

天て
ん

図ず

」
の
い
ず
れ
か
で
描
か
れ
ま
す
。『
竹
取
物
語
』
の

複
数
の
挿
絵
を
比
較
し
て
、
そ
の
違
い
を
考
察
す
る
発
展
的
な
問

い
を
示
す
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

教
材
解
説

　
底
本
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
で
、
江
戸
時
代
に
作
成
さ
れ

た
三
巻
三
軸
の
豪
華
な
巻
子
装
の
絵
巻
。『
竹
取
物
語
』
に
は
古

写
本
が
少
な
く
、
底
本
の
詞
書
も
正
し
ょ
う

保ほ
う

三
年
（
一
六
四
六
）
刊
の

整
版
に
近
い
と
さ
れ
ま
す
（
同
館
解
題
）。
教
材
作
成
に
は
、
国
立

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
公
開
さ
れ
て
い
る
上
巻

と
下
巻
の
画
像
を
使
用
し
ま
し
た
（https://dl.ndl.

go.jp/pid/1288448

、DOI

：10.11501/1287221

、

10.11501/1287166

）。　
　
　
（
担
当
：
加
藤
弓
枝
）
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

看か
ん

板ば
ん

か
ら
文も

字じ

文ぶ
ん

化か

を
学ま

な

ぼ
う
！
①

 

問
題
1 		【
町ま

ち

で
見み

る
看か

ん

板ば
ん

】
読よ

め
る
か
な
？

 

問
題
2 		【
歴れ

き

史し

資し

料り
ょ
う

に
描え

が

か
れ
た
看か

ん

板ば
ん

】
次つ

ぎ

の
ペ
ー
ジ
の
資し

料り
ょ
う

の
「
昔む

か
し

の
看か

ん

板ば
ん

」
を
、

	

ヒ
ン
ト
を
参さ

ん

考こ
う

に
し
な
が
ら
グ
ル
ー
プ
で
読よ

ん
で
み
よ
う
。

生
（
き
）

①②

 

問
題
3 		

現げ
ん

代だ
い

の
看か

ん

板ば
ん

が
「
く
ず
し
字じ

」
で
書か

か
れ
て
い
た
ら
、

ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
、	

効こ
う

果か

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

 

問
題
4 		

店て
ん

舗ぽ

看か
ん

板ば
ん

を
考か

ん
が

え
よ
う
。

○
商し
ょ
う

品ひ
ん

名め
い

、
ア
ピ
ー
ル
し
た
い
イ
メ
ー
ジ
や
効こ
う

果か

○
看か
ん

板ば
ん

に
書か

き
た
い
文も

字じ
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

『東海道五十三次』草津
（中央上部に看板があります）

➡︎

看か
ん

板ば
ん

か
ら
文も

字じ

文ぶ
ん

化か

を
学ま

な

ぼ
う
！
②

2		

草く
さ

津つ

１		
戸と

塚つ
か

『東海道五十三次』戸塚（左上に
看板があります）

➡︎

3		

鞠ま
り

子こ

『東海道五十三次』鞠子（中央下部に看板があります）

➡︎

あ
る
商

し
ょ
う

品ひ
ん

を
専せ

ん

門も
ん

に
売う

る
店み

せ

で
す
。
一ひ

と

文も

字じ

目め

だ
け
、
先さ

き

ほ

ど
の
看か

ん

板ば
ん

読よ

み
活か

つ

動ど
う

を
振ふ

り
返か

え

っ
て
み
よ
う
。

ヒ
ン
ト

①
全ぜ

ん

部ぶ

で
五ご

文も

字じ

で
す
。
②
商し

ょ
う

品ひ
ん

名め
い

が
入は

い

っ
て
い
ま
す
。

③
二に

字じ

目め

に
は
濁だ

く

点て
ん

が
つ
い
て
い
ま
す
。
④
三さ

ん

・
四よ

字じ

目め

が

商し
ょ
う

品ひ
ん

名め
い

で
す
。
絵え

を
よ
く
見み

て
み
ま
し
ょ
う
。

ヒ
ン
ト

①
全ぜ

ん

部ぶ

で
七な

な

字じ

書か

い
て
あ
り
ま
す
。
②
一い

ち

字じ

目め

は
漢か

ん

字じ

の

「
名
」
で
す
。
③
二に

字じ

目め

は
濁だ

く

点て
ん

が
つ
い
て
い
ま
す
。
④
六ろ

く

字じ

目め

は
「
繰く

り
返か

え

し
」
を
表あ

ら
わす
記き

号ご
う

「
ゝ
」
で
す
。
⑤
七な

な

字じ

目め

は
漢か

ん

字じ

で
す
。

ヒ
ン
ト
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解
答

問
題
1　
①
生
そ
ば　
②
こ
ん
ぶ

問
題
2　
1 

戸
塚
…
こ
め
や　
2 

草
津
…
う
ば
も
ち
や

 
3 
鞠
子
…
名
物
と
ろ
ゝ
汁

問
題
3
・
4　
解
答
例
：
歴
史
が
あ
る
、
和
風
、
老
舗
、
高
級
、

信
頼
感
、
奇
抜
な
ど
。

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
歴
史
資
料
に
あ
る
く
ず
し
字
に
よ
る
看
板
文
字
を
解
読

し
、
看
板
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
効
果
的
に
文
字
を
書

く
。

時
間
配
分
：
く
ず
し
字
解
読
50
分
、
看
板
効
果
を
考
え
、
看
板
文

字
の
創
作
原
稿
作
成
50
分
、
看
板
文
字
制
作
50
分

対
象
教
科
・
学
年
：
国
語
（
書
写
）・
中
学
校
3
年

解
説

　
江
戸
期
浮
世
絵
作
品
の
中
で
著
名
と
言
わ
れ
る
、
歌う
た

川が
わ

広ひ
ろ

重し
げ

『
東と
う
海か
い
道ど
う
五ご

十じ
ゅ
う
三さ
ん
次つ
ぎ
』
五
五
枚
の
中
に
は
看
板
が
描
か
れ
て
い
る

絵
が
神
奈
川
宿
ほ
か
全
部
で
七
枚
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
か
ら
、
比

較
的
読
み
や
す
い
字
で
書
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
三
枚
を
抽
出

し
ま
し
た
。
戸
塚
・
鞠
子
・
草
津
の
三
枚
で
す
。

 

問
題
1 　

問
題
1
で
は
、
く
ず
し
字
解
読
の
ハ
ー
ド
ル
を
下

げ
、
ま
た
現
代
で
も
く
ず
し
字
看
板
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ

さ
せ
る
た
め
に
「
生
そ
ば
」「
こ
ん
ぶ
」
の
二
枚
を
使
用
し
ま
し

た
。
特
に
「
生
そ
ば
」
は
現
代
で
も
多
く
見
ら
れ
る
書
体
で
す
の

で
、
生
徒
た
ち
に
も
な
じ
み
が
深
い
と
思
い
ま
す
。

 

問
題
2 　
問
題
2
で
い
よ
い
よ
東
海
道
五
十
三
次
に
描
か
れ
て

い
る
看
板
の
解
読
学
習
に
な
り
ま
す
。

①
戸
塚　
正
解
は
「
こ
め
や
」
で
す
が
、「
こ
」
は
「
古
」
の
く

ず
し
字
で
あ
り
、
問
題
1
で
読
ん
で
い
る
の
で
、「
め
」「
や
」
が

難
な
く
読
め
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
最
初
に
読
む
字
と
し
て
は
易

し
い
と
思
い
ま
す
。

②
草
津　
画
像
中
央
上
部
の
看
板
に
「
う
ば
も
ち
や
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
現
在
で
は
「
姥う
ば
ヶが

餅も
ち
」
と
い
う
名
で
名
物
に
な
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
看
板
の
解
読
も
や
や
難
し
い
の
で
ヒ
ン
ト

を
用
意
し
ま
し
た
。「
全
部
で
五
文
字
で
あ
る
」「
食
品
名
が
三
・

四
字
目
に
入
っ
て
い
る
」「
二
字
目
に
は
濁
点
が
付
い
て
い
る
」

等
で
す
。
こ
の
絵
の
場
合
、
純
粋
に
く
ず
し
字
を
解
読
さ
せ
て
も

い
い
の
で
す
が
、絵
の
部
分
も
参
考
に
な
り
ま
す
。店
舗
内
の
人
々

の
様
子
を
観
察
す
る
と
、
餅
を
こ
ね
た
り
、
食
べ
た
り
し
て
い
る

人
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
情
報
が
く
ず
し
字
解
読
の
推

理
材
料
と
な
り
ま
す
。
浮
世
絵
教
材
を
使
用
す
る
こ
と
の
面
白
さ

は
、
字
だ
け
で
な
く
こ
の
よ
う
に
絵
の
部
分
も
参
考
に
な
る
こ
と

で
す
。
国
語
の
学
習
の
意
義
か
ら
す
れ
ば
「
言
葉
」
に
こ
だ
わ
る

べ
き
な
の
で
す
が
、
最
近
は
非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
画
像
や

動
画
も
教
材
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
学
び
も
味
わ
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

③
鞠
子　
画
像
中
央
の
店
舗
に
立
て
か
け
て
あ
る
看
板
「
名
ぶ
つ

と
ろ
ゝ
汁
」
を
教
材
と
し
ま
し
た
。
こ
の
解
読
は
漢
字
仮
名
交
じ

り
な
の
で
、
ヒ
ン
ト
が
あ
っ
た
方
が
、
楽
し
く
取
り
組
め
る
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、「
全
部
で
七
字
書
い
て
あ
る
」「
一
字
目
は
漢

字
の
『
名
』
で
あ
る
」「
二
字
目
に
は
濁
点
が
付
い
て
い
る
」「
六

字
目
は
『
繰
り
返
し
』
を
表
す
記
号
で
あ
る
『
ゝ
』」
で
あ
る
」「
七

字
目
は
漢
字
で
あ
る
」
等
で
す
。
こ
の
段
階
か
ら
グ
ル
ー
プ
で
協

力
し
合
っ
て
解
読
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
こ
の
「
鞠
子
宿
」
絵
に
は
看
板
が
さ
ら
に
一
つ
、
ま
た

障
子
紙
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
二
カ
所
に
も
く
ず
し
字
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。
画
像
向
か
っ
て
左
側
の
看
板
は
「
御お

ち
や
つ
け
（
お
茶

漬
け
）」、
右
側
の
障
子
紙
に
は
「
酒
さ
か
な
」「
御お

茶ち
ゃ

漬づ
け

」
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
三
枚
の
浮
世
絵
ワ
ー
ク
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
生
徒

へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
教
材
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
、
解
読
終
了
後
は
、
こ
の
よ
う
な
く
ず
し
字
看
板
が
現
代

に
も
あ
っ
た
場
合
の
効
果
や
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
ま
で
の
学
習
に
お
け
る
、
く
ず
し
字
が
江
戸
時
代
に
存
在
し

て
い
た
こ
と
の
実
感
に
基
づ
き
、
そ
れ
が
現
代
に
あ
っ
た
場
合
の

効
果
や
イ
メ
ー
ジ
を
出
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
そ
し
て
、
最
後
に
は
自
分
で
く
ず
し
字
看
板
が
ふ
さ
わ
し
い
商

品
や
店
舗
を
考
え
て
、
看
板
文
字
を
制
作
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

教
材
解
説

　

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
歌
川
広
重
（
初
代
）
が
、
江
戸
日
本
橋

か
ら
京
三
条
大
橋
に
い
た
る
「
東
海
道
五
拾
三
次
」
の
各
宿
駅

に
当
て
て
描
い
た
名
所
・
風
景
・
風
俗
絵
の
大お
お

錦に
し
き

横
判
五
五

枚
揃ぞ
ろ

い
か
ら
成
る
。
こ
れ
以
前
に
も
「
東
海
道
五
十
三
次
」
は

描
か
れ
た
が
、
大
判
横
と
い
う
大
き
さ
で
全
五
五
枚
完
結
し
た

の
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
が
最
初
で
あ
る
。（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
解
題
よ
り
）
底
本
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は

次
の
通
り
。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/1307523?tocOpened=1

（
担
当：永
吉
寛
行
）
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

昔む
か
しの

謎な
ぞ

か
け
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
①

 

問
題
1 		
A
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

▲
金き

ん

の
下げ

駄た

ト

　
　

か
け
て

■
　
　
　
　
　
　
　
　

の
へ＊

ど

こ
＊ゝ

ろ
は

  

●  
 

 

　

 

事

 
 

 
 

　

 

な＊

い

①
②

＊
へ
ど
…
一い

ち

度ど

食た

べ
て
胃い

に
入は

い

っ
た
も
の
を
口く

ち

か
ら
吐は

き
も
ど
す
こ

と
。
ま
た
、
そ
の
吐は

い
た
も
の
。

＊
ゝ
…
踊お

ど

り
字じ

。
前ま

え

の
ひ
ら
が
な
を
繰く

り
返か

え

す
符ふ

号ご
う

。「
こ
ゝ
ろ
」で「
こ

こ
ろ
」
と
読よ

む
。

＊
な
…
も
と
の
字じ

は
「
奈
」。

●①
●②

A

 

問
題
2 		

B
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。

▲
秋あ

き

の
空そ

ら
ト

　

か
け
て

■
の
ぞ
き

こ
ゝ
ろ
は

　

●
ぢ＊

き＊

に＊

③

④

＊
き
…
も
と
の
字じ

は
「
起
」。

＊
ぢ
き
に
…
じ
き
に
（
直
に
）。
時じ

間か
ん

が
た
た
な
い
う
ち
に
。

＊
に
…
も
と
の
字じ

は
「
尓
」。

●③

●④

B
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初
級

年　

 
 

組　

 
 

番

名前

点

 

問
題
3 		
C
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。（
注
意

：

広ひろ
い
マ
ス
は
漢かん
字じ
と
ふ
り
が
な
で
す
）

▲
あ＊

つ
も
り
の　
　
　
　
　
　

 　

   

ト

　

か
け
て

■
ち
り
し
花は

な

心
は

●
　
　
　
　
　

の
こ
る

⑥

＊
あ
つ
も
り
…
平た

い
ら
の
あ
つ
も
り

敦
盛
。『
平へ

い

家け

物も
の

語が
た
り』

で
源げ

ん

氏じ

の
武ぶ

将し
ょ
う

熊く
ま

谷が
い

直な
お

実ざ
ね

に
討う

た
れ
た
話は

な
し

は
有ゆ

う

名め
い

。

昔む
か
しの

謎な
ぞ

か
け
を
読よ

ん
で
み
よ
う
！
②

⑤

●⑤

●⑥
C

 

問
題
4 		

Ｄ
の
図ず

を
見み

て
、
空く

う

欄ら
ん

の
字じ

を
埋う

め
て
み
よ
う
。（
注
意

：
広ひろ
い
マ
ス
は
漢かん
字じ
と
ふ
り
が
な
で
す
）

▲
夕ゆ

ふ

立だ
ち

や
田た

を

　
　

見み

廻め
ぐ

り
の＊

ト

　
　
　
　
　
　
　

か
け
て

■　
　
　
　
　

  

辺べ

の

　
　
　
　
　
　

  

色い
ろ

事ご
と

心
は

●　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る

⑦⑧

＊
夕
立
や
田
を
見
廻
り
の
…
「
夕
立
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神
な
ら
ば
」。

宝た
か
ら
い井

其き

角か
く

の
句く

。
其
角
が
三み

め
ぐ
り囲

神じ
ん

社じ
ゃ

に
立た

ち
寄よ

り
、
発ほ

句っ
く

を
捧さ

さ

げ
た

と
こ
ろ
、
雨あ

め

が
降ふ

り
出だ

し
た
と
い
う
伝で

ん

説せ
つ

が
あ
る
。

D●⑦●⑧

D
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教えるための手引き

解
答

問
題
1：
①
「
ゆ
う
れ
い
（
由
宇
連
以
）」、②
「
は
い
た
（
者
以
多
）」。

 
「
▲
金
の
下
駄
と
か
け
て
、
■
ゆ
う
れ
い
の
へ
ど
、
こ

こ
ろ
は
、
●
は
い
た
事
な
い
」

問
題
2：
③
「
か
ら
く
り
（
可
良
久
利
）」、④
「
か
わ
る
（
可
王
留
）」。

 

「
▲
秋
の
空
と
か
け
て
、
■
の
ぞ
き
か
ら
く
り
、
こ
こ

ろ
は
、
ぢ
き
に
か
わ
る
」

問
題
３：⑤
「
か
た
み
（
可
多
三
）」、⑥
「
青
葉
（
あ
を
ば・安
遠
八
）」。

 

「
▲
あ
つ
も
り
の
か
た
み
と
か
け
て
、
■
ち
り
し
花
、

心
は
、
●
青
葉
の
こ
る
」

問
題
４
：
⑦
「
は
ま
（
者
満
）」、
④
「
あ
ま
恋
（
こ
ひ
・
己
比
）」。

 

「
▲
夕ゆ
ふ

立だ
ち

や
田た

を
見
廻
り
の
と
か
け
て
、
■
は
ま
辺
の

色
事
、
心
は
、
●
あ
ま
恋こ
ひ
を
す
る
」

教
材
に
つ
い
て

ね
ら
い
：
く
ず
し
字
を
学
び
な
が
ら
、
当
時
の
社
会
・
生
活
や
古

典
の
あ
り
方
、
遊
び
を
知
る
。

時
間
配
分：ト
ー
タ
ル
45
分
。
授
業
時
間：5
分（
く
ず
し
字
の
説
明
）

問
題
を
解
く
時
間
：
20
分
（
問
題
1
・
2
）、
20
分
（
問

題
3
・
4
）

対
象
教
科
： 

国
語
、
社
会
、
書
写
・
書
道

問
題
解
説

　
今
回
扱
っ
た
問
題
は
昔
の
謎
か
け
で
す
。
謎
掛
け
は
言
葉
遊
び

の
一
種
、
出
典
の
本
で
は
、
▲
で
謎
を
掛
け
て
■
で
解
き
、
●
で

両
者
の
共
通
点
を
説
き
ま
す
。「
〜
と
か
け
て
〜
と
と
く
、
そ
の

心
は
？
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
有
名
で
す
ね
。

 

問
題
1 　
問
題
1
は
ま
ず
、「
金き
ん

の
下げ

駄た

」
と
か
け
ま
す
。
金

で
で
き
た
下
駄
、
あ
り
え
な
い
で
す
よ
ね
、
現
代
だ
と
金
で
靴
を

作
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
は
何
と
解
く
の
か
。
ヒ
ン
ト
に
な
る

の
が
絵
で
す
。
三
角
巾
を
頭
に
付
け
て
い
て
、
足
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
、①
は
「
ゆ
う
れ
い
（
幽
霊
）」
が
正
解
で
す
。「
う
」
と
「
い
」

は
普
段
使
用
し
て
い
る
ひ
ら
が
な
と
同
じ
形
で
す
ね
。「
ゆ
」
は

も
と
に
な
っ
た
漢
字
は
現
代
の
字
と
同
じ
「
由
」
で
す
。
し
か
し
、

く
ず
し
字
で
は
最
後
の
一
画
が
雷
（

）
の
よ
う
に
書
か
れ
る

形
が
多
い
で
す
。
次
に
、「
れ
」
は
「
連
」
と
い
う
漢
字
が
も
と

で
す
（
現
代
の
字
は
「
礼
」
が
も
と
で
す
）。
通
し
て
読
む
と
幽
霊
の

へ
ど
（
反
吐
）
と
な
り
ま
す
。
で
は
、
金
の
下
駄
と
幽
霊
の
反
吐

の
共
通
点
は
何
で
し
ょ
う
。
②
の
正
解
は「
は
い
た
」で
す
。「
は
」

は
「
者
」
が
も
と
の
字
で
す
。
漢
文
で
「
者
」
を
「
は
」
と
読
ん

覗
き
の
箱
は
忠
実
に
描
か
れ
て
お
り
、
箱
の
前
に
あ
る
穴
か
ら
中

の
絵
を
覗
く
子
ど
も
や
、
傍
に
口こ
う

上じ
ょ
う
人に
ん

（
興
行
な
ど
で
、
題
、
役
割
、

出
演
者
な
ど
を
紹
介
す
る
人
）
が
い
る
様
子
か
ら
も
、
覗
き
か
ら
く

り
と
知
れ
ま
す
。で
は
秋
の
空
と
の
共
通
点
は
何
で
し
ょ
う
。「
ぢ

き
に
」
は
「
じ
き
に
」
で
す
。
昔
は
音
が
合
え
ば
よ
い
面
が
あ
り

ま
し
た
。
④
の
一
字
目
は
先
に
出
て
き
た
「
か
（
可
）」、
次
の
字

は
「
王
」
が
も
と
の
字
の
「
わ
」
で
す
。
王
は
ワ
ン
と
読
ん
だ
り

し
ま
す
ね
。「
る
」
の
も
と
の
字
は
「
留
」、
こ
れ
も
現
代
の
字
と

も
と
は
同
じ
で
す
が
、
一
画
目
が
省
略
、
小
さ
め
に
書
か
れ
る
こ

と
が
多
い
で
す
。
通
し
て
読
む
と
「
直
に
か
わ
る
」
と
な
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
問
題
2
は
、
天
気
が
コ
ロ
コ
ロ
と
変
わ
り
や
す
い
秋
の

空
（
愛
情
が
変
わ
り
や
す
い
こ
と
を
「
男
（
女
）
心
と
秋
の
空
」
と
言
っ

た
り
し
ま
す
ね
）
と
、
中
の
絵
を
ど
ん
ど
ん
と
転
換
さ
せ
る
見
世

物
「
覗
き
か
ら
く
り
」
の
共
通
点
と
し
て
、共
に
「
直
に
変
わ
る
」

と
い
う
事
象
を
説
く
わ
け
で
す
ね
。

 

問
題
3 　
問
題
３
。「
あ
つ
も
り
の
か
た
み
」
と
か
け
ま
す
。
あ

つ
も
り
と
は
平
た
い
ら
の
敦あ
つ
盛も
り
の
こ
と
。『
平へ
い
家け

物も
の
語が
た
り』
で
戦
の
前
夜
に
笛

を
吹
い
て
い
た
風
流
な
若
者
の
武
士
で
、
源
氏
の
熊く
ま
谷が
い
次じ

郎ろ
う
直な
お
実ざ
ね

に
討
た
れ
た
こ
と
で
有
名
で
す
ね
。
⑤
の「
か
」は
可
、「
た
」は
多
、

だ
り
し
ま
す
ね
。「
た
」
の
も
と
の
字
は
「
多
」、「
さ
」
の
横
線

が
な
い
形
と
認
識
す
る
と
覚
え
や
す
い
で
す
。通
し
て
読
む
と「
は

い
た
事
な
い
」
と
な
り
ま
す
。

　
金
で
作
ら
れ
た
下
駄
を
履
く
か
、
幽
霊
が
食
事
を
し
て
食
べ
た

も
の
を
吐
く
か
、「
は
か
な
い
」
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
問
題
1
は
、

金
の
下
駄
も
幽
霊
の
反
吐
も
「
履
い
た
・
吐
い
た
」
事
が
な
い
、

と
同
音
異
義
語
を
共
通
点
と
す
る
わ
け
で
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
絵

で
幽
霊
が
吐
い
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
人
魂
で
し
ょ
う
か
。
当
時

の
幽
霊
観
が
伺
え
て
面
白
い
で
す
ね
。

 

問
題
2 　
問
題
2
。
ま
ず
「
秋あ
き
の
空そ
ら
」
と
か
け
ま
す
。
移
ろ
い

や
す
い
秋
の
空
を
何
と
解
く
の
か
。
③
の
初
め
の
字
は
も
と
の
字

が
「
可
」
の
「
か
」、
直
前
の
「
か
け
て
」
と
同
じ
形
で
す
。
次

の
「
ら
」
は
現
代
と
同
じ
「
良
」
が
も
と
の
字
で
す
が
、
一
画
目

の
点
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。「
く
り
」
は
現
代
と
同

じ
字
で
す
。
■
を
通
し
て
読
む
と
「
の
ぞ
き
か
ら
く
り
」
と
な
り

ま
す
。
覗
き
か
ら
く
り
は
「
箱
の
中
に
、
物
語
の
筋
に
応
じ
た
幾

枚
か
の
絵
を
入
れ
て
お
き
、
こ
れ
を
順
次
に
転
換
さ
せ
、
箱
の
前

方
の
眼
鏡
を
通
し
て
覗
か
せ
る
」（『
広
辞
苑
』）
見
世
物
で
、
大
変

人
気
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
も
絵
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
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教えるための手引き

「
み
」
は
三
が
字
母
で
す
。「
か
た
み
」
は
形
見
の
こ
と
、『
平
家

物
語
』
に
直
実
が
敦
盛
を
討
っ
た
後
、
笛
を
見
つ
け
る
と
い
う
場

面
が
描
か
れ
る
よ
う
に
、
挿
絵
を
見
て
も
手
に
笛
を
持
っ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
形
見
と
は
こ
の
笛
を
指
し
ま
す
。
そ
し
て
、「
ち

り
し
花
」、
こ
れ
は
散
っ
た
花
と
い
う
意
味
で
す
。
で
は
何
と
解

く
の
か
、
⑥
は
漢
字
で
読
み
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

ふ
り
が
な
を
見
て
推
測
し
ま
す
。
ふ
り
が
な
に
は「
あ（
安
）」、「
を

（
遠
）」、「
ば
（
八
に
濁
点
）」
と
あ
る
の
で
、「
青
葉
」
と
想
像
で
き
、

「
青あ
を
葉ば

の
こ
る
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
お
花
見
の
季
節
を
終
え
て

花
が
散
っ
た
後
、
木
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
、
葉
が
青
々
と
し

て
、
青
葉
が
残
る
様
子
が
思
い
浮
か
び
ま
す
ね
。
で
は
、
こ
の
青

葉
と
敦
盛
の
笛
は
ど
う
関
わ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
平
敦
盛
の

笛
の
名
称
が
「
青
葉
の
笛
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。『
平
家
物
語
』

の
本
文
に
は
出
て
来
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
謡
曲
「
敦
盛
」
や
江
戸

時
代
の
歌
舞
伎
『
一い
ち
の
た
に
ふ
た
ば
ぐ
ん
き

谷
嫩
軍
記
』
な
ど
で
は
、
敦
盛
の
笛
の
名
前

が
「
青
葉
」
で
す
。
江
戸
時
代
の
人
々
は
、原
作
の
『
平
家
物
語
』

か
ら
よ
り
も
演
劇
な
ど
か
ら
そ
の
伝
承
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
現

代
の
感
覚
で
言
う
と
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で
内
容
を
知
っ
た
、

と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

　
つ
ま
り
、敦
盛
の
形
見
と
し
て
「
遺
」
っ
た
の
が
「
青
葉
の
笛
」

で
、
花
が
散
っ
た
後
に
「
残
」
る
の
が
「
青
葉
」
と
い
う
わ
け
で

す
。
一
方
は
笛
の
名
前
、
も
う
一
方
は
実
際
の
青
々
と
し
た
葉
な

わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
敦
盛
の
笛
の
名
前
を
知
ら
な
け
れ
ば
解
け

ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
の
人
々
が
演
劇
を
通
し
て
、
敦
盛
が
遺
し
た

笛
の
名
前
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

 

問
題
４ 　
問
題
４
の
か
け
る
こ
と
ば
は
、
少
し
難
し
い
で
す
。

「
夕ゆ
ふ
立だ
ち
や
田た

を
見み

廻め
ぐ
り
の
」
と
か
け
る
、
こ
れ
だ
け
だ
と
な
か
な

か
意
味
が
通
じ
ま
せ
ん
よ
ね
。
実
は
こ
の
「
夕
立
や
」
は
注
に

も
あ
る
通
り
、「
夕
立
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神
な
ら
ば
」
と
い
う

宝た
か
ら
い井
其き

角か
く
と
い
う
俳
人
の
句
で
す
。
其
角
は
芭ば
し
よ
う蕉
の
門
人
で
蕉
門

の
筆
頭
と
目
さ
れ
た
人
物
で
し
た
。
こ
の
其
角
の
句
の
一
部
が
掛

け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
何
と
解
か
れ
て
い
る
の
か
、

⑦
は
「
は
（
者
）」
と
「
ま
（
満
）」
で
す
。
続
け
て
読
む
と
「
は

ま
辺べ

の
色い
ろ
事ご
と
」
と
な
り
ま
す
。
漢
字
で
書
く
と
「
浜
辺
の
色
事
」、

挿
絵
に
も
浜
辺
で
紙
を
持
つ
女
性
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、「
色

事
」
は
男
女
間
の
恋
愛
の
意
味
で
す
か
ら
、
紙
は
恋ラ
ブ
レ
タ
ー文で

し
ょ
う
。

で
は
、
其
角
の
句
と
浜
辺
の
女
性
の
恋
愛
と
が
ど
う
関
わ
る
の
で

し
ょ
う
か
。
⑧
は
現
代
の
ひ
ら
が
な
と
字
母
は
同
じ
で
す
。
漢
字

と
共
に
連れ

ん
綿め
ん
体た
い
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
読
み
に
く
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
⑧
は
「
あ
ま
恋
（
こ
ひ
）」
で
す
。
続
け
て
読
む
と
「
あ

ま
恋こ
ひ

を
す
る
」
と
な
り
ま
す
。
浜
辺
の
女
性
と
い
え
ば
「
海
女

（
あ
ま
）」
さ
ん
で
す
ね
。
二
〇
一
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
『
あ
ま
ち
ゃ

ん
』
が
放
映
さ
れ
ま
し
た
が
、
海
女
さ
ん
は
海
に
潜
っ
て
貝
や
海

藻
を
採
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る
女
性
で
す
ね
。「
海
女
、
恋
を
す

る
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
一
方
、
其
角
の
句
が
ど
う
関
わ
る
か
と

言
い
ま
す
と
、こ
の
句
は
『
五ご

元げ
ん

集し
ゅ
う』（

延え
ん

享き
ょ
う
四
年
〔
一
七
四
七
〕
刊
）

と
い
う
俳
諧
集
に
収
録
さ
れ
、
日
照
り
続
き
の
あ
る
時
、
三み
め
ぐ
り囲
神

社
で
「
請
し
ょ
う
雨う

の
祈
願
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
其
角
が
句
を
詠
む
と

雨
が
降
っ
た
と
記
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、こ
の
句
は
「
雨あ
ま

乞ご

い
」

の
句
で
あ
り
、「
海
女
が
恋
を
す
る
」
と
「
雨
乞
い
を
す
る
」
と

が
掛
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　
こ
の
問
題
も
問
題
３
と
同
様
に
、
其
角
の
句
に
つ
い
て
知
っ
て

い
な
け
れ
ば
ま
ず
解
け
な
い
謎
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
其
角
の
句

の
一
部
を
聞
け
ば
即
座
に
「
雨
乞
い
」
と
わ
か
る
素
地
が
、
江
戸

時
代
の
庶
民
に
備
わ
っ
て
い
た
と
、
こ
の
謎
か
ら
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
其
角
の
雨
乞
い
の
句
と
海
辺
の
恋
愛
の
共
通
点

と
し
て
、「
あ
ま
こ
ひ
」
と
い
う
こ
と
ば
を
選
択
す
る
と
こ
ろ
に
、

江
戸
時
代
の
人
々
の
文
学
へ
の
身
近
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
謎
か
け
は
『
新
撰
な
ぞ
づ
く
し
』
と
い
う
本
に
も

見
ら
れ
ま
す
（「
夕
立
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神
な
ら
ば
、
と
か
け
て
、
海

べ
の
い
ろ
ご
と
、
と
と
く
。
心
は
、
あ
ま
ご
ひ
を
す
る
」）。

教
材
解
説

　
本
書
は
『
謎な
ぞ

解と
き

説わ
け

秘ひ

伝で
ん

』（
底て
い

本ほ
ん

は
三
宅
宏
幸
所
蔵
本
）
と
題
さ

れ
た
近
世
後
期
か
ら
明
治
あ
た
り
に
出
版
さ
れ
た
本
で
す
。
全

二
〇
頁
、
一
頁
に
つ
き
四
つ
、
総
計
で
全
八
〇
の
謎
が
掲
載
さ
れ

ま
す
。
当
時
の
社
会
や
生
活
の
知
識
を
題
材
と
し
た
も
の
だ
け
で

な
く
、
古
典
の
知
識
を
踏
ま
え
た
謎
か
け
も
収
め
ら
れ
ま
す
。

（
担
当
：
三
宅
宏
幸
）

『新撰なぞづくし』の一部
国文学研究資料館蔵

（DOI：10.20730/200012624）
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おわりに ── 未来を切り拓く古典教材へ

お
わ
り
に
─
─
未
来
を
切
り
拓
く
古
典
教
材
へ

山
田
和
人
（
同
志
社
大
学
）

最
後
に
、
本
書
の
母
体
と
な
っ
た
研
究
会
と
そ
の
活
動
に
つ
い
て
、
本
書
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
、
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

活
動
に
つ
い
て

古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
・
コ
テ
キ
リ
の
会
（
古
典
教
材
の
未
来
を
切
り
拓
く
！
研
究
会
）
は
、
教
育
の
現
場
か
ら
古
典
教
育
・
古
典

教
材
の
あ
り
方
を
問
い
直
す
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育
現
場
に
偏
在
す
る
実
践
知
を
み
な
で
共
有
す
る
こ
と
で
、
未
来

を
切
り
拓
く
古
典
教
育
・
古
典
教
材
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
ま
す
。

活
動
は
、
二
〇
二
〇
年
度
に
科
研
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
く
ず
し
字
や
和
本
を
用
い
た
新
し
い
古
典
教
材
の
開
発

に
関
す
る
実
践
的
研
究
」（
代
表
者　

山
田
和
人
）
を
ベ
ー
ス
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
二
〇
二
〇
年
九
月
に
コ
テ
キ
リ
の
会
を
立
ち
上
げ
、

二
〇
二
一
年
一
月
に
同
志
社
大
学
古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
あ
と
は
、
春
と
秋
の
二
回
、
研
究
集
会
と
研
究
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

古
典
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
大
学
な
ど
、
校
種
を
超
え
た
意
見
交
換
の
場
を
作

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
践
し
て
い
る
、
学
習
者
の
古
典
へ
の
興
味
や
関
心
を
喚
起
す
る
教
材
開
発
や
授
業
の
方
法
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し

て
き
ま
し
た
。
教
員
だ
け
で
は
な
く
、図
書
館
司
書
や
美
術
館
・
博
物
館
学
芸
員
に
よ
る
古
典
へ
の
興
味
を
引
き
出
す
取
り
組
み
も
紹
介
し
、

書
写
な
ど
教
科
を
超
え
た
担
当
者
の
報
告
も
交
え
て
き
ま
し
た
。
現
代
の
古
典
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
何
な
の
か
。
古
典
と
現

代
を
つ
な
げ
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
教
材
や
授
業
実
践
の
あ
り
方
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
活
動
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
が
本
書
で
す
。

本
書
成
立
に
い
た
る
ま
で

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
対
応
し
つ
つ
、
教
科
書
の
あ
り
方
の
変
化
を
も
見
据
え
た
意
見
交
換
こ
そ
必
要
で
あ
り
、
現
代
の
古
典
教
育

の
現
状
を
離
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
議
論
は
始
ま
り
ま
せ
ん
。
議
論
の
中
で
、
現
代
の
古
典
教
育
に
は
、
古
典
の
魅
力
を
伝
え
て
い
く
た
め

の
新
し
い
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
教
科
書
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
古
典
教
材
を
開
発
し
、
そ
れ
を
共
有
し
た

り
、
交
換
し
た
り
す
る
こ
と
や
、
実
際
の
教
育
現
場
で
使
用
で
き
る
古
典
教
材
と
、
そ
れ
を
活
用
し
た
授
業
実
践
を
共
有
で
き
る
教
育
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
構
築
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
、
古
典
教
育
へ
の
新
し
い
切
り
口
と
し
て
、
和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
新
し
い
教
材
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

新
学
習
指
導
要
領
に
記
さ
れ
た
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」、「
言
葉
の
由
来
や
変
化
」
に
も
通
じ
る
、
和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
古
典
教

育
を
セ
ン
タ
ー
で
は
実
践
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

和
本
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
未
知
と
の
遭
遇
の
場
で
あ
り
、
何
が
始
ま
る
の
か
と
い
う
期
待
感
を
抱
か
せ
ま
す
。
読
む
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
だ
け
が
問
題
で
は
な
く
、
現
代
の
書
籍
と
は
違
う
和
本
の
質
感
や
形
態
も
含
め
た
多
様
性
に
ふ
れ
る
こ
と
で
直
観
的
に
先

人
の
知
恵
に
気
づ
き
ま
す
。
こ
の
存
在
感
は
圧
倒
的
で
す
。
和
本
を
使
っ
た
出
前
授
業
な
ど
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
様
子
が
い
き
い
き
と

し
て
実
に
面
白
い
も
の
で
す
。

和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
出
前
授
業
で
は
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
普
段
見
た
り
、

ふ
れ
た
り
で
き
な
い
古
典
籍
の
リ
ア
ル
さ
を
実
感
し
な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ
で
の
解
読
と
読
解
を
多
角
的
・
多
層
的
に
展
開
さ
せ
て
い
ま

す
。
未
知
の
世
界
を
垣
間
見
る
体
験
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
、
く
ず
し
字
を
メ
ン
バ
ー
と
協
働
し
て
解
き
明
か
し
て
い
く
喜

び
が
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
深
い
学
習
を
も
た
ら
す
こ
と
を
実
感
で
き
ま
す
。
自
分
自
身
の
修
得
し
た
知
識
や
ス
キ
ル
を
活
か
し
て
、
く
ず
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し
字
の
解
読
・
読
解
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
学
習
者
の
主
体
性
や
協
調
性
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
和

本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
授
業
は
、
新
学
習
指
導
要
領
で
も
推
奨
さ
れ
て
い
る
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ

り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
最
適
の
教
材
と
も
言
え
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
和
本
や
く
ず
し
字
に
関
心
の
あ
る
授
業
者
が
取
り
組
も
う
と
し
て
も
、
教
材
と
し
て
使
用
で
き
る
和
本
が
な
け
れ
ば
、

実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
和
本
を
教
室
で
使
用
で
き
る
貸
出
シ
ス
テ
ム
が
あ
れ
ば
、
学
習
者
が
和
本
に
直
接
ふ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
古
典
と
の
距
離
感
を
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
古
典
教
材
開

発
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
「
和
本
バ
ン
ク
」
と
し
て
、
和
本
の
収
集
・
整
備
・
貸
出
シ
ス
テ
ム
の
試
験
運
用
を
始
め
ま
し
た
。
和
本
バ
ン
ク

を
活
か
す
た
め
に
は
和
本
に
関
す
る
基
礎
知
識
を
要
領
よ
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
取
扱
説
明
書
の
よ
う
な
解
説
も
必
要
で
し
ょ
う
。
和
本

や
く
ず
し
字
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
っ
て
い
な
い
授
業
者
に
も
試
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
本
書
に
も
そ
の
一
端
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
近
年
、
国
文
学
研
究
資
料
館
、
国
立
国
会
図
書
館
、
早
稲
田
大
学
、
立
命
館
大
学
Ａ
Ｒ
Ｃ
な
ど
が
古
典
籍
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
を

積
極
的
に
公
開
し
て
お
り
、
画
像
デ
ー
タ
の
教
育
利
用
の
可
能
性
が
飛
躍
的
に
拡
が
り
ま
し
た
。
そ
の
上
、
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ

Ｋ
ｕ
Ｌ
Ａ
や
Ａ
Ｉ
く
ず
し
字
認
識
ア
プ
リ
「
み
を
」
な
ど
が
学
習
支
援
ツ
ー
ル
と
し
て
後
押
し
し
て
く
れ
ま
す
。
Ａ
Ｉ
認
識
の
精
度
が
上

が
る
ほ
ど
、
使
え
る
教
材
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
フ
ィ
ー
ル
ド
が
拡
が
る
と
と
も
に
、
古
典
の
言
語
文
化
の
裾
野
を
拡
げ
る
こ
と
に
も
貢
献
で

き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
Ａ
Ｉ
任
せ
に
な
っ
て
く
ず
し
字
学
習
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
方
も
お

ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
む
し
ろ
、
Ａ
Ｉ
を
適
切
に
使
う
こ
と
で
、
世
界
が
拡
が
り
、
多
様
な
価
値
観
と
出
逢
う
こ
と
が
で
き
る
教

育
効
果
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
Ａ
Ｉ
技
術
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
新
し
い
言
語
文
化
の
教
育
を
切
り
拓
く

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
Ａ
Ｉ
認
識
に
よ
る
解
読
は
、
学
習
者
の
読
解
の
力
を
強
化
も
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
学
習
者

に
生
涯
学
び
続
け
る
勇
気
と
希
望
を
与
え
て
く
れ
る
方
が
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
活
用
し
て
教
材
を
作
る
の
は
、
多
忙
を
き
わ
め
る
教
育
現
場
で
は
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
の
が
現
実
で

す
。
そ
こ
で
セ
ン
タ
ー
で
は
、
授
業
者
が
く
ず
し
字
教
材
に
関
心
を
持
っ
た
際
に
、
授
業
の
流
れ
に
応
じ
て
比
較
的
短
い
時
間
で
学
習
で

き
る
教
材
、
学
習
者
の
学
習
環
境
に
応
じ
て
選
択
で
き
る
多
様
な
教
材
を
提
供
・
共
有
で
き
な
い
か
検
討
し
は
じ
め
ま
し
た
。

日
本
語
教
育
の
分
野
で
は
こ
う
し
た
教
材
を
モ
ジ
ュ
ー
ル
教
材
と
捉
え
、
教
科
書
の
よ
う
な
学
習
の
ス
テ
ッ
プ
を
重
視
す
る
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
か
ら
独
立
し
た
、
柔
軟
な
学
習
教
材
を
開
発
し
て
い
ま
す
。「
通
常
の
教
科
書
が
順
序
を
無
視
し
て
使
う
の
が
難
し
い
の
に
対
し
て
、

学
習
者
の
ニ
ー
ズ
が
新
た
に
生
起
し
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
そ
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
形
の
活
動
を
実
施
す
る
よ
う
な
使
い
方
を
可
能
」

（
岡
崎
敏
雄
『
日
本
語
教
育
の
教
材
』
ア
ル
ク
、
一
九
八
九
年
）
に
す
る
教
材
と
し
て
流
通
し
て
い
ま
す
。

く
ず
し
字
や
古
典
籍
を
使
用
し
た
古
典
教
材
を
、
一
〇
分
、
二
〇
分
、
三
〇
分
単
位
ぐ
ら
い
の
所
要
時
間
を
意
識
し
て
開
発
し
て
い
く

と
、
授
業
の
中
で
自
由
に
使
用
で
き
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
四
〇
～
五
〇
分
授
業
を
単
位
と
し
て
教
科
書
や
指
導
書
の
多
く
は
作

成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
何
か
新
し
い
試
み
を
通
常
授
業
に
組
み
込
む
場
合
は
、
使
用
す
る
局
面
に
応
じ
て
最
適
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
教
材
を
選

択
す
る
こ
と
で
、
授
業
の
流
れ
を
阻
害
し
な
い
、
む
し
ろ
、
そ
の
流
れ
を
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
演
出
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
し

た
教
材
提
供
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
で
、
学
校
の
授
業
で
実
際
に
利
用
で
き
る
教
材
と
な
る
可
能
性
が
出
て
く
る
と
考
え
ま
し
た
。
国

語
教
育
に
と
ど
ま
ら
ず
、
書
写
、
美
術
、
図
工
、
理
科
、
数
学
、
体
育
な
ど
の
教
科
に
お
い
て
も
、
多
様
な
古
典
に
親
し
む
こ
と
が
で
き

る
機
会
を
提
供
で
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
う
し
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
教
材
を
提
供
す
る
「
教
材
デ
ー
タ
バ
ン
ク
」
か
ら
、
授
業
者
が
自
由
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
授
業
で
使

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
た
め
本
書
は
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ
ス
に
し
て
、
誰
も
が
自
由
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
生
涯
学
習
や
海
外
の
教
育
現
場
で
の
利
用
も
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。
古
典
の
魅
力
を
多
面
的
、
多
層
的
に

伝
え
ら
れ
る
「
教
材
デ
ー
タ
バ
ン
ク
」
が
夢
物
語
で
は
な
く
、
実
際
に
運
用
で
き
る
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
授
業
者
だ
け
で

な
く
、
古
典
へ
の
興
味
や
関
心
を
持
っ
た
学
習
者
が
ア
ク
セ
ス
し
て
、
古
典
へ
の
理
解
や
鑑
賞
に
取
り
組
む
と
い
っ
た
よ
う
な
、
学
び
の

可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
れ
ば
将
来
の
日
本
文
化
の
継
承
者
を
育
成
す
る
こ
と
に
も
つ
な
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おわりに ── 未来を切り拓く古典教材へ

が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
近
世
文
学
会
の
出
前
授
業

「
教
材
デ
ー
タ
バ
ン
ク
」
に
お
い
て
古
典
教
材
が
共
有
さ
れ
、
利
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
古
典
教
育
の
現
場
が
活
性
化
す
る

可
能
性
も
拡
が
り
ま
す
。
ま
た
、
教
育
現
場
で
こ
う
し
た
和
本
や
く
ず
し
字
を
使
っ
た
授
業
を
現
場
の
教
員
だ
け
で
実
施
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
授
業
時
間
外
の
学
習
に
お
い
て
、
学
校
外
の
授
業
者
の
支
援
を
求
め
る
こ
と
も
一
つ

の
や
り
方
か
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
日
本
近
世
文
学
会
で
は
学
会
独
自
に
「
出
前
授
業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
（
74
頁
参
照
）。
古
典
籍
の
専
門
家
が
和
本
や
く
ず
し

字
の
プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
、
関
連
経
費
は
学
会
が
提
供
し
て
い
ま
す
。「
新
学
習
指
導
要
領
」
で
も
「
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
」
の

必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
社
会
と
の
連
携
及
び
協
働
を
目
指
す
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
う
し
た
出
前
授

業
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
の
も
現
場
の
負
担
軽
減
や
、
古
典
の
深
さ
を
伝
え
る
一
つ
の
方
法
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

古
典
は
過
去
・
現
在
・
未
来
を
自
由
に
行
き
来
で
き
る
タ
イ
ム
マ
シ
ン

本
来
、
古
典
や
古
典
籍
は
過
去
・
現
在
・
未
来
を
つ
な
ぐ
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
で
あ
り
、
自
由
に
往
き
来
で
き
る
タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
も
あ

る
と
言
え
ま
す
。
広
い
意
味
で
わ
れ
わ
れ
の
文
化
遺
産
で
あ
り
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
人
類
の
共
有
す
べ
き
（
し
た
く
な
る
）
世
界
遺
産
だ
と

私
は
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
文
化
遺
産
を
文
化
資
源
と
し
て
活
か
し
て
い
く
こ
と
で
、
従
来
の
枠
組
み
を
超
え
た
、
新
し
い
文
化
遺

産
を
生
み
出
す
可
能
性
が
生
ま
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
古
典
は
、
日
本
と
海
外
、
学
校
と
地
域
、
社
会
と
教
育
、
あ
る
い
は
研
究
と

教
育
を
つ
な
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
も
あ
り
、
生
涯
を
通
し
て
学
び
続
け
る
喜
び
を
生
み
出
し
て
く
れ
る
磁
場
の
よ
う
な
も

の
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

古
典
教
材
は
使
用
さ
れ
て
初
め
て
意
味
の
あ
る
文
化
資
源
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

本
書
に
よ
っ
て
、
専
門
性
と
汎
用
性
を
併
せ
持
っ
た
、
授
業
者
や
学
習
者
の
興
味
関
心
に
共
鳴
す
る
教
育
力
を
持
っ
た
、
過
去
・
現
在
・

未
来
を
つ
な
ぐ
古
典
の
教
材
性
を
問
い
直
す
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
何
よ
り
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
古
典
教
育
実
践
か
ら
浮
か
び
上
が
る
、
現
代
に
接
続
可
能
な
古
典
の
世
界
の
多
様
な
魅
力
や
、
和
本
や
く
ず
し
字
が
本
来

持
っ
て
い
る
教
育
力
＝
教
材
性
を
掘
り
起
こ
し
提
示
し
て
い
く
こ
と
で
、
新
し
い
古
典
教
育
へ
の
可
能
性
を
切
り
拓
く
き
っ
か
け
に
で
き

れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
（
こ
れ
も
面
白
い
な
と
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
）。

最
後
に
本
書
を
手
に
取
っ
た
読
者
が
、
自
分
も
や
っ
て
み
た
い
、
自
分
に
も
で
き
そ
う
だ
と
実
感
し
て
、
授
業
実
践
に
役
立
て
て
も
ら

え
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
読
者
に
寄
り
添
い
続
け
る
書
籍
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
ま
す
。

研
究
会
も
ま
だ
続
き
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
の
参
加
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
２
０
Ｋ
０
０
３
２
６
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
責
任
編
集
者
の
掲
載
順
は
、
研
究
代
表
者
の

山
田
和
人
を
最
初
に
し
、
加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
に
つ
い
て
は
五
十
音
順
で
す
。
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附録・くずし字一覧表 く
ず
し
字
一
覧
表

■
は
現
在
の
ひ
ら
が
な
の
字じ

母ぼ

（
元
に
な
っ
た
漢
字
）

あ
安

 

阿

い
以

う
宇

え
衣

 
江

お
於

か
加

 

閑

可
き
幾支

 

起

く
久 

  

具
け

計

希

介遣気
（
氣
）

こ
己

 

古

さ
左

佐

し
之

 

志
す

寸

  

春

 

須

 

寿

せ
世勢

そ
曽

 

楚

 

所

た
太

多

 

堂
ち
知

　

つ
川

 

徒

津
て
天

 

帝

と
止登

 

な
奈那

に
仁

 

丹

　

尓
（
爾
）

耳
ぬ
奴

 

怒
ね
祢
（
禰
）

年
の

乃

   

能農
は

波

八

盤者
ひ

比

　

  

飛日

 

悲

ふ
不布

 

婦

へ
部

   

遍
ほ
保

　

本
ま

末

　

万

　

満
み
美

 

見

三

む
武無

 

舞

め
女

免

も
毛

 

裳
や
也

屋

ゆ
由遊

よ
与

ら
良

  

羅
り
利里

梨

る
留

 

類流

累

れ
礼
（
禮
）

 

連
ろ
呂

　

   

路
わ
和

 
王

ゐ
為井

ゑ
恵

　

衛
を

遠

　

  

越

　
　

乎
ん
无

合ご
う

字じ

こ
と 

 

踊お
ど

り
字じ

ゝ

 

　
　
　
　
　

  

＊
同
一
文
字
の
繰
り
返
し

〳
〵 

　
　
＊
同
一
語
句
の
繰
り
返
し　



● 現古絵合わせカルタは、同志社大学 2021 年度プロジェクト科目「教科書

に載っていない古典の魅力を探るくずし字教材の開発と実践」（担当：山田

和人）メンバーが発案・開発した、カード型の新しいくずし字学習教材です。
● 書写や国語の授業の補助教材として学校現場で使用できるのはもちろん、

ゲーム感覚で、いつでも誰でも気軽に学習ができます。
● くずし字や古典の世界に馴染みがなくても大丈夫 ! 使い方は簡単です。さ

あ、新しい言語に触れるような気持ちで、一緒に始めてみませんか

対象年齢：小学校高学年〜
人数　　：6人程度（1人でも学習できるが、グループ学習を推奨）
到達目標：くずし字や古典の世界に興味を持てるようになること。「多くの字
を読めるようになる」ことではなく、「昔の文字に親しむ」ことを重視する。
セット内容（学習者の人数に合わせてコピーすること）：
・イラストカード 10 枚　　　　　　　・文字カード 10 枚
・フェイクカード（文字のみ）　6枚　　くずし字一覧表（本書付録）

あ
ま
び
え

安
満
比
衣

現古絵合わせカルタ

イラスト＆文字カードと解答

か
っ
ぱ

可
川
盤

す
し

春
志

と
な
り
の
け
も
の

止
那
利
乃
計
毛
能



に
い
じ
ま
じ
よ
う

尓
以
志
末
之
与
宇

ね
こ

祢
古

か
み
な
り
ね
ず
み

可
美
奈
利
祢
寸
美

め
い
た
ん
て
い

免
以
堂
无
天
以

ろ
く
ろ
く
び

呂
久
路
久
飛

て
ん
ぐ

天
无
具



はこ（箱）
波古
⇒「ねこ」と混同しやすい。「は（波）」の形は、

現在使われている「ね（祢）」とよく似ている。

2 文字目が同じ「こ（古）」であることに気づ

いてほしい。

うりば（売り場）
宇利盤
⇒「かっぱ」と混同しやすい。現在使われて

いる「う（宇）」の形は、「か（可）」によく

似ている。3 文字目が同じ「は（盤）」である

ことに気づいてほしい。

さんご（珊瑚）
左无己
⇒「てんぐ」と混同しやすい。「さ」が「て」

に少し似ているが、現在のひらがなの通りで

比較的読みやすい。2 文字目「ん（无）」が同

じであることに気づいてほしい。

フェイクカードと解説

あまえび
安満衣比
⇒「あまびえ」と混同しやすい。文字を入れ

替えているだけだが、よく似ている。比較的

読みやすい単語であるため、一見難しそうな

「ま（満）」に注目し、ぜひ覚えてもらいたい。

めんたいこ
免无堂以己
⇒「めいたんてい」と混同しやすい。

1 文字目「め（免）」、3 文字目「た（堂）」が

同じであることに気づいてほしい。

かみありまつり（神在祭）
可美安利満川利
⇒「かみなりねずみ」と混同しやすい。「かっ

ぱ」「あまびえ」など他のカードでも登場し

ている、頻出文字の「か（可）」「ま（満）」

をぜひ覚えてもらいたい。
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参考文献一覧

（小学 6年生、30人クラスで授業の一環として行う場合を想定）

①学習者を 5 人前後のグループに分け、くずし字一覧表を配布する。

②グループごとに、フェイクカード 5 枚と、正しい組み合わせとなる 10 ペ

ア（文字 10 枚・イラスト 10 枚）のカードを配布する。

③学習者は、表面を上にして、机の上にすべてのカードをランダムに並べる。

④開始の合図とともに、学習者は、くずし字一覧表を見ながら、イラストに

合う文字カードを探してペアを作っていく。

⑤ 10 〜 15 分程度、様子を見て、ペアを作り終えるグループが増えてきたら、

答え合わせをする。「机の上にどのカードが残ったか（フェイクカードは

何だったか）」を皆で確認する。

⑥学習者に対して、「なぜその単語だと考えたのか」「この 2 枚のカードは、

どの部分が一緒でどの部分が違うのか」「この字の字母は何か」などの問

いかけをする。

・グループ学習にすることで、学習者同士が話し合い、教え合う環境が生ま

れるため、アクティブラーニングが促される。

・イラストカードがあることで、くずし字に馴染みのない初心者でも、気軽

に取り組みやすい。

・フェイクカードがあることで、イラストや文字数から「なんとなく」でペ

アを作ることを防ぐ。

・文字カードには、同じ字が繰り返し使われている。このため、「さっきと同

じ字だ」という発見や「分かった !」という達成感が生まれやすく、学習

意欲の維持が期待できる。また、頻出のくずし字を覚えることができる。

・ペアの数やフェイクカードの枚数を増減させることで、学習者のレベルに

合わせて難易度を調整できる。

・くずし字やイラストを学習者自身が書いてオリジナルカードを作るという

使い方もでき、創造活動・表現活動にも繋がるものとなっている。

遊び方の例

教材の特長

参
考
文
献
一
覧

第
Ⅰ
部　

入
門
編

S
T
E
P
1　

古
典
へ
の
誘
い
方

●
本
当
に
必
要
な
の
か
と
言
わ
せ
な
い
古
典
（
仲
島
ひ

と
み
）

 »

勝
又
基
編
『
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
、
否
定

論
者
と
議
論
し
て
本
気
で
考
え
て
み
た
』（
文
学
通
信
、

二
〇
一
九
年
）

 »

長
谷
川
凜
・
丹
野
健
・
内
田
花
・
田
川
美
桜
・
中
村

海
人
・
神
山
結
衣
・
小
林
未
來
・
牧
野
か
れ
ん
・
仲

島
ひ
と
み
編
『
高
校
に
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か　

高
校
生
が
高
校
生
の
た
め
に
考
え
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
ま
と
め
』（
文
学
通
信
、
二
〇
二
一
年
）

 »
D

eci, E. L., &
 R

yan, R
. M

. (2008). Self-
determ

ination theory: A m
acrotheory of 

hum
an m

otivation, developm
ent, and 

health. C
anadian Psychology/Psychologie 

canadienne, 49(3), 182–185.

●
イ
メ
ー
ジ
で
現
代
と
つ
な
ぐ
古
典
（
江
口
啓
子
）

 »

林
晃
平
『
浦
島
伝
説
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一

年
）、『
浦
島
伝
説
の
展
開
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
八
年
）

 »

勝
俣
隆
「
御
伽
草
子
『
酒
呑
童
子
』
の
一
挿
絵
と
本

文
に
つ
い
て
─
酒
呑
童
子
登
場
の
場
面
の
変
遷
を

め
ぐ
っ
て
─
」（『
愛
文
』
27
、
一
九
九
二
年
一
月
）、「
御

伽
草
子
『
酒
呑
童
子
』
の
一
場
面
に
お
け
る
二
系
統

成
立
に
関
す
る
考
察
」（『
静
大
国
文
』
36
、
一
九
九
二

年
四
月
）

S
T
E
P
2　

和
本
へ
の
誘
い
方

●
和
本
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
─
─
教
材
と
し
て
の
古
典
籍

利
用
の
可
能
性
（
佐
々
木
孝
浩
）

 »

藤
井
隆
『
日
本
古
典
書
誌
学
総
説
』（
和
泉
書
院
、

一
九
九
一
年
）

 »

中
野
三
敏 

『
書
誌
学
談
義 

江
戸
の
板
本
』 （
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
）

 »

井
上
宗
雄
他
『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』（
岩
波
書

店
、
一
九
九
九
年
）

 »

川
瀬
一
馬
・
岡
崎
久
司
『
書
誌
学
入
門
』（
雄
松
堂
出

版
、
二
〇
〇
一
年
） 

 »

山
本
信
吉
『
古
典
籍
が
語
る
─
書
物
の
文
化
史
』（
八

木
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）

 »

櫛
笥
節
男
『
宮
内
庁
書
陵
部 

書
庫
渉
獵
─
書
写
と

装
訂
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
）

 »

堀
川
貴
司
『
書
誌
学
入
門 

古
典
籍
を
見
る
・
知
る
・

読
む
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年 

）

 »

中
野
三
敏 

『
和
本
の
す
す
め
─
江
戸
を
読
み
解
く
た

め
に
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
一
年
）

 »

大
沼
晴
暉
『
図
書
大
概
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）

 »

佐
々
木
孝
浩
『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』（
笠
間
書
院
、

二
〇
一
六
年
）

 »

藤
本
幸
夫
編
『
書
物
・
印
刷
・
本
屋　

日
中
韓
を
め

ぐ
る
本
の
文
化
史
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
一
年
）

第
Ⅱ
部　

教
材
編

 »

加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字
に

よ
る
古
典
教
育
の
試
み
―
日
本
近
世
文
学
会
に
よ

る
出
前
授
業
―
」（『
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高

等
学
校
紀
要
』
61
、 

二
〇
一
六
年
一
二
月
）

 »

加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字
に

よ
る
古
典
教
育
の
試
み
（
２
）
―
江
戸
時
代
の
「
さ

る
か
に
合
戦
」
を
読
む
―
」（『
名
古
屋
大
学
教
育
学
部

附
属
中
・
高
等
学
校
紀
要
』
62
、 

二
〇
一
八
年
三
月
）

 »

加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字
に

よ
る
古
典
教
育
の
試
み
（
４
）
―
教
科
書
教
材
と
し

て
の
『
百
人
一
首
』
か
ら
『
教
歌
道
化
百
人
一
首
』

へ
―
」（『
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
紀
要
』

64
、
二
〇
一
九
年
一
二
月
）

 »

加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字
に

よ
る
古
典
教
育
の
試
み
（
５
）
―
江
戸
時
代
の
「
桃

太
郎
」
を
読
む
・
補
遺
―
」（『
名
古
屋
大
学
教
育
学
部

附
属
中
・
高
等
学
校
紀
要
』
65
、
二
〇
二
一
年
一
月
）

 »

加
藤
直
志
・
加
藤
弓
枝
・
三
宅
宏
幸
「
く
ず
し
字

に
よ
る
古
典
教
育
の
試
み
（
６
）
―
オ
ン
ラ
イ
ン
授

業
で
学
ぶ
・『
伊
勢
物
語
』
か
ら
『
仁
勢
物
語
』
へ

―
」（『
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
紀
要
』

66
、
二
〇
二
二
年
一
月
）
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執筆者プロフィール

学
会
誌
』
25
―
2
、
二
〇
二
〇
年
七
月
）

江
口
啓
子
（
え
ぐ
ち
・
け
い
こ
）

豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
一
般
学
科
講
師
（
中
世
の
絵

入
り
物
語
（
お
伽
草
子
））

［
著
書
・
論
文
］「『
小
敦
盛
』
の
主
題
の
変
遷
―
高
僧

の
物
語
か
ら
女
人
往
生
の
物
語
へ
」（『
伝
承
文
学
研
究
』

71
、
二
〇
二
二
年
八
月
）、「
男
装
と
変
成
男
子
―
『
新
蔵

人
』
絵
巻
に
見
る
女
人
成
仏
の
思
想
」（『
中
世
文
学
』

65
、
二
〇
二
〇
年
六
月
）、『
室
町
時
代
の
女
装
少
年
×
姫 

『
ち
ご
い
ま
』
物
語
絵
巻
の
世
界
』（
共
著
、
笠
間
書
院
、

二
〇
一
九
年
）

佐
々
木
孝
浩
（
さ
さ
き
・
た
か
ひ
ろ
）

慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
教
授
（
日
本

古
典
書
誌
学
）

［
著
書
・
論
文
］『
芳
賀
矢
一 

「
国
文
学
」
の
誕
生
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
二
一
年
）、『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』（
笠
間

書
院
、二
〇
一
六
年
）、『
日
本
の
書
と
紙
―
古
筆
手
鑑
『
か

た
ば
み
帖
』
の
世
界
』（
共
著
、三
弥
井
書
店
、二
〇
一
二
年
）  

近
江
弥
穂
子
（
お
う
み
・
み
ほ
こ
）

横
浜
市
立
あ
ざ
み
野
第
一
小
学
校
学
校
司
書

加
藤
弓
枝
（
か
と
う
・
ゆ
み
え
）

→
編
者
。
奥
付
参
照

加
藤
直
志
（
か
と
う
・
た
だ
し
）

→
編
者
。
奥
付
参
照

 

飯
倉
洋
一
（
い
い
く
ら
・
よ
う
い
ち
）

大
阪
大
学
名
誉
教
授
（
日
本
近
世
文
学
）

［
著
書
・
論
文
］『
前
期
読
本
怪
談
集
』（
校
訂
代
表
、
国
書

刊
行
会
、
二
〇
一
七
年
）、『
上
田
秋
成　

絆
と
し
て
の
文

芸
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）　
『
秋
成
考
』（
翰

林
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）

加
藤
十
握
（
か
と
う
・
と
つ
か
）

私
立
武
蔵
高
等
学
校
中
学
校
教
諭
（
近
世
文
学
）　

［
著
書
・
論
文
］「
古
典
を
読
む
営
為
に
つ
い
て
」（『
読
ま

な
け
れ
ば
な
に
も
は
じ
ま
ら
な
い
―
い
ま
か
ら
古
典
を
〈
読
む
〉

た
め
に
』
文
学
通
信
、
二
〇
二
一
年
）、『
上
田
秋
成
研
究
事

典
』（
共
著
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
年
）

三
宅
宏
幸
（
み
や
け
・
ひ
ろ
ゆ
き
）

→
編
者
。
奥
付
参
照

山
田
和
人
（
や
ま
だ
・
か
ず
ひ
と
）

→
編
者
。
奥
付
参
照

仲
島
ひ
と
み
（
な
か
じ
ま
・
ひ
と
み
）

国
際
基
督
教
大
学
高
等
学
校
教
諭
（
日
本
語
学
（
文
法
））

［
著
書
・
論
文
］『
国
語
を
め
ぐ
る
冒
険
』（
共
著
、
岩
波

ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
二
〇
二
一
年
）、『
詳
説
古
典
文
法
』（
共

著
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
）、
鈴
木
ひ
と
み
「
副
助
詞

サ
エ
（
サ
ヘ
）
の
用
法
と
そ
の
変
遷
―
ダ
ニ
と
の
関
連

に
お
い
て
」（『
日
本
語
学
論
集
』
1
、
二
〇
〇
五
年
）

有
田
祐
輔
（
あ
り
た
・
ゆ
う
す
け
）

大
阪
府
立
茨
木
高
等
学
校
教
諭

森
木
三
穂
（
も
り
き
・
み
ほ
）

独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
鶴
岡
工
業
高
等

専
門
学
校
創
造
工
学
科
基
盤
教
育
グ
ル
ー
プ
助
教

（
中
古
文
学
、
国
語
教
育
）

［
著
書
・
論
文
］「
ユ
ー
ザ
ー
エ
ク
ス
ペ
リ
エ
ン
ス
を
意

識
し
た
表
現
の
力
―
お
す
す
め
本
の
Ｐ
Ｏ
Ｐ
・
帯
制

作
を
通
し
て
」（『
日
本
高
専
学
会
誌
』
25
―
4
、
二
〇
二
〇

年
一
〇
月
）、「
文
理
融
合
型
の
国
語
教
育
―
「
も
の
づ

く
り
」
を
活
用
し
た
古
典
教
育
の
方
法
」（『
日
本
高
専

永
田
郁
子
（
な
が
た
・
い
く
こ
）

滋
賀
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
教
諭
（
国
語
科
教
育
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

［
著
書
・
論
文
］「『
社
会
に
開
か
れ
た
教
育
課
程
』
に

お
け
る
国
語
科
の
単
元
構
成
の
あ
り
方
―
2
年
『
郷

土
を
愛
す
る
達
人
の
こ
と
ば
』
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記

事
作
成
を
と
お
し
て
」（『
滋
賀
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学

校　

研
究
紀
要
』
62
、
二
〇
二
〇
年
）、「
滋
賀
大
附
属
中
版

『
を
か
し
』『
あ
は
れ
な
り
』
歳
時
記
―
古
典
随
筆
作

品
の
『
も
の
の
見
方
・
考
え
方
』
を
も
と
に
生
徒
の

『
判
断
』
を
ゆ
さ
ぶ
る
学
習
指
導
の
研
究
」（『
滋
賀
大

学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
研
究
紀
要
』
63
、
二
〇
二
一
年
）、「
個

の
学
び
・
協
働
の
学
び
の
中
で
の
『
問
い
』
を
立
て

る
力
の
育
成
―
総
合
的
な
学
習
の
時
間
『BIW

AKO
 

TIM
E

』
に
お
け
る
生
徒
の
『
問
い
』
の
変
遷
か
ら

見
え
て
く
る
も
の
」（『
滋
賀
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
研

究
紀
要
』
63
、
二
〇
二
一
年
）

岩
崎
彩
香
（
い
わ
さ
き
・
あ
や
か
）

青
森
県
立
八
戸
北
高
等
学
校
教
諭
（
近
世
文
学
、
学
校

管
理
職
研
究
）

　
髙
須
奈
都
子
（
た
か
す
・
な
つ
こ
）

大
阪
商
業
大
学
非
常
勤
講
師
（
服
飾
史
〔
近
代
日
本
〕）

［
著
書
・
論
文
］ 「『
正
徳
ひ
な
形
』
に
み
る
身
分
階
層
に

よ
る
小
袖
の
特
徴
―
西
川
祐
信
の
眼
を
通
し
て
」（
石

上
阿
希･

加
茂
瑞
穂
編
『
西
川
祐
信
『
正
徳
ひ
な
形
』
―
影
印
・

注
釈
・
研
究
』
臨
川
書
店
、
二
〇
二
二
年
）、「「
帯
揚
」「
帯

枕
」
の
発
生
と
呼
称
の
定
着
に
関
す
る
一
考
察
」（『
服

飾
学
研
究
』
3
―
1
、
二
〇
二
一
年
三
月
）

永
吉
寛
行
（
な
が
よ
し
・
ひ
ろ
ゆ
き
）

宮
崎
大
学
准
教
授
（
国
語
教
育
学
、
和
歌
文
学
）　

［
著
書
・
論
文
］ 「
中
学
校
国
語
「
比
較
読
み
」
指
導
と

古
典
教
材
開
発
の
連
関
性
―
読
解
力
向
上
の
視
点
か

ら
」（『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』

593
、
二
〇
二
一
年
九
月
）、「
メ

タ
認
知
を
行
う
生
徒
を
育
て
る
国
語
科
学
習
指
導

法
―
『
徒
然
草
』「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
の
授
業

を
通
し
て
」（『
宮
崎
大
学
教
育
学
部
附
属
教
育
協
働
開
発

セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』 

28
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）、「
高
等
学

校
に
お
け
る
古
典
和
歌
学
習
に
つ
い
て
―
新
科
目

「
言
語
文
化
」
を
視
野
に
入
れ
た
試
み
」（『
語
文
』
165
、

二
〇
一
九
年
一
二
月
）

○
く
ず
し
字
一
覧
表
（
字
例
の
墨
書
）

松
本
文
子
（
ま
つ
も
と
・
あ
や
こ
）

愛
知
県
立
名
古
屋
西
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
（
書
道
）

［
著
書
・
論
文
］『
神
龍
半
印
本
で
学
ぶ　

手
本
蘭
亭
序
』

（
編
者
、
教
育
図
書
、
一
九
九
八
年
）

○
現
古
絵
合
わ
せ
カ
ル
タ

谷
口
悠
・
上
久
保
咲
穂
・
三
田
村
幸
菜
・
遠
藤
杏
・

若
井
花
楠
子
・
西
川
実
那
・
稲
田
香
保

（
二
〇
二
一
年
度
同
志
社
大
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
科
目
履
修
生
）

イ
ラ
ス
ト

：

遠
藤
杏

書
写
初
案

：

若
井
花
楠
子

○
現
古
絵
合
わ
せ
カ
ル
タ
（
書
写
）

日
比
野
由
佳
（
ひ
び
の
・
ゆ
か
）

同
志
社
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程

執
筆
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
掲
載
順
）
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