
　
　
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性

―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

　
　
　
　
　Possibility of 

“traditional linguistic culture

„

―Critical exam
ination and developm

ent of teaching m
aterials for Japanese in junior high school

―

　
　
　
　
　
　
曲
　
　
璐
　
　
璐
（Q

u Lulu

）・
中
　
村
　
敦
　
雄
（N

akam
ura A

tsuo

）・
野
　
坂
　
友
　
里
（N

osaka Yuri

）・

　
　
　
　
　
　
堀
　
口
　
琢
　
朗
（H

origuchi Takurou

）・
山
　
口
　
仁
　
見
（Yam

aguchi M
asam

i

）

国
語
教
育
講
座
（Japanese training course

）

キ
ー
ワ
ー
ド
：
伝
統
的
な
言
語
文
化
　
中
学
校
国
語
科
教
材
　
古
典
教
育
　
故
事
成
語
　
竹
取
物
語
　
枕
草
子
　
和
歌

（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
三
一
日
受
理
）

一
　
問
題
の
所
在

　
平
成
二
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
で
は
、
国
語
科
に
関
し
て

い
く
つ
か
の
新
た
な
変
革
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
そ
の
う
ち
、

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
新
設
は
注
目
す
べ
き
施
策
と
し

て
評
価
で
き
る
。

　
第
一
に
、
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
シ
ョ
ッ
ク
以
来
の
、
世
界

的
水
準
で
の
リ
テ
ラ
シ
ー
へ
の
接
近
に
対
す
る
反
作
用
と
し

て
の
側
面
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
に
対
す
る
ロ
ー
カ
ル
な
リ

テ
ラ
シ
ー
と
し
て
均
衡
作
用
を
期
待
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、

ひ
い
て
は
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
に
も
関
わ
っ
た

争
点
を
内
包
し
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
第
二
に
、従
来
は「
古
典
」と
い
う
名
称
が
一
般
的
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
が
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
と
い
う

概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
語
を
使
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
中
学
校
以
降
の
学
習
者
を
対

象
と
し
た
「
古
典
（
古
文
・
漢
文
）」
か
ら
、
対
象
と
な
る
学

習
者
の
範
囲
が
広
が
り
、
そ
の
内
包
も
拡
張
さ
れ
た
。
同
時

代
的
な
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
各
種
ア
ン
ケ
ー
ト
や
教
師

に
よ
る
観
察
等
か
ら
、学
習
者
の「
古
典
嫌
い
」「
古
典
離
れ
」

は
し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
実
態
へ
の
改

善
案
と
し
て
も
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
た
だ
し
現
時
点
で
、
以
上
の
変
革
は
方
向
性
を
示
す
段
階

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
中
身
に
つ
い
て
は
、
む
し

ろ
教
科
書
教
材
等
も
含
め
て
、
こ
れ
か
ら
新
た
に
創
発
し
て

い
く
課
題
群
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国

語
科
教
育
学
研
究
と
し
て
も
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
は
山
積

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
、
教
材
論

や
学
習
指
導
の
方
法
論
等
に
あ
っ
て
は
、
ど
う
い
っ
た
対
応

が
の
ぞ
ま
し
い
の
か
、
喫
緊
の
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
認
識
か
ら
、
中
村
は
、
平
成
二
十
三
年
度
前
期
の

大
学
院
教
育
学
研
究
科
に
お
け
る
講
義
「
国
語
科
教
育
学
実

践
論
」
に
お
け
る
テ
ー
マ
と
し
て
上
記
課
題
を
位
置
づ
け
、

四
名
の
大
学
院
生
と
と
も
に
、
そ
の
検
討
と
具
体
的
な
対
応

に
つ
い
て
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
。
と
り
わ
け
後
者
に
関
し

群
馬
大
学
教
育
実
践
研
究
　
第
二
十
九
号
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て
は
、
実
際
に
活
用
可
能
な
教
材
を
開
発
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
解
明
に
つ
と
め
る
こ
と
と
し
た
。
と
い
う
の
も
、
教
材
に

は
テ
ク
ス
ト
の
本
文
だ
け
で
な
く
、
動
機
づ
け
の
た
め
の
工

夫
や
視
覚
的
補
助
資
料
、
さ
ら
に
は
「
学
習
の
手
引
き
」
が

付
さ
れ
て
お
り
、
教
材
を
開
発
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
教

材
論
と
学
習
指
導
方
法
論
の
双
方
に
関
わ
っ
た
手
だ
て
を
構

想
す
る
営
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
本
講
義
で

開
発
し
た
教
材
は
、
本
稿
後
半
の
資
料
編
に
お
い
て
提
示
し

た
。

　
本
稿
は
、
同
講
義
で
の
取
り
組
み
を
報
告
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
以
上
の
課
題
に
対
し
て
私
た
ち
な
り
の
解
決
の
糸
口

を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

（
中
村
敦
雄
）

二
　〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
新
設

　
こ
こ
で
改
め
て
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　
平
成
二
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
は

平
成
二
〇
年
一
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
中
央
教
育
審
議
会
答
申

を
受
け
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
　〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き

た
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
み
、
継
承
・
発
展
さ
せ
る

態
度
を
育
て
る
こ
と
や
、
国
語
の
果
た
す
役
割
や
特
質
に

つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
知
識
を
身
に
付
け
さ
せ
、
言
語
感
覚

を
豊
か
に
し
、
実
際
の
言
語
活
動
に
お
い
て
有
機
的
に
働

く
よ
う
な
能
力
を
育
て
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
構
成
し

て
い
る
。
言
語
文
化
と
は
、（
中
略
）
古
代
か
ら
現
代
ま
で

の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
、
表
現
し
、
受
容
さ
れ
て
き
た
多

様
な
言
語
芸
術
や
芸
能
な
ど
を
幅
広
く
指
し
て
い
る
。
今

回
の
改
訂
で
は
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
小
学
校
の
低
学

年
か
ら
触
れ
、
中
学
校
に
お
い
て
も
引
き
続
き
古
典
に
親

し
む
態
度
の
育
成
を
重
視
し
て
い
る
。（
１
）

　
そ
の
中
身
を
構
成
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
「
伝
統
的
な

言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
が
あ
る
。

　
　
今
回
の
改
訂
に
お
い
て
は
、
従
前
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
の

配
慮
事
項
に
示
し
て
い
た
古
典
の
指
導
を
、〔
伝
統
的
な
言

語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の
「
伝
統
的
な

言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
と
し
て
設
定
し
た
。「
伝
統
的

な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
は
、
小
学
校
か
ら
系
統
的

に
設
定
し
て
い
る
。中
学
校
に
お
い
て
は
そ
れ
を
踏
ま
え
、

一
層
古
典
に
親
し
ま
せ
る
と
と
も
に
、
我
が
国
に
長
く
伝

わ
る
言
語
文
化
に
つ
い
て
関
心
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す

る
こ
と
を
重
視
し
て
指
導
す
る
。（
２
）

　
以
上
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
だ

が
、
特
筆
す
べ
き
点
は
そ
の
拡
充
性
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　
ま
ず
一
つ
は
小
学
校
低
学
年
か
ら
全
て
の
学
年
に
〔
伝
統

的
な
言
語
文
化
〕
に
関
連
し
た
指
導
事
項
が
配
置
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
上
記
二
つ
の
引
用
に
も
強
調
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
新
設
に
よ
り
小
・
中
そ
し

て
最
終
的
に
高
校
へ
の
系
統
的
な
指
導
と
い
う
も
の
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
は
そ
れ
に
伴
う
教
材
の
多
様
化
と
い
う
点
で
あ

る
。
小
学
校
低
学
年
で
は
昔
話
や
神
話
・
伝
承
、
中
学
年
で

は
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
ま
た
、
こ
と
わ
ざ
や
慣
用

句
、
故
事
成
語
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
高
学
年
で
は

親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
、

さ
ら
に
古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
や
言
語
文
化
へ
の
興

味
・
関
心
を
深
め
る
た
め
に
、
能
、
狂
言
、
人
形
浄
瑠
璃
、

歌
舞
伎
、
落
語
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
幅
広
く
取
り
扱
う
必
要
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
は
各
学
年

と
も
に
二
つ
の
柱
か
ら
形
成
さ
せ
て
い
る
。
一
つ
は
古
典
に

親
し
む
た
め
に
必
要
な
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
る
こ
と
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読

の
仕
方
、 

作
品
の
特
徴
を
生
か
し
て
の
朗
読
、
歴
史
的
背
景

な
ど
に
注
目
し
て
読
む
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
に
は
古
典
に
触
れ
る
こ
と
で
獲
得
し
た
も
の
を

様
々
な
言
語
活
動
を
通
し
て
活
用
し
て
い
く
こ
と
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考

え
方
に
触
れ
る
な
ど
し
て
登
場
人
物
や
作
者
の
思
い
な
ど
を

想
像
す
る
こ
と
や
、
古
典
の
一
節
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
古

典
に
関
す
る
簡
単
な
文
章
を
書
く
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。

　
こ
れ
ら
の
従
来
よ
り
も
幅
広
く
そ
し
て
充
実
し
た
事
項
を

あ
つ
か
う
こ
と
で
よ
り
我
が
国
の
言
語
文
化
を
享
受
し
継

承
・
発
展
さ
せ
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、
逆
を
言
え
ば
こ
れ
ま
で
以
上
に
古
典
嫌
い
を
育
成
し

て
し
ま
う
恐
れ
も
同
時
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
堀
口
琢
朗
）
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三
　
従
来
の
古
典
教
育
の
問
題
点

　
入
門
期
に
お
け
る
古
典
教
育
は
、
学
習
者
に
古
典
の
魅
力

を
教
え
古
典
を
学
ぶ
意
義
を
学
ば
せ
る
上
で
重
要
な
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
古
典
教
育
で
は
こ
の
入
門
期
に
対

す
る
配
慮
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
最
大
の

問
題
点
で
あ
り
、
古
典
嫌
い
を
生
み
出
し
た
要
因
と
も
な
っ

て
い
る
。
坂
東
智
子
は
中
学
生
が
古
典
を
嫌
う
理
由
を
「
①

言
語
的
な
抵
抗
感
が
あ
り
、内
容
を
理
解
す
る
の
が
難
し
い
。

②
何
の
た
め
に
学
習
す
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
③
現
代

の
生
活
と
か
け
離
れ
て
い
て
実
感
が
わ
か
な
い
。」（
３
）
と
い

う
三
点
に
整
理
し
て
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る

の
は
、
中
学
生
に
と
っ
て
古
典
は
、
読
み
に
く
い
上
に
内
容

が
分
か
り
に
く
く
、
勉
強
す
る
意
味
が
分
か
ら
な
い
存
在
で

あ
り
、
中
学
生
に
古
典
を
学
ぶ
意
義
を
教
え
る
た
め
に
は
、

入
門
期
の
古
典
教
育
の
在
り
方
を
考
慮
し
、
こ
の
問
題
点
を

解
決
す
る
よ
う
な
学
習
方
法
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。

　
坂
東
は
こ
の
問
題
点
に
対
し
て
「
既
存
の
知
識
や
教
養
と

し
て
の
古
典
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
学
習
者
が
主
体
的
能
動

的
に
学
ぶ
過
程
で
古
典
学
習
の
意
義
を
実
感
し
、
古
典
と
自

己
と
の
関
わ
り
を
意
識
化
す
る
学
習
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に

す
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
学
習
は
「
学
習

者
個
人
が
『
文
語
の
も
っ
て
い
る
感
性
的
な
世
界
』
と
『
理

性
的
な
世
界
』
に
出
会
い
『
古
典
と
自
己
と
の
関
わ
り
』
を

生
み
出
す
場
」
と
「
そ
の
関
わ
り
を
意
識
化
し
何
ら
か
の
手

段
で
他
者
へ
の
認
識
を
深
め
る
場
」（
４
）
の
二
つ
の
場
を
用
意

す
る
こ
と
で
古
典
に
対
す
る
抵
抗
感
を
払
拭
し
、
学
習
意
欲

を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
学
習
者
主
体
の
学
習
方
法
は
、
板
東
だ
け
が

述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。『
平
成
二
〇
年
度
版
中
学
校
学
習

指
導
要
領
解
説
国
語
科
編
』
で
は
「
第
１
学
年
で
は
文
語
の

き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
っ
て
音
読
す
る
こ
と
、
第
２
学

年
で
は
古
典
に
表
さ
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
る

こ
と
、
第
３
学
年
で
は
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典

を
読
む
こ
と
」（
５
）
と
各
学
年
に
お
け
る
伝
統
的
な
言
語
文
化

の
授
業
の
目
標
を
段
階
的
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
設
定
し

た
上
で
「『
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
』
は
小
学
校

か
ら
系
統
的
に
設
定
し
て
い
る
。
中
学
校
に
お
い
て
は
そ
れ

を
踏
ま
え
、
一
層
古
典
に
親
し
ま
せ
る
と
と
も
に
、
我
が
国

に
長
く
伝
わ
る
言
語
文
化
に
つ
い
て
関
心
を
広
げ
た
り
深
め

た
り
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
指
導
す
る
。」（
６
）
と
学
習
意
欲

を
重
視
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
古
典
を
身
近
な
も
の
と
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
設
定
し
て
い
る
。

　
小
学
校
段
階
か
ら
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
が
系

統
的
に
始
ま
る
こ
と
も
あ
り
、
中
学
校
の
〔
伝
統
的
な
言
語

文
化
〕
の
授
業
で
は
、
文
法
事
項
を
教
え
古
典
が
読
め
る
よ

う
に
な
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
古
典
に
親
し
み
を
持

ち
現
代
ま
で
の
繋
が
り
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
な
学
習
ま
で
展

開
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
古
典
世
界

と
現
代
と
の
比
較
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
典
を
学
習
す
る

こ
と
に
意
味
を
持
た
せ
、
自
己
の
再
発
見
や
他
者
理
解
へ
と

発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
教
育

の
最
終
的
な
目
的
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
中
学
生
に
古
典
の

魅
力
に
気
付
か
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
か

ら
の
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
授
業
で
は
、
従
来
の
古
典

教
育
と
は
異
な
り
、
段
階
的
に
古
典
を
教
え
る
こ
と
で
学
習

意
欲
を
高
め
、
学
習
者
が
主
体
的
に
古
典
と
触
れ
合
う
こ
と

で
古
典
の
学
ぶ
意
義
に
気
付
か
せ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　
こ
の
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
授
業
へ
の
具
体
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
ま
ず
、
主
題
を
絞
る
こ
と
で
学
習
意
欲

を
高
め
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
村
は
ま
は
「
古
典
の
中

の
日
本
人
の
愛
さ
れ
た
心
情
・
情
景
」（
７
）
と
古
典
を
学
習
す

る
一
貫
し
た
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
そ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
作

品
を
選
び
、
グ
ル
ー
プ
学
習
と
個
人
学
習
を
並
行
さ
せ
る
こ

と
で
古
典
を
学
習
す
る
意
義
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
こ
の
大
村
の
実
践
は
現
代
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
残
し

て
い
る
。
渡
辺
春
美
は
「
過
去
は
関
係
な
い
か
」「
過
去
の
人

物
は
無
縁
か
」「
過
去
の
人
々
の
知
恵
は
無
意
味
か
」「
古
典

に
よ
っ
て
の
発
見
は
可
能
か
」（
８
）
と
い
う
四
点
の
テ
ー
マ
を

設
定
し
、
幾
つ
か
の
作
品
を
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
見
つ
め
直
し

て
い
く
こ
と
で
、
主
体
的
に
考
え
な
が
ら
古
典
を
読
む
こ
と

の
楽
し
さ
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
一
方
、
世
羅
博
昭
は

「
作
中
の
一
人
の
人
物
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
人
物
が
ど
の

よ
う
な
生
き
方
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
生
き
方
を
追
求
す

る
」（
９
）
と
い
う
よ
う
に
、
人
物
の
心
情
に
迫
る
こ
と
で
、
時

代
は
変
わ
っ
て
も
人
々
が
考
え
て
い
る
こ
と
に
は
共
通
点
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ

う
に
、
主
題
や
人
物
な
ど
作
品
を
読
ん
で
い
く
観
点
を
焦
点

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
目
的
が
明
確
に
な
り
、
学
習

者
に
古
典
を
学
ぶ
意
義
を
考
え
さ
せ
な
が
ら
学
習
し
て
い
く

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
焦
点
化
す
る
観
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
て
い
る
も
の
の
、
古
典
世
界
と
現
代
を
結
び
付
け
る
こ

と
で
古
典
を
学
習
す
る
意
味
を
深
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
共

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―
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通
し
て
い
る
。

　
従
来
の
古
典
教
育
の
問
題
点
か
ら
、
そ
の
改
善
点
と
〔
伝

統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
で
求
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て

考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
授

業
で
は
段
階
的
に
学
習
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
学
習
者

が
主
体
的
に
古
典
と
現
代
と
の
違
い
を
考
え
る
こ
と
で
学
習

意
欲
を
高
め
る
こ
と
の
二
点
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
が

導
き
出
せ
た
。
入
門
期
の
古
典
教
育
は
学
習
者
が
古
典
の
魅

力
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
古
典
好
き
な
中
学
生
を
増
や

す
た
め
に
も 

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
授
業
で
は
こ
の
入

門
期
の
重
要
性
を
意
識
し
て
授
業
を
行
っ
て
い
く
べ
き
だ
ろ

う
。

（
山
口
仁
見
）

四
　〔
伝
統
的
言
語
文
化
〕
に
お
け
る
現
時
点
の
問
題
点

　〔
伝
統
的
言
語
文
化
〕
に
つ
い
て
、
早
く
も
先
行
研
究
が
報

告
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
教
育
研
究
雑
誌
を
中
心
に
、
そ

の
傾
向
性
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
管
見
で
は
あ
る
が
、

先
行
研
究
の
三
分
の
二
を
占
め
る
ほ
ど
音
読
・
暗
唱
の
指
導

が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
音
読
・
暗
唱
指
導
は
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
徐
々
に
強
調

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
に
発
表
さ
れ
た
文
化

審
議
会
国
語
分
科
会
「
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国

語
力
に
つ
い
て
」
で
、
音
読
・
暗
唱
の
重
視
、「
特
に
日
本
の

文
化
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
大
切
に
さ
れ
継
承
さ
れ
て
き
た
古

典
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
の
美
し
い
表
現
や
リ
ズ
ム
を
身
に

付
け
る
上
で
も
音
読
や
暗
唱
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、

情
緒
力
を
身
に
付
け
、
豊
か
な
人
間
性
を
形
成
す
る
上
で
も

重
要
な
も
の
で
あ
る
。」（
  10
）
と
い
う
よ
う
に
、
古
典
の
音
読
・

暗
唱
の
重
視
が
公
式
に
提
言
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
の

音
読
・
暗
唱
指
導
の
強
化
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
音
読
・
暗
唱
指
導
の
効
果
に
つ
い
て
、
学
習
院
中
等
科
の

岩
崎
淳
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
声
に
出
す
こ
と
は
楽

し
い
。
爽
快
感
が
あ
る
。
文
章
が
す
ら
す
ら
音
読
で
き
れ
ば
、

学
習
者
は
学
習
の
喜
び
と
充
実
感
と
を
味
わ
う
。
ま
し
て
文

語
の
文
章
で
あ
れ
ば
、
大
き
な
自
信
と
も
な
る
。」（
  11
）
そ
の

他
、
先
行
研
究
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
音
読
・
暗
唱
の
主
な
効

果
は
、
ま
ず
一
つ
に
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
読
め
る
よ
う
に

な
り
、
古
典
特
有
の
文
体
に
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

も
う
一
つ
は
、
達
成
感
を
得
る
こ
と
で
学
習
意
欲
を
高
め
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
二
点
だ
っ
た
。
音
読
・
暗
唱
を
重
視

す
る
大
き
な
理
由
は
、
古
典
嫌
い
の
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た

文
法
指
導
な
ど
を
徹
底
す
る
よ
り
も
、
声
に
出
し
て
リ
ズ
ム

を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
で
、
古
典
へ
の
抵
抗
感
を
な
く
し
、
学

習
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

の
よ
う
だ
っ
た
。

　
古
典
に
音
声
言
語
活
動
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
成
功
し
て

き
た
例
は
多
く
あ
る
。
長
年
、
音
声
言
語
活
動
の
研
究
を
し

て
き
た
高
橋
俊
三
は
、
群
読
を
古
典
の
授
業
で
活
か
し
、
そ

の
場
面
に
適
し
た
表
現
を
考
え
て
読
む
こ
と
で
、
本
文
理
解

と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
な
ど
、
音
声
言
語
活
動
の

効
果
を
活
か
し
た
古
典
の
授
業
を
展
開
さ
せ
て
き
た
。

　
音
声
言
語
活
動
を
古
典
の
授
業
で
活
か
す
こ
と
は
、
高
橋

の
先
行
研
究
の
よ
う
な
良
い
面
も
あ
る
。
し
か
し
、
音
声
言

語
活
動
は
指
導
方
法
を
誤
る
と
、
重
大
な
問
題
を
引
き
起
こ

し
か
ね
な
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
高
橋
は
、
暗
唱
指
導
を

行
う
際
の
注
意
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　「
闇
雲
に
、『
覚
え
な
さ
い
』
と
言
っ
て
文
章
を
読
ま
せ

る
こ
と
に
は
、
危
険
が
伴
う
。
子
ど
も
た
ち
は
、
ま
さ
に

闇
雲
に
暗
記
へ
向
か
っ
て
突
っ
走
る
。「
は
」
と
あ
る
か
ら

「
ハ
」
と
発
し
、「
な
」
と
あ
る
か
ら
「
ナ
」
と
発
し
、
一

字
一
音
、
機
械
的
に
発
音
し
つ
つ
記
憶
し
て
い
こ
う
と
す

る
。
そ
こ
に
は
「
花
」
と
い
う
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
（
意

味
）
も
な
け
れ
ば
、「
は
な
」
と
い
う
音
の
連
な
り
（
文
体
）

の
意
識
も
な
い
。」（
  12
）

　
音
読
・
暗
唱
指
導
は
、
高
橋
が
述
べ
た
よ
う
に
、
指
導
方

法
を
誤
る
と
、〈
機
械
的
な
作
業
〉
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性

を
は
ら
ん
で
い
る
の
だ
。

　
さ
て
、
以
上
を
踏
ま
え
て
、
昨
今
の
音
読
・
暗
唱
指
導
法

の
傾
向
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

　「
国
語
の
授
業
の
少
し
の
時
間
を
使
っ
て
暗
唱
テ
ス
ト
を

す
る
。
暗
唱
テ
ス
ト
の
評
価
基
準
は
厳
し
い
方
が
い
い
。
一

瞬
で
も
詰
ま
っ
た
り
間
違
っ
た
り
し
て
も
合
格
で
き
な
い
よ

う
に
し
て
お
く
。
厳
し
い
評
価
基
準
だ
か
ら
こ
そ
、
合
格
す

る
と
自
然
に
拍
手
が
出
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
厳
し
い
評
価

基
準
か
ら
、
ま
た
次
回
も
挑
戦
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な

る
の
で
あ
る
。」（
  13
）
昨
今
の
教
育
研
究
雑
誌
で
見
ら
れ
た
音

読
・
暗
唱
の
指
導
は
、
こ
の
よ
う
な
音
読
・
暗
唱
テ
ス
ト
を

行
う
こ
と
が
多
く
、
一
語
で
も
間
違
え
た
ら
職
員
室
で
再
テ

ス
ト
さ
せ
る
な
ど
、
厳
し
く
採
点
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
音
読
・
暗
唱
テ
ス
ト
は
、
高
橋
が
危
惧
し
て

い
た
〈
機
械
的
な
作
業
〉
に
な
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
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一
語
で
も
間
違
え
た
ら
失
格
な
ど
と
い
っ
た
評
価
基
準
は
、

た
だ
闇
雲
に
声
を
出
し
、
意
味
を
考
え
ず
に
唱
え
る
よ
う
な

〈
機
械
的
な
作
業
〉
を
斡
旋
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
意
味
の
分
か
ら
な
い
活
動
は
苦
痛
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
指
導
方
法
は
、
新
た
な
古
典
嫌
い
の
原
因
を
作
っ
て
し

ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
古
典
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
土

佐
秀
里
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　「
国
語
科
で
扱
う
「
古
典
」
と
は
、
物
語
に
せ
よ
詩
歌
に

せ
よ
、
も
と
も
と
が
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
で
あ
り
、
そ
の

当
時
の
人
々
が
「
面
白
い
」
と
（
あ
る
い
は
味
わ
い
深
い

と
か
、
興
味
深
い
と
）
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
古
典
」
と
は
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
面
白

い
」も
の
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
な
の
で
あ
り
、「
古
典
を
読
む
」

と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
「
面
白
さ
」
の

ア
ク
チ
ュ
ア
リ
を
回
復
し
再
生
す
る
こ
と
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
…
…
以
下
略
。」（
  14
）

　
土
佐
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
古
典
と
は
、
本
来
は
面
白

い
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
。面
白
い
と
感
じ
ら
れ
て
き
た
か
ら
、

時
を
越
え
て
、
現
代
ま
で
読
み
継
が
れ
て
き
た
の
だ
。

　
古
典
を
教
え
る
際
に
は
、
か
つ
て
古
人
が
感
じ
て
き
た
そ

の
作
品
の
面
白
さ
を
、現
代
の
私
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
、

味
わ
え
る
よ
う
な
指
導
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
、
今
の
指
導
方
法
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
自

体
の
面
白
さ
か
ら
逸
れ
、「
古
典
に
親
し
」
め
な
い
方
向
に
向

か
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
先
行
研
究
で
は
、
望
ま
し
い
方
向
性
も
見
ら
れ
る
が
、
改

善
す
べ
き
点
も
多
く
見
ら
れ
た
。
古
典
が
な
ぜ
今
の
世
ま
で

伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
そ
の
作
品
の
魅
力
を
最

大
限
に
活
か
し
、
伝
え
て
い
く
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ

い
か
を
、
今
一
度
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
野
坂
友
里
）

五
　
既
存
教
材
の
検
討
と
開
発
の
視
点

　
（
１
）
故
事
成
語

　
現
行
版
教
科
書
（
平
成
一
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
準
拠
―

以
下
同
）
に
お
け
る
故
事
成
語
の
教
材
は
、
中
学
校
一
年
生

の
巻
に
次
の
表
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

Ｇ
社

教
材
名
　
故
事
成
語（
漢
文
）

テ
キ
ス
ト
　
傍
注
テ
キ
ス
ト

挿
絵
　
戦
国
時
代
諸
国
図
、
兵
馬
俑
、
矛
、
盾

出
典
　
な
し

Ｋ
社

教
材
名
　
古
典
の
と
び
ら（
川
柳
・
説
話
・
故
事
成
語
）

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型（
左
右
）

挿
絵
　
な
し

出
典
　
な
し

Ｍ
社

教
材
名
　
今
に
生
き
る
言
葉

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型（
上
下
）

挿
絵
　
四
コ
マ
漫
画

出
典
　「
韓
非
子
　
下
」（
新
釈
漢
文
大
系
　
12
）

Ｓ
社

教
材
名
　
矛
盾
　
故
事
成
語

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型（
上
下
）

挿
絵
　
戦
国
時
代
要
図
、
四
コ
マ
漫
画

出
典
　
な
し

Ｔ
社

教
材
名
　
古
典
に
親
し
も
う
　
矛
盾

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型（
上
下
）

挿
絵
　
矛
、
盾

出
典
　「
新
釈
漢
文
大
系
」

※
な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
分
離
型
と
は
、
原
文
と
現
代

語
訳
が
そ
れ
ぞ
れ
、
左
右
、
ま
た
は
上
下
に
分
か
れ
て
掲

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

①
項
目
ご
と
の
特
徴

選
択
内
容

　
各
教
科
書
が
取
り
上
げ
て
い
る
漢
文
と
し
て
、
Ｇ
社
は
二

つ
の
故
事
成
語
「
五
十
歩
百
歩
」
と
「
矛
盾
」
を
扱
っ
て
い

る
以
外
、
そ
の
他
の
四
社
は
「
矛
盾
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

導
入
部
分

　
導
入
に
お
い
て
、
Ｔ
社
は
故
事
成
語
に
関
す
る
紹
介
を
学

習
課
題
の
後
の
「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
」
と
い
う
コ
ラ
ム
で
学

ば
せ
る
。
そ
し
て
、
教
材
本
文
に
お
い
て
は
、
直
接
に
「
矛

盾
」
の
原
文
に
入
る
と
い
う
形
を
と
る
。
一
方
、
ほ
か
の
四

社
で
は
導
入
あ
る
い
は
結
末
の
部
分
で
故
事
成
語
と
現
代
と

の
関
わ
り
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
中
学
校
一
年
生
の
教
材
と
し
て
、
し
か
も
、
初
め
て
中
国

の
古
典
を
生
徒
に
学
ば
せ
る
と
い
う
点
で
、
教
材
本
文
に
入

る
前
の
導
入
が
非
常
に
大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。

挿
絵

　
Ｋ
社
を
除
い
て
、
各
教
科
書
で
そ
れ
ぞ
れ
、
四
コ
マ
漫
画

や
矛
、
盾
と
い
っ
た
挿
絵
を
入
れ
て
い
る
。

　
矛
と
盾
と
い
う
現
代
社
会
に
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
兵

器
に
関
す
る
挿
絵
の
活
用
が
非
常
に
効
果
的
だ
と
言
え
る
の

で
は
な
い
か
。

　
そ
し
て
、
四
コ
マ
漫
画
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
へ

漢
文
の
分
か
り
や
す
い
理
解
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
四
コ

マ
漫
画
に
お
い
て
、
当
時
の
人
々
の
様
子
や
物
語
と
し
て
の

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
六
五



流
れ
が
分
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
あ
る
の
で
、
学
習
課
題
で

の
活
躍
も
期
待
さ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
Ｇ
社
と
Ｓ
社
の
二
社
で
は
、
戦
国
時
代
諸
国
図

又
は
要
図
に
諸
国
の
名
前
や
そ
の
場
所
な
ど
が
示
さ
れ
て
い

る
が
、（
次
の
ペ
ー
ジ
の
上
の
地
図
の
よ
う
に
）
そ
れ
が
い
っ

た
い
中
国
の
ど
こ
に
位
置
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
説
明

が
な
い
。

学
習
課
題

　
五
社
の
教
科
書
を
全
体
的
に
見
て
い
く
と
、
学
習
課
題
は

概
ね
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
は
、
漢
文
の
言
い
回
し
や
リ
ズ
ム
を
味
わ
わ
せ
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
音
読
と
朗
読
の
練
習
で
あ
る
。
次
は
、
教

材
本
文
に
対
す
る
理
解
に
あ
る
。
故
事
成
語
の
由
来
・
意
味

を
理
解
す
る
上
で
、
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て

い
る
。
三
つ
目
は
、
生
活
と
の
関
わ
り
と
い
う
点
に
お
い
て
、

古
典
が
現
代
に
も
生
き
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
他
の
故
事
成
語
に
つ
い
て
、
Ｔ
社
の
教
材
で

は
、「
漁
夫
の
利
」「
呉
越
同
舟
」
と
い
っ
た
故
事
成
語
の
意

味
や
由
来
を
紹
介
す
る
と
同
時
に
挿
絵
も
入
れ
ら
れ
て
い
る

た
め
、
学
習
者
の
故
事
成
語
に
対
す
る
興
味
を
一
層
深
め
る

こ
と
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

②
教
材
開
発
の
視
点

　
小
学
校
指
導
要
領
に
お
け
る
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国

語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
は
、
第
三
学
年
及
び
第
四
学
年

で
故
事
成
語
の
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
学

校
と
中
学
校
の
国
語
教
科
書
の
移
行
年
度
や
各
学
校
の
教
科

書
選
択
な
ど
の
違
い
を
含
め
て
考
察
し
た
結
果
、
本
教
材
開

発
は
漢
文
教
材
「
故
事
成
語
」
を
中
学
校
一
年
に
設
定
す
る

こ
と
に
す
る
。
主
な
改
善
点
は
以
下
の
通
り
。

選
択
内
容

　
ま
ず
、
原
文
と
脚
注
を
一
ペ
ー
ジ
に
し
、
更
に
こ
の
ペ
ー

ジ
を
二
段
組
に
す
る
。
上
の
段
を
原
文
、
下
の
段
を
脚
注
に

す
る
。
脚
注
の
部
分
に
戦
国
時
代
諸
国
の
位
置
を
分
か
り
や

す
く
示
す
た
め
に
、（
下
の
地
図
の
よ
う
に
）
現
在
の
中
国
の

地
図
も
入
れ
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
効
果
を
期
待
す
る
。
ま
た
、

次
の
ペ
ー
ジ
を
四
コ
マ
漫
画
と
現
代
語
訳
の
順
に
編
集
し

た
。

　
原
文
、
四
コ
マ
漫
画
、
現
代
語
訳
と
い
う
構
成
を
通
し
て
、

生
徒
の
「
矛
盾
」
に
対
す
る
理
解
を
深
め
と
う
と
工
夫
し
た

の
で
あ
る
。

導
入
部
分

　
導
入
部
分
に
お
い
て
、
故
事
成
語
の
説
明
を
行
い
、
生
徒

へ
の
呼
び
か
け
も
入
れ
る
。
ま
た
、「
矛
盾
」
以
外
の
故
事
成

語
に
関
し
て
は
、
挿
絵
（
松
添
智
子
　
絵
）
を
利
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
生
徒
の
漢
文
に
関
す
る
興
味
を
持
た
せ
る
の
で

は
な
い
か
。

挿
絵

　
戦
国
時
代
の
各
国
の
位
置
は
中
国
の
ど
こ
に
位
置
し
て
い

る
の
か
を
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
現
在
の
中
国
の
地

図
を
入
れ
る
改
善
策
を
講
じ
た
。
そ
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

四
コ
マ
漫
画
（
松
添
智
子
　
絵
）
も
考
案
し
た
。

学
習
課
題

　
音
読
と
理
解
の
次
に
「
も
し
も
…
…
」
と
い
う
問
い
か
け

を
利
用
し
、
自
分
の
考
え
を
当
時
の
人
々
の
考
え
と
比
較
さ

せ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
他
の
故
事
成
語
を
調
べ
、
文
字
や
絵
な
ど
を

使
い
、
故
事
成
語
カ
ー
ド
作
り
を
導
入
す
る
。

（
曲
璐
璐
）

　
（
２
）『
竹
取
物
語
』

　
現
行
版
の
教
科
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
竹
取
物
語
』
は
、

す
べ
て
中
学
校
一
年
生
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｇ
社

教
材
名
　
姫
の
物
語
？
　
翁
の
物
語
―
竹
取
物
語

挿
絵
　
絵
本
の
冒
頭
場
面

テ
キ
ス
ト
　
傍
注
テ
キ
ス
ト（
冒
頭
部
分
の
み
）分
離

型

Ｋ
社

教
材
名
　《
鑑
賞
》物
語
の
味
わ
い 

竹
取
物
語

挿
絵
　
絵
本
の
か
ぐ
や
姫
昇
天
場
面
、『
竹
取
物
語
絵

巻
』翁
が
姫
を
家
に
連
れ
帰
る
場
面

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型

Ｍ
社

教
材
名
　
蓬
莱
の
玉
の
枝
―「
竹
取
物
語
」か
ら
―

挿
絵
　『
竹
取
物
語
絵
巻
』幼
い
姫
を
育
て
る
場
面
、
皇

子
が
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
持
参
す
る
場
面
、
か
ぐ
や
姫
の

嘆
き
の
場
面
、
姫
の
昇
天
場
面
、
帝
に
不
死
の
薬
と
手

紙
が
贈
ら
れ
る
場
面

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型

二
六
六

曲
璐
璐
・
中
村
敦
雄
・
野
坂
友
里
・
堀
口
琢
朗
・
山
口
仁
見



Ｓ
社

教
材
名
　
わ
た
し
た
ち
と
古
典
―
か
ぐ
や
姫
の
物
語

挿
絵
　『
竹
取
物
語
絵
巻
』翁
が
姫
を
家
に
連
れ
帰
る

場
面
、月
か
ら
の
迎
え
が
来
る
場
面
、姫
の
昇
天
場
面
、

不
死
の
薬
を
焼
く
場
面

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型

Ｔ
社

教
材
名
　
竹
取
物
語

挿
絵
　『
竹
取
物
語
絵
巻
』幼
い
姫
を
育
て
る
場
面
、
五

人
の
貴
公
子
の
求
婚
場
面
、
貴
公
子
の
冒
険
場
面
、
か

ぐ
や
姫
の
嘆
き
の
場
面
、
姫
の
昇
天
場
面

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型

①
項
目
ご
と
の
特
徴

選
択
内
容

　
竹
取
物
語
を
教
材
と
し
て
扱
う
う
え
で
各
社
と
も
有
名
な

冒
頭
部
分
は
共
通
し
て
採
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
外

の
取
り
扱
い
部
分
は
差
異
が
見
ら
れ
る
。
う
ち
四
社
は
月
か

ら
の
使
者
が
迎
え
に
来
て
、
か
ぐ
や
姫
が
月
へ
帰
っ
て
い
く

昇
天
の
場
面
を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｍ
社
だ
け
は
「
蓬

莱
の
玉
の
枝
」
を
扱
っ
て
お
り
他
の
教
科
書
と
比
べ
特
徴
的

で
あ
っ
た
。
各
社
と
も
に
冒
頭
部
分
は
昔
話
『
か
ぐ
や
姫
』

を
引
き
合
い
に
出
す
た
め
の
導
入
、
ま
た
は
音
読
・
暗
唱
用

の
教
材
と
し
て
設
定
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
テ
キ
ス
ト
の
構
成
と
し
て
は
、
傍
注
テ
キ
ス
ト
と
呼
ば
れ

る
も
の
は
Ｇ
社
の
部
分
的
な
も
の
に
し
か
用
い
ら
れ
て
お
ら

ず
、
他
は
全
て
分
離
型
だ
っ
た
。
傍
注
テ
キ
ス
ト
で
は
原
文

の
隣
に
訳
が
付
い
て
い
る
た
め
、
原
文
の
古
語
と
現
代
語
訳

の
意
味
の
つ
な
が
り
を
意
識
さ
せ
る
効
果
が
期
待
で
き
る
。

ま
た
、
原
文
を
読
む
と
同
時
に
、
そ
の
文
の
内
容
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
利
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

対
し
分
離
型
に
お
い
て
は
、
原
文
と
現
代
語
訳
が
分
か
れ
て

い
る
こ
と
で
、
そ
の
二
つ
を
比
較
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
こ

と
が
可
能
で
あ
り
、
よ
り
詳
細
に
文
の
内
容
を
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

導
入
部
分

　
先
ほ
ど
冒
頭
部
分
を
扱
う
こ
と
で
『
か
ぐ
や
姫
』
に
つ
い

て
触
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
Ｍ
社
に
お

い
て
は
そ
れ
に
一
切
触
れ
ず
、
導
入
は
挿
絵
の
み
と
な
っ
て

お
り
、
作
品
を
紹
介
す
る
よ
う
な
説
明
文
が
付
い
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
四
社
は
『
竹
取
物
語
』
を
紹
介
す
る

文
章
と
と
も
に
『
か
ぐ
や
姫
』
に
言
及
し
、
昔
話
を
媒
介
と

す
る
こ
と
で
古
典
に
対
す
る
学
習
者
の
抵
抗
感
を
低
減
し
、

学
習
者
に
対
し
て
軟
着
陸
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
本
当
に
導
入
と
し
て
『
か
ぐ
や
姫
』
が
適
し
て

い
る
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
子

ど
も
た
ち
の
中
で
は
、
既
に
『
か
ぐ
や
姫
』
自
体
が
古
典
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
か
ら

で
あ
る
。
導
入
と
し
て
よ
り
適
し
て
い
る
も
の
は
何
な
の
か

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

挿
絵

　
教
科
書
の
内
容
に
対
応
し
た
場
面
の
『
竹
取
物
語
絵
巻
』

が
使
わ
れ
て
お
り
、
四
、
五
場
面
載
っ
て
い
る
も
の
が
主
で

あ
っ
た
。
絵
巻
を
用
い
る
こ
と
で
そ
の
場
面
を
思
い
う
か
べ

や
す
く
な
り
、
さ
ら
に
人
々
の
描
か
れ
方
か
ら
住
居
、
装
束

な
ど
昔
の
人
々
の
暮
ら
し
や
文
化
に
つ
い
て
様
々
な
気
づ
き

を
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
Ｇ
社
は
挿
絵

が
一
場
面
し
か
な
く
、
そ
れ
が
絵
巻
で
は
な
く
『
か
ぐ
や
姫
』

の
絵
本
の
冒
頭
部
分
の
絵
で
あ
る
な
ど
対
照
的
だ
っ
た
。

学
習
活
動

　
学
習
活
動
に
つ
い
て
各
教
科
書
を
ま
と
め
る
と
、
主
に
次

の
よ
う
に
な
る
。

ⅰ
音
読
・
暗
唱

ⅱ
言
語
事
項
（
仮
名
遣
い
、
古
語
の
意
味
）

ⅲ
現
代
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る

　
ま
ず
は
、
学
習
指
導
要
領
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す

る
事
項
の
第
一
学
年
の
内
容
に
も
あ
る
よ
う
に
ⅰ
音
読
・
暗

唱
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
声
に
出
し
て
楽
し
む
こ
と
の
大
切

さ
が
う
か
が
え
る
。
次
に
ⅱ
言
語
事
項
に
つ
い
て
、
古
語
に

関
す
る
学
習
活
動
な
ど
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。
闇
雲
に
声
を

出
し
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
意
味
を
考
え
言
葉
の
つ
な
が
り

に
注
意
を
払
い
な
が
ら
何
度
も
音
読
・
暗
唱
す
る
事
で
古
文

の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
、
さ
ら
に
そ
の
活
動
の
中
で
歴
史
的
仮
名

遣
い
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
ⅲ
現
代
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
い
う
活
動
に
つ

い
て
は
全
て
の
教
科
書
の
学
習
活
動
に
通
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
『
竹
取
物
語
』（
古
典
作
品
）
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
具
体
的
に
は
現
代
と
は

異
な
る
部
分
と
現
代
と
比
べ
て
も
変
わ
ら
な
い
部
分
の
二
点

を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
竹
取
物
語
』
に
表
れ
て
い

る
現
代
に
お
い
て
も
通
ず
る
心
情
、「
か
ぐ
や
姫
と
帝
の
愛
」

「
か
ぐ
や
姫
と
翁
た
ち
の
親
子
の
情
愛
」
こ
の
二
点
を
相
互

に
考
え
る
こ
と
で
よ
り
古
典
を
自
分
た
ち
の
身
に
引
き
つ
け

て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
く
の

教
科
書
は
か
ぐ
や
姫
が
去
っ
た
後
の
帝
や
翁
た
ち
の
嘆
き
を

取
り
上
げ
て
い
る
が
、
か
ぐ
や
姫
自
身
の
帝
や
翁
た
ち
へ
の

想
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
こ
れ
で

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
六
七



は
③
現
代
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
と
い
う
学
習
活
動
を
行

う
場
合
、
両
者
の
つ
な
が
り
が
見
え
づ
ら
く
、
学
習
者
に
対

し
て
配
慮
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

②
教
材
開
発
の
視
点

　
今
回
、『
竹
取
物
語
』
の
教
材
開
発
に
お
い
て
重
視
し
た
も

の
は
、『
か
ぐ
や
姫
』
の
代
替
に
な
る
新
た
な
方
法
で
導
入
部

分
を
作
成
す
る
こ
と
、
学
習
者
が
読
み
取
る
主
題
を
「
か
ぐ

や
姫
と
翁
た
ち
の
親
子
の
情
愛
」
に
ポ
イ
ン
ト
を
絞
り
、
現

代
と
の
つ
な
が
り
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
気
付
か
せ
る
こ

と
、
以
上
の
二
点
で
あ
る
。

選
択
内
容

　
音
読
・
暗
唱
を
す
る
た
め
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
物
語
の
冒

頭
部
分
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
現
代
仮

名
遣
い
に
な
お
し
た
形
で
提
示
し
た
。
既
存
の
教
科
書
で
は

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
隣
に
括
弧
を
用
い
て
現
代
仮
名
遣
い
が

ふ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
学
校
で
初
め
て
出
会
う
古
典
教
材
と

し
て
音
読
・
暗
唱
を
重
視
し
読
み
や
す
さ
を
追
求
す
る
こ
と

で
試
験
的
だ
が
こ
の
形
に
至
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
際
に
読
む

と
同
時
に
意
味
も
目
に
入
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
傍
注
テ
キ

ス
ト
形
式
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
意
味
を
理
解
し
な

が
ら
音
読
す
る
こ
と
で
、
単
な
る
暗
記
・
暗
誦
を
避
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
材
と
し
て
取
り
扱

う
部
分
も
学
習
活
動
を
意
識
し
、
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
る
際

に
翁
た
ち
へ
残
し
た
手
紙
の
内
容
と
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
っ

た
後
の
翁
た
ち
の
後
日
談
を
取
り
上
げ
た
。

導
入
部
分

　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
当
初
か
ら
本
当
に
導
入
と
し
て
『
か

ぐ
や
姫
』
が
適
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
対
し

て
『
竹
取
物
語
』
の
物
語
の
中
で
『
か
ぐ
や
姫
』
と
同
等
か
、

そ
れ
以
上
に
日
本
人
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
が
登
場
し
て
い

る
こ
と
に
着
目
し
た
。そ
れ
が
今
回
導
入
と
し
て
扱
っ
た「
富

士
山
」
で
あ
る
。
日
本
人
に
と
っ
て
「
富
士
山
」
は
象
徴
的

な
存
在
と
し
て
大
変
身
近
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
富

士
山
」
の
名
前
の
由
来
が
『
竹
取
物
語
』
の
最
後
の
場
面
で

あ
る
不
老
不
死
の
薬
を
焼
く
際
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

導
入
を
『
か
ぐ
や
姫
』
か
ら
「
富
士
山
」
に
変
え
て
み
る
こ

と
に
し
た
。

挿
絵

　
導
入
部
分
の
内
容
と
対
応
さ
せ
る
た
め
に
富
士
山
を
載
せ

た
が
、
富
士
山
の
写
真
で
は
な
く
、
古
来
か
ら
親
し
ま
れ
て

き
た
こ
と
に
気
付
か
せ
る
た
め
浮
世
絵
を
用
い
た
。

学
習
活
動

　
か
ぐ
や
姫
の
手
紙
と
翁
た
ち
の
後
日
談
を
提
示
す
る
こ
と

に
よ
り
、
か
ぐ
や
姫
の
翁
た
ち
（
親
）
へ
の
想
い
や
、
翁
た

ち
の
か
ぐ
や
姫
（
子
）
に
対
す
る
想
い
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
現
代
に
も

通
ず
る
親
と
子
の
関
係
が
学
習
者
に
も
読
み
取
れ
る
筈
で
あ

る
。
学
習
者
に
対
し
て
読
み
取
っ
て
も
ら
い
た
い
部
分
を
絞

り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
効
果
的
に
現
代
と
の
つ
な
が
り

を
意
識
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、発
展
的
な
学
習
活
動
で
は
本
文
に
載
っ
て
い
る『
竹

取
物
語
』
以
外
の
富
士
山
の
地
名
に
つ
い
て
由
来
を
調
べ
る

こ
と
で
、
様
々
な
時
代
に
お
い
て
、
そ
の
当
時
の
人
々
が
富

士
山
を
見
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
た
か
等
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
昔
の
人
々
の
も

の
の
考
え
方
や
感
じ
方
は
古
典
作
品
に
限
ら
ず
、
身
近
に
あ

る
も
の
か
ら
で
も
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
気
付
き
を
得
ら
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　
今
回
の
開
発
し
た
教
材
で
は
「
富
士
山
」
の
地
名
の
由
来

を
扱
う
こ
と
で
、『
竹
取
物
語
』
を
地
名
起
源
説
話
と
い
う
方

向
か
ら
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
平
成
二
十
三
年

度
か
ら
新
た
に
使
用
さ
れ
た
小
学
校
用
教
科
書
で
扱
わ
れ
て

い
る
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
の
神
話
に
登
場
す
る
「
須
賀
」
の
地

名
起
源
と
関
連
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
小
学
校
に
お
け
る
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
に
関
す
る

学
習
内
容
と
の
系
統
的
な
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
授
業
展
開

が
可
能
で
あ
り
、
小
学
校
と
中
学
校
に
お
け
る
〔
伝
統
的
な

言
語
文
化
〕
の
学
習
活
動
の
連
携
が
期
待
で
き
る
。

（
堀
口
琢
朗
）

　
（
３
）
枕
草
子

　
現
行
版
教
科
書
に
お
け
る
枕
草
子
の
教
材
は
、
中
学
校
一

年
生
・
二
年
生
・
三
年
生
の
巻
に
次
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

Ｋ
社

第
二

学
年

教
材
名
　
古
典
の
世
界
を
味
わ
お
う
　
枕
草
子

章
段
　「
春
は
あ
け
ぼ
の（
第
一
段
）」「
月
の
い
と
明
き

に（
第
二
一
六
段
）」

出
典
　『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
18「
枕
草
子
」』

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型（
上
下
）

挿
絵
　
清
少
納
言
像（
出
典
不
明
）『
枕
草
子
絵
巻
』（
模

写
）『
枕
草
子
』（
写
本
）

Ｍ
社

第
二

学
年

教
材
名
　
音
読
を
楽
し
も
う
　
枕
草
子

章
段
　「
春
は
あ
け
ぼ
の（
第
一
段
）」

出
典
　『
日
本
古
典
文
学
大
系
19「
枕
草
子
」』

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型（
左
右
）

挿
絵
　
清
少
納
言
像（
上
村
松
園
筆
）

二
六
八

曲
璐
璐
・
中
村
敦
雄
・
野
坂
友
里
・
堀
口
琢
朗
・
山
口
仁
見



Ｓ
社

第
二

学
年

教
材
名
　
枕
草
子
・
徒
然
草

章
段
　「
春
は
あ
け
ぼ
の（
第
一
段
）」「
う
つ
く
し
き
も

の（
第
一
四
五
段
）」

出
典
　『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
18「
枕
草
子
」』

テ
キ
ス
ト
　
傍
注
テ
キ
ス
ト

挿
絵
　『
奈
良
絵
本「
栄
華
物
語
」』

Ｔ
社

第
一

学
年

教
材
名
　
古
典
に
親
し
も
う
　
枕
草
子

章
段
　「
春
は
あ
け
ぼ
の（
第
一
段
）」

出
典
　『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』

テ
キ
ス
ト
　
分
離
型（
上
下
）

挿
絵
　
清
少
納
言
像（
土
佐
光
起
筆
）

Ｇ
社

第
三

学
年

教
材
名
　
発
見
す
る
言
葉
―
枕
草
子

章
段
　「
春
は
あ
け
ぼ
の（
第
一
段
）」「
う
つ
く
し
き
も

の（
第
一
五
一
段
）」「
香
炉
峰
の
雪（
第
二
九
九
段
）」

出
典
　『
日
本
古
典
文
学
大
系
19
枕
草
子
』

テ
キ
ス
ト
　
傍
注
テ
キ
ス
ト

挿
絵
　
清
少
納
言
像（
出
典
不
明
）

①
項
目
ご
と
の
特
徴
・
そ
れ
に
対
す
る
検
討

選
択
内
容

　
現
行
版
教
科
書
に
お
い
て
『
枕
草
子
』
は
各
教
科
書
会
社

で
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
と
幅
広
く
、
学
年
を
跨
い

で
選
択
さ
れ
て
い
る
。

　
選
ば
れ
て
い
る
章
段
に
つ
い
て
は
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
、

ど
の
教
科
書
会
社
も
必
ず
採
用
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
Ｔ
社

と
Ｋ
社
は
「
月
の
い
と
明
き
に
」
を
、
Ｓ
社
は
「
う
つ
く
し

き
も
の
」
を
、
Ｇ
社
は
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
と
「
香
炉
峰

の
雪
」を
選
択
し
て
い
る
。Ｔ
社
と
Ｋ
社
で
同
じ
章
段
を
扱
っ

て
い
る
の
に
段
数
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
出
典
が
違
う
た

め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
同
じ
随
筆
と
い
う
こ
と
で
、
Ｋ
社
と
Ｓ
社
は
『
徒

然
草
』
を
、
Ｍ
社
は
「
古
典
の
心
に
近
づ
く
」（
加
賀
美
幸
子

著
）
と
い
う
現
代
の
随
筆
を
同
単
元
内
で
扱
っ
て
い
る
。

　
本
文
は
、
中
学
校
の
古
典
教
育
は
入
門
期
で
あ
る
た
め
、

各
教
科
書
会
社
も
現
代
語
訳
と
原
文
を
共
に
掲
載
し
て
い

る
。
そ
の
形
態
は
、
Ｔ
社
・
Ｋ
社
・
Ｍ
社
の
三
社
が
原
文
と

現
代
語
訳
を
上
下
や
左
右
な
ど
別
々
に
提
示
す
る
分
離
型
を

使
用
し
、
残
り
の
Ｓ
社
と
Ｇ
社
は
、
傍
注
テ
キ
ス
ト
を
使
用

し
て
い
る
。

導
入
部
分

　
Ｋ
社
の
み
「
随
筆
の
味
わ
い
」
と
題
し
た
解
説
文
の
内
で

清
少
納
言
と
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
、
教
材
本
文
に
入
る
前

に
細
か
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
他
の
四
社
は
、
そ
の
よ
う
な

解
説
文
は
な
く
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

挿
絵

　
清
少
納
言
の
本
人
像
な
ど
を
中
心
に
、
各
教
科
書
で
挿
絵

を
掲
載
し
て
い
る
。
た
だ
し
Ｍ
社
の
み
、『
枕
草
子
』
で
は
な

く
同
年
代
の
『
栄
花
物
語
』
の
挿
絵
を
扱
っ
て
い
る
。
ま
た

Ｔ
社
は
牛
車
、
Ｓ
社
は
尼
そ
ぎ
・
火
お
け
、
Ｇ
社
は
御
格
子
・

炭
び
つ
な
ど
現
代
で
は
馴
染
み
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
挿

絵
を
掲
載
し
て
い
る
。

学
習
活
動

　
学
習
活
動
は
、
五
社
中
四
社
が
音
読
や
朗
読
を
設
定
し
て

い
る
。
ま
た
ど
の
教
科
書
会
社
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、

筆
者
で
あ
る
清
少
納
言
の
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
を
理
解
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
文
法
事
項
を
扱
っ
て
い
る
の
は
、
Ｋ
社
と
Ｇ
社
の
二
社
の

み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
内
容
は
係
り
結
び
や
古
語
の
意
味
・

用
法
に
軽
く
触
れ
る
程
度
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

現
代
語
訳
と
原
文
が
同
時
に
掲
載
し
て
い
る
た
め
、
文
法
事

項
を
把
握
し
て
い
な
く
て
も
内
容
が
理
解
で
き
る
た
め
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

　
発
展
学
習
で
は
、
Ｋ
社
が
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
、
Ｓ
社

が
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
を
参
考
に

し
な
が
ら
自
分
の
考
え
や
季
節
感
を
書
く
活
動
を
設
定
し
て

い
る
。

　
既
存
の
教
材
を
検
討
し
た
結
果
、『
枕
草
子
』
は
清
少
納
言

独
自
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
描
か
れ
た
作
品
で
あ
り
、

当
時
の
人
々
の
感
性
と
ず
れ
た
部
分
に
そ
の
魅
力
が
あ
る
の

に
も
関
わ
ら
ず
、『
枕
草
子
』
と
当
時
の
人
々
と
の
感
性
の
比

較
を
行
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
課
題
を
感
じ
た
。
ま
た
「
春

は
あ
け
ぼ
の
」
以
外
の
章
段
に
も
触
れ
さ
せ
る
こ
と
で
、『
枕

草
子
』
の
魅
力
や
特
異
性
が
よ
り
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
。

②
教
材
開
発
の
視
点

　
今
回
『
枕
草
子
』
の
教
材
開
発
の
重
点
と
し
て
意
識
し
た

の
は
、
清
少
納
言
の
人
物
像
を
把
握
し
た
上
で
『
枕
草
子
』

を
学
習
す
る
こ
と
、
当
時
の
一
般
的
な
も
の
の
見
方
・
考
え

方
と
『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
比
較
さ
せ
る
こ

と
で
『
枕
草
子
』
の
特
異
性
に
気
付
か
せ
る
こ
と
、
随
筆
と

い
う
表
現
媒
体
を
な
ぜ
清
少
納
言
は
選
ん
だ
の
か
理
解
さ
せ

る
こ
と
、
と
い
う
以
上
三
点
で
あ
る
。

　
対
象
学
年
は
第
二
学
年
に
設
定
し
、
伝
統
的
な
言
語
文
化

に
関
す
る
事
項
の
「（
イ
）
古
典
に
表
さ
れ
た
も
の
の
見
方
・

考
え
方
に
触
れ
、
登
場
人
物
や
作
者
の
思
い
な
ど
を
想
像
す

る
こ
と
」
を
ね
ら
い
と
し
た
。

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
六
九



選
択
内
容

　
使
用
す
る
教
材
本
文
は
、
平
成
二
〇
年
度
版
学
習
指
導
要

領
の
改
訂
に
よ
っ
て
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
が
小
学
校
の
教
材

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、中
学
校
で
は「
春

は
あ
け
ぼ
の
」を
学
習
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、

「
木
の
花
は
」
と
「
九
月
の
二
十
日
あ
ま
り
」
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
し
た
。

　
教
材
本
文
は
、
原
文
と
現
代
語
訳
の
意
味
の
つ
な
が
り
意

識
さ
せ
る
た
め
に
、
今
回
は
傍
注
テ
キ
ス
ト
を
採
用
し
た
。

導
入
部
分

　『
枕
草
子
』は
平
安
時
代
の
一
般
的
な
考
え
を
描
い
た
も
の

で
は
な
く
、
清
少
納
言
独
自
の
考
え
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

に
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
作
品
の
魅
力
を

気
付
く
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
本
文
に

入
る
前
に
『
枕
草
子
』
が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
、
清
少
納
言

は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
か
を
理
解
さ

せ
る
た
め
に
解
説
文
を
導
入
部
分
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し

た
。
そ
の
際
、
学
習
者
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
現
代
語
訳

は
で
き
る
だ
け
簡
単
な
も
の
に
書
き
換
え
た
。
ま
た
補
助
資

料
と
し
て
、「
清
少
納
言
っ
て
ど
ん
な
人
」
と
い
う
清
少
納
言

の
人
物
紹
介
を
質
疑
応
答
式
に
し
た
コ
ラ
ム
を
本
文
の
最
期

に
置
く
こ
と
で
、
清
少
納
言
に
対
し
て
興
味
・
関
心
が
持
て

る
よ
う
に
し
た
。

挿
絵

　
導
入
の
解
説
部
分
や
ト
ピ
ッ
ク
で
は
、『
枕
草
子
絵
巻
』
の

挿
絵
や
清
少
納
言
像
を
掲
載
す
る
こ
と
で
、『
枕
草
子
』
が
書

か
れ
た
時
代
は
ど
の
よ
う
な
雰
囲
気
だ
っ
た
の
か
を
感
じ
取

れ
る
よ
う
に
し
た
。
教
材
本
文
で
は
、
梅
・
藤
・
橘
・
ホ
ト

ト
ギ
ス
の
写
真
を
載
せ
る
こ
と
で
本
文
の
内
容
を
理
解
し
や

す
い
よ
う
に
し
た
。

学
習
活
動

　「
木
の
花
は
」
で
は
、
教
材
本
文
で
出
て
き
た
ホ
ト
ト
ギ
ス

と
橘
の
取
り
合
わ
せ
が
、『
古
今
和
歌
集
』
の
夏
歌
の
「
け
さ

来
鳴
き
い
ま
だ
旅
な
る
郭
公
花
橘
に
宿
は
か
ら
な
む
」
の
よ

う
に
、
多
く
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
、
和
歌
に

は
伝
統
的
な
取
り
合
わ
せ
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
今
後
和

歌
を
学
習
す
る
際
の
有
効
な
視
点
と
し
て
活
用
で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
設
定
し
た
。

　「
九
月
の
二
十
日
あ
ま
り
」
で
は
、
教
材
の
冒
頭
の
「
自
然

と
心
の
中
に
思
い
浮
か
ん
だ
こ
と
を
、
自
分
の
好
き
な
よ
う

に
書
き
つ
け
」
た
と
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
清
少
納
言
が
自

己
評
価
し
て
い
る
部
分
と
の
関
連
を
意
識
し
た
も
の
で
あ

る
。
清
少
納
言
は
自
分
の
考
え
を
表
現
す
る
た
め
に
和
歌
と

い
う
表
現
媒
体
で
は
な
く
、
あ
え
て
随
筆
を
選
ん
だ
と
い
う

こ
と
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、「
さ
や
う
な
る
を
り
ぞ
、
人
歌

よ
む
か
し
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
清
少
納
言
が
歌
を
詠
ま
な

か
っ
た
理
由
を
考
え
さ
せ
る
活
動
を
設
定
し
た
。
ま
た
、
他

教
材
と
の
関
連
と
し
て
、『
百
人
一
首
』
や
『
古
今
和
歌
集
』

を
利
用
し
た
調
べ
学
習
を
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
人
々
の
月

に
対
す
る
考
え
方
を
理
解
さ
せ
、
現
代
と
の
感
覚
の
相
違
点

を
意
識
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
山
口
仁
見
）

　
（
４
）
和
歌

　
現
行
版
教
科
書
に
お
け
る
和
歌
の
教
材
は
、
中
学
校
三
年

生
の
巻
に
次
の
表
の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

Ｇ
社

教
材
名
　
今
に
向
か
っ
て
　
歌
の
源
流
へ
―
万
葉
集
・

古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集
―

テ
キ
ス
ト
　
傍
注
テ
キ
ス
ト
、脚
注（
作
者
の
説
明
、語

釈
）

挿
絵
　
な
し

Ｋ
社

教
材
名
　〔
鑑
賞
〕詩
歌
の
味
わ
い
　
万
葉
・
古
今
・
新

古
今

テ
キ
ス
ト
　
原
文
、
脚
注（
作
者
の
説
明
、
語
釈
、
歌
の

種
類
）

挿
絵
　
小
野
小
町（「
三
十
六
歌
仙
」）、
額
田
王（「
飛
鳥

の
春
の
額
田
王
」）、
紀
貫
之
、
西
行
法
師
、『
万
葉
集
』

写
本
、『
古
今
和
歌
集
』写
本
、『
新
古
今
和
歌
集
』写
本
、

式
子
内
親
王

Ｍ
社

教
材
名
　
古
典
を
楽
し
む
　
君
待
つ
と
―
万
葉
・
古

今
・
新
古
今
―

テ
キ
ス
ト
　
原
文
、
脚
注（
語
釈
、
歌
の
種
類
）脚
注
外

に
作
者
の
説
明
あ
り

挿
絵
　
額
田
王（「
飛
鳥
の
春
の
額
田
王
」）、
六
歌
仙

（「
六
歌
仙
」）、藤
原
定
家（「
小
倉
山（
部
分
）」）、『
新
古

今
和
歌
集
』写
本

Ｓ
社

教
材
名
　
和
歌
の
世
界
―
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新

古
今
和
歌
集
―

テ
キ
ス
ト
　
原
文
、
脚
注（
語
釈
、
歌
の
種
類
）脚
注
外

に
作
者
の
説
明
あ
り

挿
絵
　
な
し

Ｔ
社

教
材
名
　
古
典
を
味
わ
お
う
　
万
葉
・
古
今
・
新
古
今

テ
キ
ス
ト
　
原
文
、
脚
注（
作
者
の
説
明
、
語
釈
、
歌
の

種
類
）

挿
絵
　
小
野
小
町（「
三
十
六
歌
仙
」）、『
古
今
和
歌
集

序
』（
伝
源
俊
頼
筆
）、
葉
の
写
真

①
項
目
ご
と
の
特
徴

選
択
内
容

　
ど
の
教
科
書
も
『
万
葉
集
』・『
古
今
和
歌
集
』・『
新
古
今

和
歌
集
』
か
ら
教
材
を
選
択
し
て
お
り
、
短
歌
だ
け
で
な
く
、

長
歌
、
東
歌
、
防
人
歌
も
選
択
し
て
い
る
。
Ｓ
社
で
は
、
大

二
七
〇

曲
璐
璐
・
中
村
敦
雄
・
野
坂
友
里
・
堀
口
琢
朗
・
山
口
仁
見



津
皇
子
と
石
川
郎
女
の
歌
を
前
後
に
配
置
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
和
歌
の
物
語
性
、
和
歌
同
士
の
関
連
性
を
考
慮
し
た
上

で
の
配
置
な
の
で
あ
ろ
う
。
Ｋ
社
・
Ｍ
社
・
Ｓ
社
の
藤
原
定

家
と
式
子
内
親
王
の
前
後
配
置
も
作
者
同
士
の
関
連
性
を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
テ
キ
ス
ト
は
、
Ｇ
社
の
み
傍
注
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の

他
の
教
科
書
会
社
は
、
原
文
と
語
釈
が
分
離
さ
れ
て
い
る
。

　
和
歌
の
修
辞
法
に
つ
い
て
の
項
目
は
、
Ｇ
社
が
多
く
、
枕

詞
、
掛
詞
な
ど
の
簡
単
な
解
説
を
掲
載
し
て
い
た
。
ま
た
、

Ｍ
社
で
は
、
和
歌
の
修
辞
法
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
く
、
古

文
と
し
て
の
特
徴
を
掲
載
し
て
い
る
。
Ｋ
社
は
、
和
歌
と
漢

詩
を
同
じ
単
元
の
中
で
学
ば
せ
て
い
る
。

導
入
部
分

　
Ｍ
社
は
、『
古
今
和
歌
集
　
仮
名
序
』
を
載
せ
る
こ
と
で
、

和
歌
が
当
時
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
伝
え
て
い

る
。
Ｇ
社
は
、
現
代
歌
人
の
俵
万
智
と
和
歌
と
の
つ
な
が
り

を
例
に
挙
げ
、
和
歌
か
ら
自
分
自
身
の
状
況
な
ど
を
照
ら
し

合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、
も
の
の
考
え
方
を
深
め
、
表
現

を
よ
り
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し

て
い
る
。

挿
絵

　
挿
絵
を
載
せ
て
い
る
教
科
書
会
社
で
は
、
い
ず
れ
も
作
者

の
絵
を
載
せ
て
い
る
。
Ｇ
社
と
Ｓ
社
は
挿
絵
を
載
せ
て
い
な

い
が
、
作
者
の
挿
絵
や
情
景
の
写
真
を
掲
載
す
る
と
、
学
習

者
が
先
入
観
を
持
っ
た
ま
ま
和
歌
を
読
ん
で
し
ま
う
可
能
性

が
あ
る
た
め
、
挿
絵
を
載
せ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

学
習
活
動

　
ど
の
教
科
書
会
社
も
音
読
活
動
を
設
定
し
て
い
る
。
Ｇ
社

で
は
、
和
歌
を
解
説
す
る
活
動
を
設
定
し
て
い
る
が
、
例
文

か
ら
察
す
る
に
、
和
歌
そ
の
も
の
だ
け
で
内
容
を
想
像
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
作
者
の
背
景
や
歴
史
背
景
を
踏
ま
え
て
和

歌
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
Ｇ
社
で

は
、
発
展
活
動
と
し
て
、
和
歌
の
修
辞
法
の
項
目
を
参
考
に

し
て
気
づ
い
た
こ
と
を
ま
と
め
さ
せ
る
活
動
を
設
定
し
て
い

る
。
Ｍ
社
と
Ｓ
社
で
は
、
鑑
賞
文
、
Ｔ
社
で
は
感
想
文
を
書

く
活
動
を
設
定
し
て
い
る
。
Ｋ
社
で
は
、
和
歌
と
漢
詩
で
の

自
然
の
感
じ
方
の
違
い
を
探
ら
す
活
動
を
設
定
し
て
い
る
。

　
Ｋ
社
と
Ｓ
社
で
は
物
語
を
作
ら
せ
て
い
る
が
、
和
歌
や
作

者
に
つ
い
て
の
説
明
が
少
な
い
の
で
、
学
習
者
が
、
戸
惑
い

か
ね
な
い
。
補
助
教
材
と
し
て
、
作
者
の
背
景
な
ど
を
説
明

し
た
本
等
を
指
導
者
が
学
習
者
に
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

　
和
歌
は
、
歌
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
題
詞
や
詞
書
、
言

い
伝
え
、
作
者
の
背
景
な
ど
、
歴
史
的
背
景
と
と
も
に
語
り

継
が
れ
、
親
し
ま
れ
て
き
た
も
の
が
多
い
。
古
人
達
は
、
歌

と
と
も
に
題
詞
や
詞
書
を
読
む
こ
と
で
、
歌
へ
の
理
解
を
よ

り
一
層
深
め
、
作
者
の
心
情
や
歌
の
情
景
を
読
み
取
り
、
想

像
を
膨
ら
ま
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
、

古
人
が
歌
に
親
し
ん
で
き
た
方
法
を
現
代
の
学
習
に
活
か
す

こ
と
も
、
和
歌
に
親
し
む
た
め
に
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

　
既
存
の
教
材
を
検
討
し
た
結
果
、
和
歌
の
内
容
に
深
く
踏

み
込
ん
で
考
え
る
よ
う
な
活
動
が
少
な
い
と
感
じ
た
。
物
語

や
鑑
賞
文
を
書
か
せ
る
活
動
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作

者
の
背
景
や
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
が

な
く
、
和
歌
の
内
容
を
想
像
し
に
く
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
課

題
が
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。
Ｓ
社
の
よ
う
な
、
和
歌
の
物
語

性
を
踏
ま
え
た
上
で
の
歌
の
配
置
は
、
大
い
に
評
価
す
べ
き

だ
が
、
作
者
同
士
の
関
係
性
の
説
明
や
歴
史
的
背
景
の
説
明

が
浅
く
、
物
語
が
想
像
し
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

感
じ
た
。

②
教
材
開
発
の
視
点

　
今
回
、
和
歌
の
教
材
開
発
を
す
る
上
で
重
視
し
た
の
は
、

作
者
の
背
景
や
歌
が
詠
ま
れ
た
経
緯
な
ど
を
理
解
し
た
上
で

和
歌
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
、
和
歌
の
表
現
の
仕
方
や
和
歌
が

ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
な
ど
に
も
関
心
を
持
た
せ

る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
対
象
学
年
は
中
学
校
三
年
生
に
設
定
し
、
伝
統
的
な
言
語

文
化
に
関
す
る
事
項
の
「（
ア
）
歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し

て
古
典
を
読
み
、
そ
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
。」
を
ね
ら
い
と

し
た
。

選
択
内
容

　
平
成
二
三
年
度
版
小
学
校
国
語
科
教
科
書
で
は
、
百
人
一

首
か
ら
多
く
和
歌
を
採
択
し
て
い
る
の
で
、
中
学
校
教
材
で

も
百
人
一
首
か
ら
多
く
和
歌
を
採
択
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ

れ
は
、
小
学
校
の
段
階
で
音
と
し
て
覚
え
た
和
歌
を
、
中
学

校
で
は
歴
史
的
背
景
な
ど
を
踏
ま
え
て
詳
し
く
学
ば
せ
る
こ

と
で
、
和
歌
へ
の
理
解
を
よ
り
一
層
深
め
よ
う
と
す
る
目
的

の
上
で
の
採
択
で
あ
る
。

　
テ
キ
ス
ト
で
は
和
歌
の
意
味
を
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
傍

注
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
、
和
歌
の
内
容
を
想
像
し
や
す
い
よ

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
七
一



う
に
、
語
釈
を
多
め
に
掲
載
し
た
。

　
ま
た
、
物
語
性
の
あ
る
恋
歌
で
は
、
題
詞
や
作
者
の
背
景

を
扱
い
、
和
歌
の
内
容
の
説
明
を
加
え
る
こ
と
で
、
和
歌
の

関
連
性
を
想
像
し
や
す
く
す
る
よ
う
心
が
け
た
。

導
入
部
分

　
学
習
者
も
親
し
ん
で
い
る
だ
ろ
う
有
名
な
現
代
の
漫
画
を

も
と
に
詠
ん
だ
短
歌
を
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
で
、
歌
に
対

す
る
抵
抗
感
を
和
ら
げ
た
。
ま
た
、
そ
の
短
歌
に
詠
ま
れ
た

心
情
と
、
和
歌
に
詠
ま
れ
た
心
情
を
比
較
し
、
現
代
の
人
た

ち
と
古
人
の
心
情
は
、
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

気
づ
か
せ
、
和
歌
に
親
近
感
を
持
た
せ
る
よ
う
改
善
に
努
め

た
。

挿
絵

　
恋
歌
で
は
、
作
者
同
士
の
関
係
性
や
当
時
の
装
束
な
ど
を

想
像
し
や
す
く
す
る
た
め
、
相
関
図
を
取
り
入
れ
た
。

学
習
活
動

　
小
学
校
の
学
習
活
動
で
は
、
和
歌
を
音
読
に
よ
っ
て
学
習

さ
せ
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
中
学
校
教
材
で

は
、
音
読
だ
け
で
な
く
和
歌
の
内
容
を
よ
り
深
く
考
え
、
歌

へ
の
理
解
を
よ
り
一
層
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　
教
科
書
本
文
で
四
季
の
歌
、
恋
の
歌
の
ど
ち
ら
と
も
意
味

が
取
れ
る
和
歌
を
採
択
し
、
学
習
活
動
で
、
自
分
に
と
っ
て

そ
の
和
歌
が
恋
の
歌
に
な
る
か
、
四
季
の
歌
に
な
る
か
を
考

え
さ
せ
た
。
そ
の
活
動
を
す
る
事
に
よ
っ
て
、
和
歌
へ
の
理

解
を
深
め
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
歌
合
で
詠
ま
れ
た
和
歌
の

勝
敗
を
決
め
さ
せ
る
な
ど
、
和
歌
の
表
現
力
を
評
価
さ
せ
る

活
動
も
設
定
し
た
。

　
従
来
の
よ
う
な
、
リ
ズ
ム
や
文
体
を
理
解
さ
せ
る
た
め
の

音
読
活
動
だ
け
で
な
く
、
和
歌
の
内
容
を
味
わ
う
た
め
に
音

声
言
語
活
動
を
取
り
上
げ
た
。

　
ま
た
、
和
歌
に
ま
つ
わ
る
言
い
伝
え
や
、
題
詞
・
詞
書
な

ど
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
本
を
紹
介
す
る
な
ど
学
習
意

欲
を
高
め
る
よ
う
な
改
善
を
図
っ
た
。

（
野
坂
友
里
）

六
　
結
論

　
以
上
の
検
討
か
ら
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
学
習
指
導

に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
争
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一

に
教
材
論
に
関
し
て
、
入
門
期
の
学
習
者
に
と
っ
て
抵
抗
感

が
な
く
親
し
み
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
興
味
を
喚
起
す
る
こ

と
が
で
き
る
教
材
の
必
要
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
材
と
し

て
採
用
に
値
す
る
古
典
テ
キ
ス
ト
は
限
ら
れ
て
お
り
、
従
来

に
教
材
と
し
て
採
択
さ
れ
た
も
の
が
繰
り
返
し
登
場
し
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
学
生
に
ふ
さ
わ
し

い
新
た
な
古
典
テ
キ
ス
ト
を
教
材
と
し
て
発
掘
す
る
余
地
が

少
な
い
と
い
う
こ
と
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
今
回
開
発
し
た
教
材
で
工
夫
を
凝

ら
し
た
よ
う
に
、
視
覚
的
補
助
資
料
と
し
て
の
挿
絵
や
人
物

へ
の
興
味
か
ら
作
品
の
面
白
さ
に
繋
が
る
よ
う
に
、
古
典
を

読
む
動
機
づ
け
を
教
材
化
に
お
い
て
行
っ
て
い
く
こ
と
が
望

ま
し
い
。
さ
ら
に
挿
絵
を
今
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
活
用
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
な
ら
ば
そ
の
場
面
の
情
景
や
世
界

観
、
和
歌
な
ら
ば
人
物
関
係
の
相
関
図
な
ど
を
捉
え
る
こ
と

で
、
そ
の
世
界
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
無
理
な
く
進
め
ら
れ
る
よ

う
な
配
慮
が
欠
か
せ
な
い
。

　
現
代
の
中
学
生
が
い
か
に
し
て
古
典
テ
キ
ス
ト
に
出
会
う

の
か
。
そ
の
方
法
如
何
に
よ
っ
て
興
味
喚
起
も
古
典
嫌
い
も

生
み
出
し
か
ね
な
い
。
平
成
二
十
三
年
度
版
小
学
校
国
語
教

科
書
で
は
音
読
・
暗
唱
を
重
視
し
、
古
典
テ
キ
ス
ト
そ
の
も

の
を
何
ら
の
配
慮
の
な
い
ま
ま
掲
載
し
て
い
る
も
の
も
見
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は
古
典
嫌
い
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
危
険
を

ひ
そ
ま
せ
て
い
る
。

　
第
二
に
学
習
指
導
方
法
論
に
お
け
る
改
善
で
あ
る
。〔
伝
統

的
な
言
語
文
化
〕
の
新
設
に
伴
っ
て
音
読
・
暗
唱
を
目
的
も

考
え
ず
に
た
だ
闇
雲
に
行
っ
て
い
る
指
導
が
多
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。
し
か
し
先
行
研
究
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

望
ま
し
く
な
い
結
果
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
。
今
回
教
材
を

開
発
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
学
習
者
の
興
味
や
関
心
を
高

め
る
中
で
目
的
や
意
図
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
声
に
出
し

て
表
現
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
確
か

に
古
典
テ
キ
ス
ト
の
リ
ズ
ム
や
響
き
は
大
事
な
魅
力
の
一
つ

で
あ
り
、
日
本
語
表
現
と
し
て
の
重
要
な
到
達
点
の
一
つ
で

も
あ
る
。
そ
こ
で
、
学
習
者
が
作
品
自
体
の
魅
力
を
実
感
し

な
が
ら
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
だ
。

　
次
に
大
事
な
の
は
、
時
間
の
隔
た
り
を
超
え
て
現
代
と
の

繋
が
り
の
中
で
作
品
と
出
会
い
、
親
し
み
を
持
た
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
例
え
ば
自
分
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
き
っ
か
け
を

与
え
た
り
、
当
時
の
人
々
と
自
分
自
身
の
考
え
方
を
比
べ
た

り
す
る
仕
掛
け
を
用
意
す
る
こ
と
が
有
効
な
手
段
と
し
て
あ

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
教
科
書
教
材
で
は
、
作
品

が
本
来
持
っ
て
い
た
構
造
を
解
体
し
、
題
詞
や
詞
書
、
言
い

伝
え
、
作
者
の
背
景
な
ど
、
歴
史
的
背
景
か
ら
和
歌
の
み
を

教
材
と
し
て
提
示
す
る
、
あ
る
い
は
同
時
代
の
文
化
的
な
象

二
七
二
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見



徴
と
切
り
離
し
て
扱
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
学
習
者

の
興
味
関
心
か
ら
考
え
る
と
本
来
の
姿
や
言
葉
と
共
鳴
し
て

い
る
文
化
的
象
徴
の
力
を
呼
び
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習

者
に
と
っ
て
新
鮮
な
興
味
関
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
な
発
想
が
さ
ら
に
発
展
さ

れ
、
改
善
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
、
喫
緊
の
課
題
に
対
す
る
最

も
効
果
的
な
解
決
策
だ
と
考
え
る
。

　
さ
さ
や
か
な
提
案
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
小
論

が
読
者
諸
賢
に
貢
献
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
本

来
は
同
時
代
の
人
た
ち
に
愛
好
さ
れ
た
面
白
い
作
品
が
、
教

育
の
中
で
は
格
調
高
い
立
派
な
文
章
と
し
て
扱
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
作
品
が
登
場
し
た
時

代
と
現
代
と
は
幾
つ
も
の
文
化
的
・
社
会
的
間
隙
が
生
じ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
間
隙
の
埋
め
方
を
工
夫
す
る

こ
と
で
、
学
習
者
と
作
品
の
す
ば
ら
し
い
出
会
い
を
保
証
す

る
こ
と
が
私
た
ち
の
責
務
な
の
だ
。

（
曲
璐
璐
・
中
村
敦
雄
・
野
坂
友
里
・
堀
口
琢
朗
・
山
口
仁
見
）

（
き
ょ
く
　
る
る
・
な
か
む
ら
　
あ
つ
お
・
の
さ
か
　
ゆ
り
・
ほ
り
ぐ
ち
　
た
く
ろ
う
・
や
ま
ぐ
ち
　
ま
さ
み
）

（
１
）『
平
成
二
〇
年
度
版
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
科
編
』
二

九
頁

（
２
）（
１
）
に
同
じ

（
３
）坂
東
智
子「
自
己
と
の
関
わ
り
を
意
識
化
す
る
古
典
学
習
指
導
の

考
察
―
大
村
は
ま
の
単
元
学
習「
古
典
入
門
―
古
典
に
親
し
む
」

（
昭
和
25
年
）
を
中
心
に
―
」『
教
育
実
践
学
論
集
』
一
一
号
　

二
〇
一
〇
年
　
八
三
〜
九
五
頁

（
４
）（
３
）
に
同
じ

（
５
）『
平
成
二
〇
年
度
版
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
科
編
』
七

頁

（
６
）『
平
成
二
〇
年
度
版
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
科
編
』
二

二
頁

（
７
）『
大
村
は
ま
国
語
教
室
　
第
三
巻
』
筑
摩
書
房
一
九
八
三
年
　
三

〇
頁

（
８
）
渡
辺
春
美
『
国
語
科
授
業
活
性
化
の
探
究
Ⅱ
　
古
典
（
古
文
）
教

材
を
中
心
に
』
渓
水
社
　
一
九
九
八
年
　
八
頁

（
９
）
世
羅
博
昭
「『
源
氏
物
語
』
学
習
指
導
の
探
究
」
渓
水
社
　
一
九

八
九
年
　
五
頁

（
10
）文
化
審
議
会
国
語
分
科
会「
Ⅱ
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る

国
語
力
を
身
に
付
け
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
」『
こ
れ
か
ら
の

時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力
に
つ
い
て
』
二
〇
〇
三
年
二
月

（
11
）
岩
崎
淳
「
古
典
指
導
の
た
め
の
三
つ
の
提
案
」『
教
育
科
学
国
語

教
育
』
五
〇
巻
九
号
　
二
〇
〇
八
年
八
月
　
十
八
頁

（
12
）
高
橋
俊
三
「
表
現
と
し
て
の
暗
唱
と
創
作
力
を
磨
く
暗
唱
」『
月

刊
国
語
教
育
研
究
』
四
七
〇
号
　
二
〇
一
一
年
六
月
　
二
十
八

頁

（
13
）中
谷
康
博「
暗
唱
で
文
語
調
の
詩
文
や
俳
句
や
短
歌
に
慣
れ
親
し

ま
せ
る
」『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
五
二
巻
一
号
　
二
〇
一
〇
年

一
月
　
四
十
六
頁

（
14
）
土
佐
秀
里
「『
万
葉
集
』
は
も
っ
と
面
白
い
―
「
古
典
の
読
み
方
」

を
変
え
る
教
材
選
択
を
」『
月
刊
国
語
教
育
』
通
巻
三
四
八
　
二

〇
〇
九
年
五
月
　
二
十
二
頁

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
七
三



二
七
四

曲
璐
璐
・
中
村
敦
雄
・
野
坂
友
里
・
堀
口
琢
朗
・
山
口
仁
見

〔
資
料
編
―
今
回
開
発
し
た
教
材
〕



〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
七
五

（曲璐璐）



二
七
六

曲
璐
璐
・
中
村
敦
雄
・
野
坂
友
里
・
堀
口
琢
朗
・
山
口
仁
見



〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
七
七



二
七
八

曲
璐
璐
・
中
村
敦
雄
・
野
坂
友
里
・
堀
口
琢
朗
・
山
口
仁
見

（堀口琢朗）



〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
七
九



二
八
〇

曲
璐
璐
・
中
村
敦
雄
・
野
坂
友
里
・
堀
口
琢
朗
・
山
口
仁
見

（山口仁見）



〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
八
一



二
八
二

曲
璐
璐
・
中
村
敦
雄
・
野
坂
友
里
・
堀
口
琢
朗
・
山
口
仁
見



〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
〕
の
可
能
性
―
中
学
校
国
語
科
教
材
の
検
討
と
開
発
を
中
心
に
―

二
八
三

（野坂友里）




