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こ
こ
で
い
う
「
和わ

本ほ
ん

リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
は
、
広
い
意
味
で
は
、
江
戸
時
代
末
ま
で
に

書
写
も
し
く
は
刊
行
さ
れ
た
古
典
籍
（
和
本
）
を
ど
う
読
み
、
理
解
し
、
そ
し
て
活
用

し
て
い
く
か
と
い
っ
た
、
日
本
古
典
籍
に
関
わ
る
総
合
的
な
能
力
を
指
す
も
の
で
す
。

と
同
時
に
、
狭
い
意
味
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
く
ず
し
字
」（
変へ
ん

体た
い

仮が

名な

）
の
読
解
能
力

を
指
し
ま
す
。

　

昨
今
、
こ
の
種
の
能
力
は
い
っ
そ
う
衰
退
の
一い
っ

途と

を
辿た
ど

っ
て
い
ま
す
が
、
二
十
一
世

紀
を
迎
え
て
、
日
本
の
現
状
が
混
迷
を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、〈
古
典
〉
の
重
要
性

は
増
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。〈
古
典
〉
は
文
学
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
存
在
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る

〈
古
典
〉
を
存
分
に
理
解
し
吸
収
す
る
た
め
に
、今
こ
そ
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
の
充
実
を
」

と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
、「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
実
践
記
録
を
集
積
し
発
信
す
る

こ
と
で
、
古
典
も
し
く
は
古
典
籍
を
学
ぶ
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
教
え
る
立
場
に
あ

る
方
々
に
も
一
つ
の
指
針
（
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
）
と
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
願
っ
て
発

刊
さ
れ
ま
す
。

　

ど
う
か
、
小
さ
な
動
き
が
や
が
て
日
本
各
地
で
大
き
な
う
ね
り
に
発
展
し
、
老
若
男

女
が
み
な
自
力
で
、〈
古
典
〉
の
豊
か
さ
を
存
分
に
享
受
で
き
る
日
が
来
ま
す
よ
う
に
。

　

二
〇
一
五
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
近
世
文
学
会　

広
報
企
画
委
員
会

刊
行
に
あ
た
っ
て
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川
平
敏
文
（
九
州
大
学
）　
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二
〇
一
〇
年
に
九
州
大
学
に
着
任
し
て
、
学
生
の
く
ず
し
字
読
解
能
力

を
上
げ
る
た
め
に
、
毎
週
一
回
、
課
外
授
業
と
し
て
「
く
ず
し
字
道
場
」

な
る
読
書
会
を
始
め
た
。
特
に
国
文
の
学
生
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
他

学
部
・
他
学
科
（
法
学
、
国
史
学
、
美
学
な
ど
）
の
学
生
や
、
中
国
・
韓

国
・
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
留
学
生
も
参
加
し
て
く
れ
て
い
る
。
本
年
度
で
五

年
目
に
な
る
が
、
参
加
人
数
は
、
毎
年
だ
い
た
い
二
〇
名
前
後
と
い
っ
た

と
こ
ろ
か
。

　

さ
て
、
こ
う
し
て
始
め
た
「
道
場
」
で
あ
っ
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
学
生

の
モ
チ
べ
ー
ジ
ョ
ン
を
上
げ
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
が
勉
強
し
た
く
ず
し

字
の
知
識
を
、
小
・
中
学
生
に
教
え
て
み
て
は
ど
う
か
と
発
案
し
た
。
題

し
て
「
ジ
ュ
ニ
ア
く
ず
し
字
教
室
」。
こ
れ
は
、
中な
か

野の

三み
つ

敏と
し

先
生
（
九
州

大
学
名
誉
教
授
）
が
、
携
帯
メ
ー
ル
の
フ
ォ
ン
ト
に
く
ず
し
字
を
入
れ
た

ら
、
今
ど
き
の
小
・
中
学
生
な
ら
ば
面
白
が
っ
て
す
ぐ
に
使
い
始
め
る
だ

ろ
う
と
、
な
か
ば
冗
談
、
な
か
ば
本
気
で
仰

お
っ
し
ゃ

っ
て
い
た
こ
と
が
ヒ
ン
ト

に
な
っ
た
（
中
野
先
生
の
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
論
」
に
つ
い
て
は
、『
和

本
の
す
す
め
』〈
岩
波
新
書
、二
〇
一
一
年
〉な
ど
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
）。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
子
ど
も
た
ち
に
く
ず
し
字
を
教
え
る
か
。
対

象
は
小
・
中
学
生
で
あ
る
か
ら
し
て
、
あ
ま
り
「
本
気
」
で
教
え
る
の
で

は
な
く
、「
楽
し
か
っ
た
」
と
い
う
余
韻
が
残
る
程
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

現
実
的
だ
。
私
は
そ
の
よ
う
な
大
枠
の
み
示
し
て
、
あ
と
は
基
本
的
に
、

近
世
文
学
を
専
攻
す
る
大
学
院
生
た
ち
に
任
せ
て
、
教
材
の
研
究
・
作
成

を
行
っ
て
も
ら
っ
た
。
彼
ら
の
自
主
性
に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
、

当
日
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
行
わ
れ
た
か
を

報
告
し
て
み
た
い
。

　

な
お
、
こ
の
「
ジ
ュ
ニ
ア
く
ず
し
字
教
室
」
は
毎
年
一
回
、
夏
休
み
の

恒
例
行
事
と
な
り
、
昨
年
は
第
三
回
目
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下

に
記
す
の
は
、
そ
の
最
新
の
回
（
二
〇
一
四
年
七
月
二
七
日
に
実
施
）
の

模
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

※

　

今
回
の
受
講
生
は
小
学
三
年
生
か
ら
中
学
三
年
生
ま
で
の
、計
一
七
名
。

広
報
活
動
と
し
て
は
、
チ
ラ
シ
を
作
っ
て
市
内
の
小
・
中
学
校
に
配
布
し

ジ
ュ
ニ
ア
く
ず
し
字
教
室
の
こ
と

実践記録

1
小中学生対象

くずし字を読むために役立つ書籍を欄外で紹介します！
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た
ほ
か
、
新
聞
に
も
イ
ベ
ン
ト
告
知
を
し
た
。

　

ま
ず
は
、
ご
挨
拶
を
か
ね
て
、
当
方
が
今
回
の
イ
ベ
ン
ト
の
趣
旨
を
簡

単
に
話
す
。
教
室
の
う
し
ろ
に
は
保
護
者
も
参
加
し
て
い
る
の
で
、
保
護

者
の
方
に
も
、
く
ず
し
字
読
解
能
力
の
大
切
さ
を
訴
え
る
。

　

次
に
大
学
院
生
に
よ
る
、「
昔
の
本
」
の
話
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
、「
版は
ん

本ぽ
ん

の
な
り
た
ち
」。
彼
ら
は
事
前
に
、あ
る
文
章
（
後
述
）
の
版は
ん

下し
た

を
書
き
、

そ
れ
を
版は
ん

木ぎ

に
彫ほ

り
付
け
た
も
の
を
準
備
。
本
番
で
は
、
そ
の
版
木
に
墨

を
塗
り
、
紙
を
あ
て
て
、
バ
レ
ン
で
擦す

る
、
と
い
う
工
程
を
実
演
。
刷
り

上
が
っ
た
も
の
は
紛
れ
も
な
い
素し
ろ

人う
と

版ば
ん

で
は
あ
っ
た
が
、
子
ど
も
た
ち
を

感
嘆
さ
せ
る
こ
と
し
き
り
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
今
度
は
そ
こ
に
ど
ん
な
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
か
を
、「
字じ

母ぼ

表ひ
ょ
う」（

平
仮
名
の
く
ず
し
方
一
覧
表
）
を
も
と
に
解
読
し
て
も
ら
う
。

す
る
と
、
徐
々
に
子
ど
も
た
ち
の
顔
が
ほ
こ
ろ
び
は
じ
め
る
。
そ
れ
も
そ

の
は
ず
、
そ
こ
に
刷
ら
れ
た
文
字
は
、「
ふ
り
は
じ
め
た
雪
ハ
、
あ
し
あ

木
もく

版
はん

による印刷を実演する大学院生

「謎解きゲーム」を真剣に考える子どもたち

と
消
し
て
」
―
―
、
そ
う
、
昨
年
大
ヒ
ッ
ト
し
た
「
ア
ナ
雪
」（
ア
ナ
と

雪
の
女
王
）
の
歌
詞
だ
っ
た
の
で
あ
る
！

　

そ
の
あ
と
は
、子
ど
も
た
ち
と
学
生
が
ほ
ぼ
マ
ン
・
ツ
ー
・
マ
ン
体
制
で
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
く
ず
し
字
ド
リ
ル
」
を
使
い
、
三
〇
分
ほ
ど
勉
強
。
だ

い
ぶ
目
が
慣
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
子
ど
も
た
ち
に
四
～
五
人
ず

つ
の
チ
ー
ム
に
な
っ
て
も
ら
い
、「
く
ず
し
字
・
謎
解
き
ゲ
ー
ム
」
に
移
る
。

　

こ
れ
は
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
短
文
を
暗
号
に
見
立
て
て
、
そ
れ
を

チ
ー
ム
で
協
力
し
な
が
ら
解
読
し
、
ど
の
チ
ー
ム
が
一
番
早
く
正
解
で
き

る
か
を
競
う
も
の
で
あ
る
。
暗
号
は
、
施
設
内
の
い
ろ
ん
な
場
所
に
隠
し

て
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
次
々
に
読
み
解
い
て
行
か
ね
ば
正
解
に
辿た
ど

り
着
か

な
い
。
宝
探
し
の
よ
う
で
楽
し
そ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
最
後
は
メ
イ
ン
・
イ
ベ
ン
ト
、「
オ
リ
ジ
ナ
ル
百
人
一
首
カ

ル
タ
大
会
」。
百
人
一
首
と
は
い
っ
て
も
、
流
麗
に
揮き

毫ご
う

さ
れ
た
く
ず
し

字
の
カ
ル
タ
を
そ
の
ま
ま
並
べ
て
も
、
子
ど
も
た
ち
に
は
ほ
と
ん
ど
手
が

出
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
参
考
に
し
た
の
が
、い
わ
ゆ
る
「
下し
も

の
句く

カ
ル
タ
」（
板い
た

カ
ル
タ
）

で
あ
る
。
こ
の
カ
ル
タ
の
特
徴
は
、
取
り
札
が
紙
製
で
は
な
く
板
製
で
、

百
人
一
首
の
下
の
句
の
み
が
草そ
う

書し
ょ

体た
い

で
書
か
れ
て
あ
り
、か
つ
最
初
の
二
、

三
文
字
ほ
ど
が
大
字
、
残
り
が
小
字
で
あ
る
こ
と
。
要
す
る
に
、
カ
ル
タ

取
り
に
お
い
て
最
も
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
最
初
の
数
文
字
が
、
は
っ
き

り
と
、
よ
く
見
え
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
下
の
句
カ
ル
タ
」
は
、
そ
の
む
か
し
北
海
道
の
屯と
ん

田で
ん

兵へ
い

た
ち
が

無ぶ

聊り
ょ
うを

な
ぐ
さ
む
べ
く
、
独
自
の
カ
ル
タ
遊
び
と
し
て
発
明
し
た
も
の

副題は「写本をよむ楽しみ」。古今の名筆から 2000 字余を集字した、変体仮名を学ぶための
最良の手引き。
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と
い
う
（
注
参
照
）。
ゆ
え
に
本
場
・
北
海
道
で
は
、
今
も
小
学
生
の
大

会
も
行
わ
れ
る
ほ
ど
盛
ん
で
あ
る
ら
し
く
、
そ
の
競
技
の
模
様
が
ユ
ー
・

チ
ュ
ー
ブ
に
ア
ッ
プ
し
て
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
う
し
て
鍛た
ん

錬れ
ん

を
積つ

ん
だ
小

学
生
た
ち
は
、
い
つ
し
か
草
書
体
の
文
字
と
い
う
も
の
に
目
慣
れ
、
親し
ん

炙し
ゃ

し
て
し
ま
う
も
の
ら
し
い
。

　

し
か
し
、
今
回
の
よ
う
に
初
め
て
く
ず
し
字
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
は
、

そ
の
よ
う
な
カ
ル
タ
の
文
字
さ
え
も
、
な
か
な
か
判は
ん

読ど
く

す
る
の
は
難
し
か

ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
よ
り
平へ
い

易い

化
し
た
も
の
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
た

と
え
ば
、「
わ
が
衣
こ
ろ
も

手で

は
露つ
ゆ

に
ぬ
れ
つ
つ
」
と
い
う
下
の
句
で
あ
れ
ば
、

そ
の
書
体
は
、
二
文
字
目
の
「
わ
が
」
ま
で
は
行
ぎ
ょ
う

書し
ょ

体た
い

程
度
の
く
ず
し
に

と
ど
め
、三
文
字
目
の
「
こ
」
だ
け
を
「
古
」
の
草
書
体
に
す
る
、と
い
っ

た
具
合
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
す
べ
て
が
こ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
は
な
く
て
、
百
首
の
う
ち

何
割
か
は
、
最
初
の
文
字
か
ら
草
書
体
と
い
う
よ
う
な
、
レ
ベ
ル
の
高
い

も
の
も
混
ぜ
込
む
。と
く
に
中
学
生
用
に
は
、そ
の
割
合
を
増
や
す
と
い
っ

た
、
細
か
な
調
整
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

　

と
は
い
え
、
実
際
そ
の
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
カ
ル
タ
を
制
作
す
る
と

な
る
と
、
草
書
体
が
書
け
ね
ば
始
ま
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
大
学
で
書
道

部
に
所
属
し
て
い
る
学
生
が

「
道
場
」
の
参
加
者
の
な
か

に
い
た
の
は
、
も
っ
け
の
幸

い
で
あ
っ
た
。
下
は
そ
の
一

部
。

　

こ
う
し
て
出
来
上
が
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
百
人
一
首
カ
ル
タ
を
使
っ
て
、

カ
ル
タ
大
会
を
実
施
。
あ
ら
か
じ
め
、
年
齢
や
経
験
の
有
無
に
し
た
が
っ

て
数
組
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
た
の
で
、
実
力
も
お
お
む
ね
伯は

く

仲ち
ゅ
うし
、

な
か
な
か
の
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　

以
上
、
第
三
回
ジ
ュ
ニ
ア
く
ず
し
字
教
室
の
報
告
を
終
え
る
。

　

子
ど
も
た
ち
が
こ
こ
で
得
た
く
ず
し
字
の
知
識
は
、
一
週
間
も
す
れ
ば

忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
は
か
な
い
も
の
に
は
相
違
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
の
よ
う
な
経
験
が
将
来
、
彼
ら
の
古
典
愛
を
育
は
ぐ
く

む
き
っ
か
け
と
な

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
御お
ん

の
字
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
。

（
注
）

・
吉よ
し

海か
い

直な
お

人と

「
板
か
る
た
の
歴
史
」（『
同
志
社
女
子
大
学　

日
本
語
日
本
文
学
』
二
五
号
、

二
〇
一
三
年
）

・「
全
日
本
下し
も

の
句く

歌か

留る

多た

協
会
」　http://w

w
w

.ab.auone-net.jp/~skaruta/index.

htm
l

・「H
O

KKA
ID

O

　

LIKERS

」　

http://w
w

w
.

hokkaidolikers.com
/articles/2654

くずし字百人一首大会の模様

「わがころもでは」

「おきま（どはせる）」

『字
じ

典
てん

かな』笠間影印叢刊刊行会編（笠間書院、新装版、2003 年）
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読
む
こ
と
の
始
ま
り
に
む
け
て

─
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
を
大
学
教
育
の
な
か
で
考
え
る

塩
崎
俊
彦
（
高
知
大
学
）　

SH
IO

ZA
K

I To
sh

ih
iko

　

二
〇
一
三
年
度
日
本
近
世
文
学
会
春
季
大
会
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
実
践

報
告
」
で
は
、
く
ず
し
字
を
読
む
授
業
の
実
践
例
を
報
告
し
た
が
、
そ
の

意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
を
大
学
教
育
の
な
か
で
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
十
分
に
尽
く
せ
な
か
っ

た
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

１　

読
め
な
い
体
験
と
し
て
の
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー

　

く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
影え
い

印い
ん

本
な
ど
を
使
っ
た
講
読
の
授
業
が
あ
っ
た
。
変へ
ん

体た
い

仮が

名な

や
簡
単
な
く
ず

し
字
が
お
お
む
ね
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
個
人
の

努
力
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
誰
も
が
研
究
会
な
ど
で
苦
労
し
な
が

ら
読
め
な
い
文
字
を
解
読
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
手
取
り
足
取
り
教

わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
回
想
さ
れ
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
経
験
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
私
た
ち
は
、
く
ず
し
字
を
通

行
の
字
体
に
直
す
作
業
だ
け
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
自
動
翻
訳
ソ

フ
ト
に
よ
る
怪
し
い
逐ち

く

語ご

訳や
く

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
首
尾
一
貫
し
た

意
味
を
含
ん
だ
テ
キ
ス
ト
を
現げ
ん

前ぜ
ん

さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
過

程
で
、
わ
ず
か
ひ
と
文
字
が
読
め
な
い
た
め
に
文
意
を
図は
か

り
か
ね
て
悶も
ん

々も
ん

と
し
た
り
、
あ
る
時
ふ
と
そ
の
文
字
が
読
め
た
と
た
ん
に
霧
が
晴
れ
る
よ

う
に
「
そ
う
か
」
と
腑ふ

に
落
ち
る
と
い
う
経
験
を
何
度
も
し
て
き
た
。

　

活
字
本
に
よ
っ
て
教
育
を
受
け
て
き
た
私
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
こ
に
印

刷
さ
れ
た
文
字
が
読
め
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
読
め
な
い
文
字
が

読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
場
面
は
、
未
知
の
外
国
語
を
学

ぶ
場
合
な
ど
の
よ
う
に
例
外
的
で
あ
る
。
日
本
文
学
を
専
攻
す
る
こ
と
に

な
っ
て
、
く
ず
し
字
を
前
に
し
て
途と

方ほ
う

に
く
れ
る
と
い
う
の
は
、
相
手
が

ど
う
や
ら
日
本
語
ら
し
い
と
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
に
よ
け
い
歯
が
ゆ
い
。

　

他
人
に
よ
る
手
書
き
の
メ
モ
の
判は
ん

読ど
く

に
て
こ
ず
る
と
い
っ
た
場
面
も
日

常
に
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
こ
れ
勘か
ん

案あ
ん

す
れ
ば
、
目
で
追
え
ば

文
字
が
読
め
て
し
ま
い
、
し
か
る
べ
き
意
味
内
容
を
容
易
に
く
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
事
態
の
ほ
う
が
特
殊
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く

る
。「
テ
キ
ス
ト
は
簡
単
に
読
め
る
」
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
思
い
込
み

実践記録

2
大学生対象

1916（大正 5）年初版の超ロングセラー。漢字の五体（楷・行・草・隷・篆）を示す。文字
が大きくて見やすい「増補机上版」（B5判、2004 年）も至便。
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に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
そ
も
そ
も
「
文
字
が
読
め
な
い
」
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
出
発
す
る
。
読
め
な
い
文
字
を
何
と
か
通
行
の
字
体
に
な
お
す
こ

と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
も
っ
た
テ
キ
ス
ト

と
な
る
た
め
に
は
、
あ
て
推
量
で
特
定
の
文
字
列
を
単
語
と
仮
定
し
て
辞

書
を
参
照
し
て
、
確
か
に
そ
れ
が
過
去
に
使
用
さ
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
り
、
仮か

名な

遣づ
か

い
や
清
濁
を
判
断
し
、
句
読
点
を
打
つ
な
ど
し
な

が
ら
意
味
の
あ
る
文
字
の
連つ
ら

な
り
を
見
出
す
作
業
を
繰
り
返
す
。
こ
う
し

た
試
行
錯
誤
を
重
ね
る
う
ち
に
、
よ
う
や
く
テ
キ
ス
ト
の
お
ぼ
ろ
げ
な
輪

郭
が
見
え
て
く
る
。
私
た
ち
は
、
乏
し
い
知
識
や
経
験
を
総
動
員
し
て
読

め
な
い
文
字
と
格
闘
し
、
な
ん
と
か
テ
キ
ス
ト
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
体

験
を
し
て
き
た
。

　

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、「
テ
キ
ス
ト
は
読
め
る
」
と
い
う
自
明
性
を
足

元
か
ら
覆
く
つ
が
えす
よ
う
な
体
験
で
あ
り
、
読
め
な
い
テ
キ
ス
ト
を
な
ん
と
か
読

も
う
と
抗
あ
ら
が

う
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
。

２　

直
接
経
験
と
し
て
の
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
体
験
が
貴
重
で
あ
る
の
か
？
の
前
に
、
和
本
リ
テ
ラ

シ
ー
の
も
う
一
つ
の
側
面
に
つ
い
て
。

　

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
書
物
（
和
本
）
は
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
以
前
に
モ

ノ
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
か
ら
出
発
で
き
る
。
和
本
は
、
和
紙
と
墨
と
糸

な
ど
で
で
き
た
モ
ノ
の
集
積
に
他ほ
か

な
ら
な
い
。
洋
装
本
（
西
洋
紙
と
イ
ン

ク
）
も
そ
う
な
の
だ
が
、
ふ
だ
ん
あ
ま
り
接
す
る
こ
と
の
な
い
和
本
を
手

に
す
る
体
験
は
、
書
物
を
意
味
の
総
体
と
し
て
と
ら
え
る
以
前
に
、
モ
ノ

と
し
て
な
が
め
る
よ
い
機
会
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
モ
ノ
と
し
て
の
和
本
を
子し

細さ
い

に
観
察
し
て
み
れ
ば
、
表
紙
の

文も
ん

様よ
う

や
書
体
、
版は
ん

面め
ん

、
料
り
ょ
う

紙し

の
様
相
、
刊か
ん

記き

（
奥お
く

書が
き

、
識し
き

語ご

）
や
広
告
、

蔵ぞ
う

書し
ょ

印い
ん

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
表
情
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う

し
た
情
報
は
、
そ
の
書
物
が
ど
の
よ
う
に
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
知

る
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
生
成
過
程
そ
の
も
の

で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
、
こ
の
よ
う
に
モ
ノ
と

し
て
の
書
物
か
ら
、
有
用
な
情
報
を
引
き
出
し
、
血
の
通か
よ

っ
た
テ
キ
ス
ト

と
し
て
意
味
づ
け
す
る
体
験
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
体
験
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
書
物
に
手
を
触
れ
、
そ
の
色
や
形
を
こ

の
目
で
確
か
め
な
が
ら
な
さ
れ
る
直
接
経
験
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

活
字
本
で
テ
キ
ス
ト
を
読
む
体
験
は
、
遠
く
の
国
で
起
こ
っ
た
出
来
事
を

テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
記
事
で
知
る
よ
う
な
間
接
経
験
に
似
て
い

る
。
こ
う
し
た
間
接
経
験
は
、
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
あ
る
意
味
ば
か
り

を
注
視
し
が
ち
で
、
情
報
の
素す

性じ
ょ
うや

ど
の
よ
う
な
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て

い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
糺た
だ

す
こ
と
が
等と
う

閑か
ん

視し

さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

間
接
経
験
が
こ
の
よ
う
な
問
題
を
孕は
ら

ん
で
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
よ
く

知
っ
て
い
る
し
、
情
報
化
社
会
に
お
け
る
間
接
経
験
の
肥
大
／
直
接
経
験

の
衰
退
は
、「
独
力
で
考
え
、
感
じ
、
自
分
自
身
の
見
解
に
従
っ
て
行
動

す
る
こ
と
」
か
ら
私
た
ち
を
遠
ざ
け
る
と
も
言
わ
れ
る
（
Ｅ
．
Ｓ
．
リ
ー

ド
『
経
験
の
た
め
の
戦
い
』）。

『五
ご

体
たい

字
じ

類
るい

』高田竹山監修（西東書房、改訂四版、2014 年）
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３　

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
の
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
文
学
は
い
く
ら
か
後う
し

ろ
め
た
い
思
い
を
し
て
い

る
。
実
体
の
あ
る
書
物
を
手
に
取
っ
て
読
む
こ
と
自
体
は
直
接
経
験
で
あ

る
が
、
読
書
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
も
の
は
、
テ
キ
ス
ト
の
言
葉
を
介か
い

し
て
、

い
ま
こ
こ
に
は
な
い
何
も
の
か
を
代
行
す
る
間
接
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い

か
ら
だ
。

　

し
か
し
、
た
め
ら
い
が
ち
な
が
ら
、
多
少
な
り
と
も
文
学
が
胸
を
張
れ

る
の
は
、
間
接
経
験
で
あ
る
が
ゆ
え
に
読
む
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を

よ
く
心
得
て
お
り
、
そ
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
い
ま
こ
こ
に
は
な
い
も

の
を
た
し
か
な
存
在
感
を
も
っ
て
代
行
す
る
手
立
て
や
方
法
に
長た

け
て
い

る
こ
と
に
よ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
手
立
て
や
方
法
」
と
は
、
和
本
リ
テ
ラ

シ
ー
が
提
供
し
て
く
れ
る
「
読
め
な
い
体
験
」
や
「
モ
ノ
と
し
て
の
書
物
」

に
接
す
る
直
接
経
験
に
よ
っ
て
培
つ
ち
か
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

文
学
ば
か
り
が
間
接
経
験
の
陥か
ん

穽せ
い

に
意
識
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
つ
も

り
は
な
い
。
人
文
科
学
系
の
学
問
は
総
じ
て
こ
う
し
た
資
料
に
対
す
る
基

礎
的
手
続
き
を
重
ん
じ
て
き
た
。
だ
が
、
間
接
経
験
の
肥
大
化
に
歩
調
を

合
わ
せ
る
よ
う
に
、
直
接
経
験
の
機
会
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
通
し
て
学
生

が
試
行
錯
誤
す
る
場
面
が
大
学
教
育
の
文
脈
の
な
か
で
少
な
く
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
危き

惧ぐ

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

数
少
な
い
直
接
経
験
の
機
会
で
あ
る
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
読
む
こ
と

の
基
礎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
場
と
し
て
大
学
教
育
の
中
に
も
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。

４　

む
す
び

一　

読
む
こ
と
は
、
い
ま
眼
前
に
は
な
い
も
の
を
テ
キ
ス
ト
を
介
し
て
了

解
で
き
る
間
接
経
験
で
あ
る
。

二　

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
で
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
書
物
に
向
き
合
う
直
接
経

験
を
通
し
て
、間
接
経
験
で
あ
る
た
め
に
生
じ
る
読
む
こ
と
の
困
難
と
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
る
プ
ロ
セ
ス
を
体
験
で
き
る
。

三　

文
学
を
学
ぶ
者
は
、
読
む
こ
と
が
ど
こ
ま
で
も
間
接
経
験
で
あ
る
こ

と
を
知
り
な
が
ら
、
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
と
い
う
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
＝
直
接

経
験
を
通
じ
て
、
間
接
経
験
の
危
う
さ
を
冷
静
に
回
避
し
、
読
む
こ
と

を
確
か
な
手
応
え
を
持
っ
た
直
接
経
験
の
代
行
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
の
効
用
は
、
文
学
研
究
の
場
面
の
み
に
限
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
乱
脈
な
間
接
経
験
の
氾は

ん

濫ら
ん

に
対
処
す
る
た
め
に
、
よ
り
汎は
ん

用よ
う

性せ
い

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
文
学
は
実
用
の
役
に
立
た
ぬ
「
虚う
つ

ろ
な
学
」
で
あ
る
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
批
判
に
は
、
和
本
リ
テ

ラ
シ
ー
が
も
た
ら
す
直
接
経
験
の
有
用
性
を
説
く
こ
と
で
対
抗
で
き
る
と

考
え
て
い
る
。

※
拙
文
の
タ
イ
ト
ル
は
、蓮は
す

實み

重し
げ

彦ひ
こ『『

ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』論
』（
筑
摩
書
房
、二
〇
一
四
年
）

の
序
章
の
章
題
と
同
じ
で
あ
る
。
同
書
で
「
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
示

さ
れ
る
内
容
が
、
こ
こ
で
い
う
間
接
経
験
の
危
う
さ
に
重
な
る
。
ま
た
、
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー

を
「
直
接
経
験
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
．
Ｓ
．
リ
ー
ド
『
経
験
の
た

め
の
戦
い
─
情
報
の
生
態
学
か
ら
社
会
哲
学
へ
』（
原
著 

一
九
九
六
年
／
菅す
げ

野の

盾た
て

樹き

訳
、

新
曜
社
、
二
〇
一
〇
年
）
の
議
論
を
参
照
し
た
。

自筆書状から集字した点に特色がある。江戸期のくずし字を読む時に絶大な威力を発揮。
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西
澤
美
仁
（
上
智
大
学
）　

N
ISH

IZA
W

A
 Yo

sh
ih

ito

　

日
本
近
世
文
学
会
春
季
大
会
（
於
東
京
学
芸
大
学
）
の
前
年
に
あ
た
る

二
〇
一
二
年
の
秋
、
諸
事
情
に
よ
り
急
遽
、
上
智
大
学
で
西さ
い

行
ぎ
ょ
う

学
会
の

大
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
、
木き

越ご
し

治お
さ
むさ

ん
（
上
智
大
学
）、
神か
ん

作さ
く

研け
ん

一い
ち

さ
ん
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）
に
御
尽
力
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
御ご

縁え
ん

で
、
会
員
で
も
な
く
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
も
素
人
同
然

の
身
な
が
ら
、
近
世
文
学
会
で
口
頭
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
さ
ら

に
は
記
録
を
残
す
こ
と
に
も
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
当

日
は
、
や
は
り
上
智
大
学
卒
業
生
の
塩し
お

崎ざ
き

俊と
し

彦ひ
こ

さ
ん
（
高
知
大
学
）
が
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
の
提
案
を
な
さ
る
と
い
う
こ
と
で
、
改
革
の
対
象
に

な
る
大
学
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
例
を
示
す
こ
と
で
、
お
役
に
立
て
れ
ば
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

　

キ
ャ
リ
ア
だ
け
は
三
○
年
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の

前
半
分
を
前
任
校
の
実
践
女
子
大
学
で
「
古
典
文
学
基
礎
講
読
」、
後
半

分
を
上
智
大
学
で
「
古
典
文
学
基
礎
」
と
い
う
授
業
を
担
当
し
た
。
ど

ち
ら
も
一
年
生
対
象
の
、
い
わ
ゆ
る
初
年
次
教
育
の
基
幹
を
な
す
必
修

授
業
に
位
置
付
け
ら
れ
、
当
初
は
通
年
で
行
っ
て
い
た
が
、
上
智
で
は

二
〇
一
五
年
度
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
訂
に
よ
っ
て
、
半セ

メ
ス
タ
ー

学
期
に
な
っ
た
。

　

実
践
の
「
古
典
文
学
基
礎
講
読
」
は
、
大
学
教
員
に
な
っ
た
ば
か
り
の

こ
ろ
に
、
長な
が

島し
ま

弘ひ
ろ

明あ
き

さ
ん
（
現 

東
京
大
学
）
と
竹た
け

本も
と

幹み
き

夫お

さ
ん
（
現 

早

稲
田
大
学
）
と
二
十
代
三
十
代
の
若
い
三
人
で
始
め
た
授
業
で
、
当
時

一
五
〇
人
定
員
の
一
学
年
を
三
ク
ラ
ス
に
分
け
て
、
三
人
で
一
ク
ラ
ス
ず

つ
担
当
し
て
い
た
。
授
業
の
質
を
そ
ろ
え
る
た
め
に
は
、
当
然
何
回
か
打

合
せ
が
必
要
に
な
り
、
そ
れ
を
呑
む
た
め
の
口
実
に
使
っ
て
い
た
よ
う
な

感
じ
で
あ
っ
た
が
、
当
初
は
、「
基
礎
講
読
」
と
い
う
名
前
の
通
り
、
古

典
文
学
の
原
典
を
年
に
五
、六
作
品
く
ら
い
（
文
庫
本
で
読
め
る
も
の
を

五
、六
冊
と
い
っ
た
方
が
正
確
で
、『
源
氏
物
語
』
も
角
川
文
庫
一
〇
冊
を

一
〇
年
か
け
て
読
む
つ
も
り
で
始
め
た
の
だ
が
、
三
年
く
ら
い
で
破
綻
し

た
）、
通
年
で
二
八
回
な
り
三
○
回
な
り
で
あ
る
か
ら
、
一
冊
四
週
間
く

ら
い
を
目も
く

途と

に
通
読
す
る
た
め
の
ノ
ー
ト
作
り
を
教
授
す
る
、
と
い
う
授

業
で
あ
っ
た
。
そ
の
ノ
ー
ト
を
提
出
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
四
週
目
く
ら

い
に
テ
ス
ト
を
す
る
。
そ
の
ペ
ー
ス
で
あ
る
か
ら
六
作
品
七
作
品
読
め
る

古
典
文
学
基
礎（
講
読
）の
こ
と
な
ど

実践記録

3
大学生対象

『くずし字辞典』波多野幸彦監修（思文閣出版、2000 年）



10

と
こ
ろ
を
、一
作
品
分
を
割さ

い
て
、く
ず
し
字
を
教
え
た
。
当
時
は
、一
ヶ

月
く
ら
い
集
中
す
れ
ば
大
体
み
ん
な
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
落
第
点
の

学
生
が
半
数
近
く
を
占
め
た
学
年
も
あ
っ
た
が
、
毎
週
の
よ
う
に
追
試
を

か
け
て
、
大
体
二
セ
ッ
ト
目
く
ら
い
の
時
期
か
ら
や
っ
て
い
た
か
ら
、
夏

休
み
ま
で
に
は
あ
と
二
作
品
く
ら
い
の
余
裕
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
は

ほ
ぼ
全
員
合
格
ラ
イ
ン
に
到
達
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。通
年
授
業
な
の
で
、

年
度
末
に
成
績
を
出
せ
ば
よ
く
、
そ
れ
ま
で
に
多
少
の
出
遅
れ
は
フ
ォ

ロ
ー
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
が
次
第
に
授
業
の
本ほ
ん

割わ

り
で
教
え
る
時

間
数
が
増
え
て
い
き
、
そ
の
う
ち
夏
休
み
ま
で
の
半
学
期
分
を
く
ず
し
字

に
費
や
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
記
憶
す
る
。
学
生
の
質
が
落
ち
た
、

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
教
え
る
側
の
体
力
が
落
ち
て
、
学
生
の
席
ま
で
駈か

け
付
け
、
ま
た
黒
板
に
駈
け
戻
る
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
す
こ
と

に
耐
え
ら
れ
な
く
な
り
、
時
間
的
に
も
毎
日
追
試
す
る
余
裕
が
な
く
な
っ

て
く
る
と
、つ
い
も
う
一
ヶ
月
も
う
一
週
間
と
延
び
て
い
っ
た
気
が
す
る
。

学
生
も
一
気
に
覚
え
る
と
一
気
に
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
、
卒
論
の
こ
ろ
に

は
す
っ
か
り
抜
け
て
い
て
、
卒
論
を
書
く
の
に
役
に
立
っ
た
と
い
う
話
は

あ
ま
り
聞
い
て
い
な
い
。

　

実
践
女
子
大
学
の
方
で
今
も
な
さ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い

が
、
一
五
年
前
に
移
っ
た
上
智
大
学
で
も
、「
古
典
文
学
基
礎
」
と
い
う

授
業
は
あ
っ
て
、
や
は
り
一
年
生
対
象
の
必
修
授
業
で
、
そ
の
春
学
期
は

ま
る
ご
と
く
ず
し
字
を
読
む
の
に
あ
て
て
い
る
。
秋
学
期
に
は
春
学
期
履

修
済
み
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
、
写
本
か
版
本
の
影え
い

印い
ん

を
テ
キ
ス
ト

に
し
て
授
業
が
行
わ
れ
る
。
一
学
年
の
定
員
が
五
○
人
か
ら
六
○
人
と
少

な
い
の
で
、
一
学
年
一
ク
ラ
ス
を
私
は
だ
い
た
い
春
学
期
に
担
当
し
て
、

学
生
は
だ
い
た
い
毎
年
一
割
か
ら
二
割
く
ら
い
単
位
を
落
と
し
て
し
ま

う
。
大
学
に
入
っ
て
最
初
の
関
門
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
五
年
間
に
ひ
と

り
だ
け
で
は
あ
る
が
、「
古
典
文
学
基
礎
」
の
た
め
に
卒
業
を
延
期
す
る

学
生
も
い
た
。

　

テ
キ
ス
ト
は
三
○
年
間
一
貫
し
て
笠
間
書
院
の
『
字じ

典て
ん

か
な
』
を
使
っ

て
い
る
。
犬い
ぬ

養か
い

廉き
よ
し・
井い
の

上う
え

宗む
ね

雄お

と
い
っ
た
大
家
の
監
修
で
あ
る
が
、
残
念

な
が
ら
二
カ
所
大
き
な
誤
り
が
あ
り
、
三
○
年
前
に
見
つ
け
た
折
に
申
告

し
た
つ
も
り
で
は
あ
っ
た
が
、
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
毎
年
授
業

の
初
め
に
、
教
科
書
に
も
間
違
い
が
あ
る
も
の
で
あ
る
、
な
ど
と
話
し
て

い
る
教
師
の
言
葉
も
鵜う

呑の

み
に
す
る
な
、
と
教
え
る
こ
と
に
し
て
き
た
。

ま
だ
現
物
は
見
て
い
な
い
が
、
笠
間
書
院
は
即
座
に
対
応
し
て
、
直
後
に

改
訂
に
乗
り
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

私
自
身
の
学
生
時
代
の
記
憶
で
は
、
一
年
生
の
折
に
、
井い
の

浦う
ら

芳よ
し

信の
ぶ

先
生

（
東
京
大
学
）の
近
松
の
授
業
で
、文
字
と
の
大
変
な
出
会
い
を
体
験
し
た
。

夏
の
期
末
試
験
で
は
丸ま
る

本ほ
ん

（
浄
瑠
璃
の
詞
章
を
一
冊
に
収
め
た
版は
ん

本ぽ
ん

）
を

活
字
体
に
翻ほ
ん

字じ

す
る
。冬
は
丸
本
の
よ
う
に
書
い
て
み
ろ
と
い
う
試
験
で
、

筆
と
硯
を
試
験
場
に
持
ち
込
ん
だ
学
生
も
い
た
。
し
か
し
書
く
方
が
実
は

簡
単
で
、
テ
キ
ス
ト
通
り
に
復
元
せ
よ
、
で
は
な
く
て
、
丸
本
の
よ
う
に

書
い
て
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
く
、
字
形
は
一
種
類
で
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
何
種
類
も
覚
え
よ
う
と
し
た
り
、
前
の
字
と
の
関

係
を
考
え
て
み
た
り
、
を
自
発
的
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
話
を
す
る

た
び
に
み
ん
な
笑
う
け
れ
ど
も
、
一
番
効
果
的
な
、
と
い
う
か
正
統
的
な

異体字を読むための辞典は多いが、経験上、コレが最も秀逸。私家版・非売品ゆえに、ほ
とんど市場に出ないことが難点。
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教
育
方
法
だ
っ
た
の
で
は
、
と
今
で
は
思
い
返
し
て
い
る
。
私
自
身
は
書

か
せ
て
ま
で
は
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
時
折
は
卒
業
生
か
ら
「
基
礎
」
の

授
業
の
話
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
大
学
の
国
文
学
科
に
入
っ
て
初
め
て
受

け
た
異
世
界
体
験
の
衝
撃
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
卒
業
す
る
頃
に
な
っ
て
、

あ
る
い
は
卒
業
し
て
何
年
も
経
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
何
か
わ
か
っ
て
き
た

気
が
す
る
、
文
学
か
ら
一
番
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
見
え
て
実
は
一

番
根
幹
的
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
な
漠
然
と
し
た
感
覚
な
の
だ
と
思
う
。

　

上
智
大
学
に
も
、
本
年
度
か
ら
「
古
典
文
学
講
読
」
な
ど
「
講
読
」
の

授
業
が
で
き
た
。
対
象
学
年
も
二
～
四
年
次
と
異
な
る
し
、
留
学
生
を
意

識
し
た
り
な
ど
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
の
位
置
付
け
は
同
じ
で
は
な
い
が
、

主
だ
っ
た
古
典
作
品
に
つ
い
て
は
通
読
し
て
お
く
と
い
う
意
識
を
植
え
付

け
る
点
で
は
共
通
し
て
い
て
、
こ
れ
と
組
み
合
わ
せ
て
初
め
て
機
能
す
る

一
面
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
三
○
年
前
の
実
践
女
子
大
に
や
っ
と

追
い
つ
い
た
気
が
す
る
。

　

五
年
間
「
基
礎
」
を
履
修
し
続
け
た
学
生
は
、
ノ
ー
ト
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
。ど
う
や
ら「
書
く
」と
い
う
こ
と
自
体
に
抵
抗
が
あ
っ
た
よ
う
で
、

そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
美
意
識
で
あ
ろ
う
し
、世
代
の
問
題
で
も
あ
ろ
う
が
、

読
む
こ
と
と
は
実
は
書
く
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
書
い
て
み
て
、
手
を
汚

し
て
初
め
て
作
品
や
作
者
が
読
め
る
、
と
い
う
根
本
の
と
こ
ろ
で
、
か
ら

だ
を
張
っ
た
抵
抗
を
見
せ
て
く
れ
た
の
だ
と
思
う
こ
と
に
し
て
み
た
い
。

　

四
○
年
前
に
大
学
に
入
っ
た
ば
か
り
の
学
生
に
は
、
い
つ
も
風
呂
敷
包

み
を
抱
え
た
好こ
う

々こ
う

爺や

に
し
か
見
え
な
か
っ
た
が
、
老
大
家
は
手
ず
か
ら
国

文
学
へ
の
貴
重
な
第
一
歩
を
教
授
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
当

上智大学国文学科「標準配当表」（2015 年度）

時
の
国
立
大
学
は
六
○
歳
が
定
年
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
、
学
生
は
あ
の
時

の
先
生
の
年
齢
を
す
で
に
通
り
越
し
て
し
ま
っ
た
。通
り
越
し
て
初
め
て
、

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
ろ
そ
ろ
卒
業
を
前
に
し
て
、
貴
重
な
体
験
を
さ

せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
、
よ
う
や
く
今
ご
ろ
少
し
だ
け
わ
か
っ
て
き
た
気

が
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

『異
い

体
たい

文
も

字
じ

集
しゅう

』（静岡県芝川町郷土史研究会編刊、1973 年）
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し
か
し
な
が
ら
、
中
央
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
地
方
書
家
と
し
て

八
八
歳
の
生
を
閉
じ
た
。

２　

作
品

　

米
山
の
作
品
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
筆
致
が
特
徴
で
あ
る
。
い
く
つ
か
を

挙
げ
て
み
る
（
画
像
は
『
三
輪
田
米
山
日
記
を
読
む
』、
三み

浦う
ら

和か
ず

尚な
お

・
福

田
安
典
、
創
風
社
、
二
〇
〇
一
年
よ
り
）。

福
田
安
典
（
日
本
女
子
大
学
）　

FU
K

U
D

A
 Ya

su
n

o
ri

１　

三
輪
田
米
山
と
は

　

三み

輪わ

田た

米べ
い

山ざ
ん

は
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）、
伊い

予よ

松ま
つ

山や
ま

の
日ひ

尾お

八は
ち

幡ま
ん

神
社
神
官
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
没
し

た
。
国こ
く

学が
く

上
の
師
は
大お
お

国く
に

隆た
か

正ま
さ

、
弟
は
三
輪
田
元も
と

綱つ
な

で
あ
る
。
祖
父
は
名

筆
で
知
ら
れ
た
明め
い

月げ
つ

で
あ
る
。

　

米
山
は
書
家
と
し
て
有
名
で
、
王お
う

羲ぎ

之し

を
始
め
と
す
る
書
の
古
典
に

深
く
学
び
、
独
自
の
書
風
を
確
立
し
、
特
に
愛
媛
を
中
心
と
し
て
人
気

が
高
い
。
県
内
に
は
多
く
の
作
品
が
残
さ
れ
て
お
り
、
日
尾
八
幡
神
社

の
注し

連め

石い
し

（
地
元
で
は
「
ち
ゅ
う
れ
ん
い
し
」
と
も
）「
鳥
舞
魚
躍
」、

伊い
よ
ず
ひ
こ
の
み
こ
と

予
豆
比
古
命
神
社
（
椿
つ
ば
き

神
社
）
の
注
連
石
「
龍
游
鳳
舞
」
を
は
じ
め
、

約
八
〇
基
に
及
ぶ
神
社
の
注
連
石
等
石せ
き

文ぶ
ん

の
揮き

毫ご
う

が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
神
社
の
幟
の
ぼ
り
に
も
筆
を
採
り
、
祭
り
の
折
に
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
米
山
の

作
品
が
青
空
に
は
た
め
い
て
い
る
。

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
と
社
会
貢
献

─
三
輪
田
米
山
を
例
と
し
て

米山の書

実践記録

4
社会人対象

和本の歴史や作り方をわかりやすく解説するとともに、くずし字の読解に基づく「和本
リテラシ−」の重要性を訴える。
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３　

米
山
の
発
見
と
顕
彰

　

愛
媛
の
み
で
知
ら
れ
る
米
山
に
着
目
し
た
の
は
、
佐さ

伯え
き

祐ゆ
う

三ぞ
う

を
発
掘
し

た
山や
ま

本も
と

發は
つ

次じ

郎ろ
う

で
あ
り
、
つ
い
で
浅あ
さ

海み

蘇そ

山ざ
ん

が
、『
米
山　

人
と
書
』（
墨ぼ
く

美び

社
、
一
九
六
九
年
）
で
米
山
を
紹
介
し
た
。
米
山
の
書
に
興
味
を
持
つ

も
の
が
増
え
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
新
日
曜
美
術
館
」（
二
〇
〇
八
年
）
で
も
取
り

上
げ
ら
れ
、
大
規
模
な
展
示
や
以
下
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
関
連
書
目
が
出

版
さ
れ
た
。
研
究
者
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
を
中
心
に
人
気
が
高

ま
っ
た
の
が
、
米
山
研
究
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

　

※
①
展
示
「
三
輪
田
米
山
の
書
」（
二
〇
一
〇
～
一
一
年
、
於
愛
媛
大

学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
米
山
の
魅
力
を
語
る
」（
於
愛

媛
大
学
グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ル
）、
②
展
示
「
米
山
仮
名
の
美
」（
二
〇
一
一
年

一
一
月
～
一
二
月
、於
愛
媛
大
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
米

山
石
文
・
幟
探
訪
」（
於
愛
媛
大
学
グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ル
）
な
ど
。

　

ま
た
、米
山
に
関
心
の
な
か
っ
た
日
本
女
子
大
学
桜
楓
会
松
山
支
部
が
、

講
演（
二
〇
一
二

年
一
一
月
、
於

伊
予
鉄
会
館
）

を
企
画
し
て
く

れ
た
。
こ
の
折

の
ポ
ス
タ
ー
は

手
作
り
で
あ
る
。

講演「三輪田米山日記」を読む　ポスター

米山の書

中野三敏著『和本のすすめ』（岩波新書、2011 年）
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４　

米
山
日
記

─
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー

─

　

米
山
へ
の
理
解
と
人
気
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
そ
の
日
記
（
愛
媛
大
学
な

ど
所
蔵
）
に
関
心
が
集
ま
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
嘉か

永え
い

元
年
（
一
八
四
八
）

に
家か

職し
ょ
くを

継
い
で
か
ら
、明
治
四
一
年
八
八
歳
に
至
る
ま
で
書
き
続
け
た
、

総
量
三
〇
〇
冊
で
、
彼
の
公
用
日
記
で
あ
る
も
の
の
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
松
山
の
世
相
を
記
し
た
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
ま
た
、
和

歌
、俳
諧
、国
学
に
関
し
て
の
記
事
も
豊
富
で
あ
る
。
米
山
の
人
気
は
『
米

山
日
記
』
の
共
有
化
に
向
か
う
。
し
か
し
、『
米
山
日
記
』
は
難
読
で
あ

る
と
さ
れ
、
し
か
も
量
が
膨
大
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
形
で
、
大
学
も
し

く
は
研
究
者
が
一
般
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
、
お
の
ず
と
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
と
向
か
い
合

う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.lib.ehim
e-u.ac.jp/BEIZAN

/

m
oku02.htm

l

）
で
画
像
を
公
開
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
ん
な
こ
と
で
は
一

般
社
会
と
研
究
者
と
の
共
有
化
に
は
な
ら
な
い
。
画
像
が
手
軽
に
見
ら
れ

て
も
結
局
の
と
こ
ろ
は
「
読
め
な
い
と
話
に
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
そ
の
読
解
の
教
科
書
と
し
て
『
三
輪
田
米
山
日
記
を
読
む
』
を
刊

行
し
た
。
こ
れ
は
一
般
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
見
開
き
で
見
や
す
く
画

像
と
翻ほ

ん

字じ

を
載
せ
、
翻
字
に
は
句
読
点
を
付
け
、
さ
ら
に
読
む
箇
所
に
適

宜
①
②
～
と
い
う
リ
ー
ド
を
付
け
、
大
意
、
解
説
、
コ
ラ
ム
を
付
け
た
。

お
か
げ
さ
ま
で
こ
の
書
は
愛
媛
出
版
文
化
賞
を
い
た
だ
き
、
駅
や
空
港
の

売
店
で
も
売
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
学
図
書
館
に
は
ほ
と
ん
ど
収
蔵

さ
れ
な
い
「
ヒ
ッ
ト
研
究
書
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

５　

ま
と
め
と
課
題

　

米
山
の
場
合
は
、
資
料
整
備
、
環
境
、
一
般
の
ニ
ー
ズ
、
研
究
者
の
配

置
が
整
っ
て
い
る
希け

有う

な
例
で
あ
る
。
ゆ
え
に
上
記
の
よ
う
に
実
践
例
と

し
て
「
報
告
」
は
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
連
の
活
動
を
通
じ

て
果
た
し
て
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
戦
略
は
成
功
し
た
の
か
、
わ
か
り
や
す
く

い
え
ば
「
く
ず
し
字
」
を
読
む
人
口
を
増
や
し
た
の
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、

そ
の
答
え
は
「
否
」
で
あ
る
。
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
の
道
は
険
し
く
長
い
。

そ
れ
で
も
日
本
近
世
文
学
会
は
そ
の
途み
ち

を
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

『三輪田米山日記を読む』より

神保町で古書店を営む著者が、和本の魅力を楽しく解説。『江戸の本屋と本づくり　続和本
入門』（同、2011 年）、　『和本への招待』（角川選書、2011 年）もおススメ。
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▼
出
前
授
業
の
実
施
に
つ
い
て

　

日
本
近
世
文
学
会
は
、
和
本
の
読
み
方
・
扱
い
方
を
学
ん
で
い
た
だ
く

一
助
と
し
て
、
こ
の
た
び
新
た
に
、
学
会
と
し
て
の
「
出
前
授
業
」
を
実

施
し
ま
す
。
派
遣
す
る
講
師
は
学
会
員
で
す
。
主
と
し
て
小
・
中
・
高
校

生
を
対
象
と
し
、
期
日
・
時
間
・
人
数
・
場
所
等
も
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

講
師
派
遣
に
関
わ
る
諸
費
用
は
、
原
則
と
し
て
本
学
会
が
負
担
し
ま
す
。

　

授
業
テ
ー
マ
の
一
例
は
次
の
通
り
で
す
。

　
●
古
典
の
〈
か
た
ち
〉
―
江
戸
の
本
を
知
る
・
さ
わ
る
・
楽
し
む
―

　
●
く
ず
し
字
で
読
む
百
人
一
首

　
●
く
ず
し
字
で
読
む
雨
月
物
語

　
●
俳
人
の
書
、
書
の
俳
句

　
●
川
柳
と
絵
で
読
む
、
江
戸
の
人
と
暮
ら
し

ご
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
、
左
記
ま
で
、
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

今
後
の
大
会
案
内

二
〇
一
五
年
度
秋
季
大
会

　

◇
期
日　

二
〇
一
五
年
一
一
月
七
日
（
土
）
～
九
日
（
月
）

　

◇
会
場　

徳
島
文
理
大
学　

香
川
キ
ャ
ン
パ
ス

＊
参
加
費
は
一
〇
〇
〇
円
。
学
会
員
で
な
く
て
も
事
前
申
込
不
要
で
参
加

で
き
ま
す
。

出
前
授
業
の
問
い
合
わ
せ
先
は
こ
ち
ら

　

広
報
企
画
委
員
会

　
︻E-m

ail:koho@
kinseibungakukai.com

︼

橋口侯之介著『和本入門』（平凡社ライブラリー、2011 年）

▼
日
本
近
世
文
学
会
の
概
要

　

日
本
近
世
文
学
会
は
、
一
九
五
一
年
一
二
月
に
、
江
戸
時
代
の
文
学
研

究
を
促
進
し
、
そ
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し

た
。
現
在
、通
常
会
員
数
は
八
〇
〇
名（
二
〇
一
五
年
五
月
二
〇
日
時
点
）。

毎
年
、
春
と
秋
に
大
会
を
開
催
し
、
年
に
二
回
、
機
関
誌
「
近
世
文
藝
」

を
刊
行
し
て
い
ま
す
。

　

研
究
の
推
進
を
図
る
一
方
で
、
近
年
は
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
り
ま
す

が
社
会
貢
献
に
も
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
二
年
に

は
学
会
創
立
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
特
別
展
示

「
日
本
を
み
つ
け
た
。
―
江
戸
時
代
の
文
華
―
展
」（
た
ば
こ
と
塩
の
博
物

館
）
を
、
二
〇
一
四
年
に
は
機
関
誌
「
近
世
文
藝
」
の
百
号
刊
行
を
記
念

し
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
「
江
戸
文
学
ま
つ
り
」（
公
開
講
演

会
・
講
談
と
落
語
の
実
演
な
ど
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、

二
〇
一
一
年
秋
に
は
初
め
て
海
外
（
韓
国
の
高こ
う

麗ら
い

大
学
校
）
で
大
会
を
開

催
し
、
か
の
地
の
日
本
近
世
文
学
の
研
究
者
た
ち
と
の
交
流
を
深
め
ま
し

た
。
機
関
誌
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
化
も
ま
も
な
く
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

個
人
（
通
常
会
員
、
年
会
費
五
〇
〇
〇
円
）
だ
け
で
な
く
、
中
学
・
高

校
あ
る
い
は
図
書
館
・
大
学
研
究
室
等
の
公
的
機
関
（
購
読
会
員
、
年
会

費
四
〇
〇
〇
円
）
の
入
会
も
歓
迎
し
ま
す
。
詳
細
は
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

入
会
等
の
問
い
合
わ
せ
先
は
こ
ち
ら

　

学
会
事
務
局
︻E-m

ail:info@
kinseibungakukai.com

︼

　
（
日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
一
般
教
養
国
語
・
国
文
学
研
究
室
内 

代
表
倉く
ら

員か
ず

正ま
さ

江え

）
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編
集
後
記

▽
既
に
日
本
物
理
学
会
や
日
本
天
文
学
会
で
は
「
ジ
ュ
ニ
ア

セ
ッ
シ
ョ
ン
」
が
恒
例
化
し
て
い
て
、
中
・
高
生
向
け
に
絶

好
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。
翻
っ
て
わ
た
く
し
ど
も
の
場

合
、
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
の
社
会
人
教
育
こ
そ
分
厚
い

蓄
積
が
あ
る
も
の
の
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
研
究
者
個
人
の
営

み
で
あ
っ
て
、
学
会
と
し
て
の
働
き
か
け
と
な
る
と
ま
こ
と

に
乏
し
い
。
こ
れ
を
何
と
か
で
き
な
い
か
。
▽
本
号
に
は
四

名
の
方
々
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
。
川
平
稿
は
御
自
身
の

研
究
室
に
お
け
る
自
主
的
な
活
動
報
告
、
塩
崎
稿
と
西
澤
稿

は
二
〇
一
三
年
度
春
季
大
会
に
お
け
る
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー

実
践
報
告
」
に
、
福
田
稿
は
二
〇
一
四
年
度
春
季
大
会
に
お

け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
、
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
く
。
▽
編
集
は
、

広
報
企
画
委
員
会
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
部
門
の
柳
や
な
ぎ

沢さ
わ

昌ま
さ

紀き

（
中

京
大
学
／
チ
ー
フ
）・
飯い
い

倉く
ら

洋よ
う

一い
ち（
大
阪
大
学
）・
福ふ
く

田だ

安や
す

典の
り（
日

本
女
子
大
学
）と
黒く
ろ

石い
し

陽よ
う

子こ
（
東
京
学
芸
大
学
／
副
委
員
長
）・

神か
ん

作さ
く

研け
ん

一い
ち
（
国
文
学
研
究
資
料
館
／
委
員
長
）
が
担
当
し
た
。

▽
本
誌
（
年
刊
）
は
ひ
と
ま
ず
第
三
号
ま
で
紙
媒
体
で
刊
行

し
、
そ
の
後
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開
に
切
り
替
え
る
。
充
実
し
た
誌

面
を
作
れ
る
よ
う
に
、
今
後
は
、
他
の
関
連
学
会
と
の
連
携

や
協
働
も
視
野
に
入
れ
る
。
こ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
に
、
関

係
各
位
の
叱
咤
と
意
見
そ
し
て
情
報
を
寄
せ
ら
れ
た
い
。

（
神
作
研
一
）
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しみまる
和本が大好きな 虫 妖精。
ヒマさえあれば和本を読んだり
ときには食べてしまうことも。
特技はかけっこ。

×

▼
和
リ
テ
の
ひ
ろ
ば

◆
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

巻か
ん

子す

本ぼ
ん

・
写
本
・
刊
本
に
つ
い
て
、
レ
ク
チ
ャ
ー
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
し
ま
す
。
柳や
な
い井

基
金
（
ユ
ニ
ク
ロ
）。

日
時
：
二
〇
一
五
年
八
月
三
一
日
（
月
）
～
九
月
四
日
（
金
）

会
場
：
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
・
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
校

講
師
：
小お

川が
わ

靖や
す

彦ひ
こ

（
青
山
学
院
大
学
）・
海う
ん

野の

圭け
い

介す
け

（
国
文
学
研
究
資

料
館
）・
中な
か

嶋じ
ま

隆た
か
し（
早
稲
田
大
学
）

◆
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

日
本
の
古
典
籍
の
画
像
デ
ー
タ
を
世
界
中
の
日
本
研
究
者
が
利
用
す
る

た
め
の
支
援
方
法
に
つ
い
て
、
世
界
各
国
で
「
く
ず
し
字
教
育
」
を
実

践
し
て
い
る
方
々
を
お
招
き
し
て
、
多
角
的
に
検
討
し
ま
す
。

日
時
：
二
〇
一
六
年
二
月
一
七
日
（
水
）

会
場
：
大
阪
大
学
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス

主
催
：
科
研
・
挑
戦
的
萌
芽
研
究
「
日
本
の
歴
史
的
典
籍
に
関
す
る
国　
　

際
的
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
」（
代
表　

飯い
い

倉く
ら

洋よ
う

一い
ち

／
大
阪
大
学
）

◆
小
学
生
向
け
「
和
本
レ
ク
チ
ャ
ー
」

鶴
見
大
学
で
は
、
神
奈
川
県
お
よ
び
神
奈
川
県
立
図
書
館
と
連
携
し
、　

県
内
の
小
学
五
・
六
年
生
を
主
対
象
と
し
た
和
本
レ
ク
チ
ャ
ー
を
実
施　

し
ま
す
。
粘で
っ

葉
ち
ょ
う

装そ
う

の
制
作
体
験
な
ど
メ
ニ
ュ
ー
も
豊
富
に
用
意
。

日
時
：
二
〇
一
六
年
二
月
～
三
月
頃
（
未
定
）

主
催
：
鶴
見
大
学
図
書
館

（
窓
口
は
久く

保ぼ

木き

秀ひ
で

夫お

／
文
学
部
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
学
科
）


