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あ
ら
ゆ
る
領
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し
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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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久
保
木
秀
夫
（
鶴
見
大
学
）　KU

BO
KI H

ideo

　

二
〇
一
四
～
二
〇
一
五
年
度
、
鶴
見
大
学
で
は
、
神
奈
川
県
の
「
大
学

発
・
政
策
提
案
制
度
」
の
採
択
課
題
と
し
て
、
神
奈
川
県
立
図
書
館
と
の

共
同
で
「
小
学
生
向
け
和わ

本ほ
ん

レ
ク
チ
ャ
ー
」
と
い
う
出
張
授
業
を
実
施
し

た
。
主
に
小
学
生
の
高
学
年
向
け
に
、
古
い
写し
ゃ

本ほ
ん

や
版は
ん

本ぽ
ん

、
近
代
活か
っ

版ぱ
ん

本

と
い
っ
た
昔
の
書
物
の
実
物
を
、自
由
に
さ
わ
れ
る
よ
う
な
機
会
を
設も
う

け
、

書
物
や
書
物
文
化
、
古
典
や
歴
史
に
対
す
る
興
味
や
関
心
を
、
早
い
時
期

か
ら
高
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

根
底
に
は
、
今
現
在
の
、
人
文
学
を
め
ぐ
る
状
況
に
対
す
る
危
機
感
も
相

当
に
強
く
あ
る
。

　

そ
れ
ら
実
際
の
レ
ク
チ
ャ
ー
時
の
様
子
な
ど
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の

「
カ
レ
ン
ト
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
・
ポ
ー
タ
ル
」
№

294
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
、

http://current.ndl.go.jp/e1743

）
で
詳
述
し
て
お
り
、
関
連
Ｕ
Ｒ
Ｌ

も
載
せ
て
あ
る
の
で
、
適
宜
ご
参
照
願
い
た
い
。
こ
こ
で
は
レ
ク
チ
ャ
ー

を
重
ね
て
い
く
う
ち
に
培
わ
れ
て
い
っ
た
工
夫
や
、
得
ら
れ
た
知
見
な
ど

を
簡
潔
に
ま
と
め
て
み
た
い
。

1　

実
施
内
容
①　

事
前
レ
ク
チ
ャ
ー

　

１
コ
マ
50
分
の
中
で
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
よ
る
20
分
ほ
ど
の
事
前
レ

ク
チ
ャ
ー
を
行
い
、和
本
体
験
に
進
め
て
い
く
の
を
基
本
形
と
し
て
い
る
。

う
ち
前
者
で
は
、（
1
）
文
字
と
記
録
媒
体
の
歴
史
、（
2
）
和
本
の
特
徴
、

（
3
）
稀
少
さ
・
重
要
さ
、（
4
）
取
り
扱
い
時
の
注
意
点
、
な
ど
に
つ
き
、

ク
イ
ズ
を
交
え
つ
つ
説
明
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
（
1
）
な
ど
は
、
持
参

す
る
貴
重
書
（
本
物
の
粘ね

ん

土ど

板ば
ん

文も
ん

書じ
ょ

や
パ
ピ
ル
ス
な
ど
）
の
解
説
と
い
う

目
的
も
あ
る
た
め
、
最
低
限
（
3
）（
4
）
だ
け
で
も
十
分
か
。
ま
た
打

ち
合
わ
せ
時
に
小
学
校
側
か
ら
、
児
童
が
習
い
立
て
の
内
容
も
含
め
ら
れ

れ
ば
、
と
い
う
要
望
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も
時
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ

は
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
方
が
よ
い
の
で
、
学
習
内
容
に
即
し
、
こ
ん
な

書
物
が
大
事
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
今
で
も
そ
れ
を
習
え
る
の

で
す
ね
、
と
い
っ
た
話
題
を
加
え
て
み
る
と
、
よ
り
身
近
に
、
古
い
書
物

を
保
存
し
研
究
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
で
あ
る
。

「
昔
の
本
に
さ
わ
っ
て
み
よ
う
！
」の
工
夫
と
知
見

くずし字学習に役立つアプリ・Webサイト・DVD・書籍を欄外で紹介します

実践記録

1
小学生対象
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2　

実
施
内
容
②　

和
本
体
験

　

次
い
で
、
昔
の
書
物
を
児
童
自
身
の
手
で
、
自
由
に
さ
わ
っ
て
も
ら
お

う
と
い
う
メ
イ
ン
部
分
。
こ
こ
で
当
然
、
両
図
書
館
の
貴
重
書
指
定
分
に

つ
い
て
の
、
保
存
と
公
開
の
ジ
レ
ン
マ
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
そ
こ

で
貴
重
書
に
関
し
て
は
、
さ
わ
れ
は
し
な
い
が
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
に

で
は
な
い

0

0

0

0

形
で
、
間
近
に
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
だ
け

で
も
効
果
は
大
き
く
、
多
く
の
児
童
が
、
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
顔
を
近
づ
け
て

観
察
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
。
ち
な
み
に
一
番
人
気
は
『
解か
い

体た
い

新し
ん

書し
ょ

』。
こ

れ
は
本
当
に
最
強
で
あ
る
。
一
方
、
自
由
に
さ
わ
れ
る
書
物
と
し
て
は
、

教
員
架
蔵
の
和
本
類
と
、
私
の
所
属
学
科
の
教
材
用
和
本
類
、
数
十
点
を

充あ

て
る
こ
と
と
し
た
。
選
書
も
試
行
錯
誤
を
重
ね
、
現
時
点
で
は
、
①
中

世
～
近
世
写
本
類
、
②
近
世
整せ
い

版は
ん

本
＋
板は
ん

木ぎ

・
近
世
木も
っ

活か
つ

字じ

本
＋
木
活
字
、

③
絵
入
り
整
版
本
、
④
近
代
初
期
整
版
本
・
活
版
本
、
⑤
一い
ち

枚ま
い

物も
の

・
畳
た
た
み

物も
の

、
な
ど
の
ま
と
ま
り
で
配
置
し
て
い
る
。
ま
た
各
机
に
は
、
教
員
・
司

書
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
大
学
院
生
が
、
一
人
は
付
く
よ
う
に
も
し
て
い
る
。

選
書
の
ポ
イ
ン
ト　

そ
の
際
、
古
典
文
学
を
研
究
す
る
立
場
と
し
て
は
、

つ
い
『
古こ

今き
ん

集し
ゅ
う』

や
『
源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
り』

な
ど
の
古
写
本
・
古
版
本
類
を
ご
披

露
し
た
く
も
な
っ
て
く
る
。
が
、
し
か
し
最
初
の
一
～
二
回
で
早
く
も
思

い
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
小
学
生
は
そ
ん
な
も
の

0

0

0

0

0

に
は
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を

示
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
っ
と
生
活
感
覚
と
し
て

身
近
な
内
容
、「
昔
は
こ
ん
な
感
じ
だ
っ
た
の
か
」「
今
と
そ
ん
な
に
変
わ

ら
な
い
の
か
」「
昔
か
ら
こ
れ
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
っ
た
、
小
学
生
の

今
現
在
の
感
覚
や
知

識
、
環
境
な
ど
と
比

較
で
き
そ
う
な
、
い

わ
ゆ
る
雑ざ

っ

本ぽ
ん

類
の
方

が
、
よ
ほ
ど
興
味
を

惹ひ

き
や
す
か
っ
た
。

例
え
ば
、
昔
の
生
活

が
描
か
れ
た
絵
入
り

本
、
地
域
的
に
身
近

な
鎌
倉
の
古
地
図
、

和
装
の
英
語
教
科
書
、

活
版
に
よ
る
新
聞
や

鉄
道
路
線
図
な
ど
で

あ
る
。
あ
る
い
は
ま

た
モ
ノ
と
し
て
面
白
い
、豆ま
め

本ほ
ん

（
彫
り
の
技
術
の
高
さ
に
驚
い
て
く
れ
る
）

や
巻か
ん

子す

本
（
巻
き
た
が
る
）、
透
か
し
入
り
の
本
な
ど
も
好
評
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
く
ず
し
字
が
読
め
な
く
て
も
、
十
分
に
楽
し
め
る
よ
う
な
書

物
が
最
適
ら
し
い
、
の
で
あ
っ
た
。

書
物
の
「
古
さ
」　

も
う
ひ
と
つ
実
感
し
た
の
は
、私
な
ど
つ
い
、近
代
（
以

降
）
の
書
物
は
も
う
「
新
し
い
」
か
ら
と
、
選
書
か
ら
外
し
て
し
ま
い
が

ち
だ
っ
た
。
し
か
し
小
学
生
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
ま
だ
ま
だ
十
分
「
古

い
」
の
で
あ
り
、
近
世
ま
で
の
書
物
と
区
別
（
差
別
）
し
た
り
な
ど
は
し

な
い
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
レ
ク
チ
ャ
ー
内
容
か
ら
は
離
れ
た
、
現
実
的
な 事前レクチャーの様子（正面中央は伊

い

倉
くら

史
ふみ

人
と

鶴見大学教授）

カリフォルニア大学ロサンゼルス校（マイケル・エメリック氏）と早稲田大学の共同開発。
2015 年秋リリース。仮名が中心。フラッシュカード方式で一字一字を覚えるスタイル。
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問
題
と
し
て
も
、
か
な
り
有
益
な
発
見
だ
っ
た
。

保
存
対
策　

と
言
う
の
も
、
近
代
の
雑
本
な
ら
ば
、
今
な
お
安
価
で
入
手

し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
年
間
で
痛
感
し
た
の
は
、
ど
れ
だ
け
丁

寧
に
扱
っ
て
も
ら
っ
て
も
、
回
を
重
ね
れ
ば
そ
の
分
、
書
物
は
確
実
に
傷

ん
で
い
く
、
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
は
結
局
、
同
じ

書
物
を
使
い
続
け
ず
、
交
替
さ
せ
て
い
く
ほ
か
に
な
い
。
と
す
れ
ば
自
ず

と
、
結
構
な
量
の
ス
ト
ッ
ク
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
近
代
の
書

物
で
も
十
分
役
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
安
価
な
だ
け
に
大
変
助
か
る
わ
け

で
あ
る
。

役
割
分
担　

つ
い
で

に
事
務
的
な
側
面
に

つ
い
て
も
少
し
。
小

学
校
と
の
事
前
打
ち

合
わ
せ
や
配
布
物
の

用
意
、
貴
重
書
の
運

搬
な
ど
の
実
務
面
は
、

メ
ン
バ
ー
の
図
書
館

司
書
が
す
べ
て
担
当

し
て
く
れ
た
。
こ
れ

は
大
変
あ
り
が
た
い

こ
と
で
あ
り
、
事
務

的
な
負
担
が
な
い
分
、

教
員
側
も
教
材
の
開

発
や
改
善
、
書
物
の
選
定
な
ど
に
専
念
で
き
る
。
現
状
、
実
施
日
に
は
10

名
前
後
で
動
い
て
お
り
、
さ
ら
な
る
効
率
化
を
要
す
る
が
、
図
書
館
と
の

協
力
体
制
を
、
す
で
に
計
画
段
階
か
ら
整
え
ら
れ
た
の
は
、
レ
ク
チ
ャ
ー

推
進
上
の
非
常
に
大
き
な
強
み
と
な
っ
た
。
教
員
の
み
で
は
、
自
ず
と
制

限
や
限
界
が
生
じ
て
い
た
に
違
い
な
か
ろ
う
。

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
と
の
関
係　

最
後
に
こ
の
点
、
一
言
す
れ
ば
、
く
ず
し

字
を
学
ん
で
も
ら
う
前
段
階
で
、
古
い
書
物
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
を

ま
ず
強
め
て
い
く
の
が
、
よ
り
効
果
的
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
も
愚
考
し

て
い
る
。
そ
う
し
て
内
容
に
対
す
る
関
心
を
掻か

き
立
て
ら
れ
れ
ば
、
自
ず

と
今
度
は
、
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
関
心
に
も
繋
が
っ
て
い

き
、
結
果
、
く
ず
し
字
を
読
ん
で
み
た
い
、
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も

一
層
高
ま
っ
て
い
か
な
い
だ
ろ
う
か
。残
念
な
が
ら
本
レ
ク
チ
ャ
ー
で
は
、

く
ず
し
字
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
時
間
的
余
裕
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
に

も
関
わ
ら
ず
、
書
物
の
内
容
に
興
味
を
持
っ
た
児
童
が
、
自
発
的
に
、
一

生
懸
命
く
ず
し
字
を
読
も
う
と
し
て
い
る
光
景
を
、
幾
度
と
な
く
確
認
し

て
い
る
。

　

以
上
、
現
在
も
試
行
錯
誤
の
最
中
で
あ
る
た
め
、
雑ざ
っ

駁ぱ
く

な
報
告
に
終
始

し
た
き
ら
い
も
あ
る
が
、
本
レ
ク
チ
ャ
ー
の
内
容
が
、
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー

の
推
進
に
、少
し
で
も
役
立
つ
よ
う
で
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。末
筆
と
な
っ

た
が
、
こ
の
二
年
間
、
本
事
業
に
ご
理
解
、
ご
協
力
下
さ
っ
た
、
各
小
学

校
を
は
じ
め
と
す
る
ご
関
係
の
皆
様
に
、
あ
ら
た
め
て
御
礼
申
し
上
げ
る

次
第
で
あ
る
。

和本を手にとって見る児童

くずし字アプリ「変体仮名」【Android・iOS 対応】
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く
ず
し
字
授
業
が
開
く
古
典
知
の
世
界

─
桐
蔭
学
園
出
前
講
座
に
参
加
し
て　

実践記録

2
中学生対象

井
上
泰
至
（
防
衛
大
学
校
）　IN

O
U

E Yasushi

　

二
〇
一
六
年
二
月
一
三
日
（
土
）
朝
。
横
浜
市
郊
外
に
あ
る
私
立
中
高
、

桐と
う

蔭い
ん

学
園
へ
。
学
会
の
和わ

本ほ
ん

リ
テ
ラ
シ
ー
普
及
活
動
の
一
環
と
し
て
、
出

前
講
座
に
参
加
す
る
た
め
だ
。
集
合
し
た
の
は
、
私
の
ほ
か
、
小こ

林ば
や
しふ

み

子こ

、
青あ
お

山や
ま

英ひ
で

正ま
さ

、
稲い
な

葉ば

有ゆ
う

祐す
け

、
福ふ
く

田だ

安や
す

典の
り

の
各
氏
。
そ
れ
に
福
田
さ
ん
の

ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
参
加
し
た
日
本
女
子
大
学
の
学
生
二
名
。講
座
は
、

同
一
六
日
（
勝か
つ

又ま
た

基も
と
い・
光み
つ

延の
ぶ

真し
ん

哉や

・
高た
か

松ま
つ

亮
り
ょ
う

太た

・
牧ま
き

野の

悟さ
と

資し

の
各
氏
）・

二
二
日
（
近こ
の

衞え

典の
り

子こ

・
神か
ん

作さ
く

研け
ん

一い
ち

・
二ふ
た

又ま
た

淳じ
ゅ
ん・
真ま

島し
ま

望の
ぞ
むの
各
氏
）
の
計
三

回
、
一
三
ク
ラ
ス
を
展
開
し
た
。
か
く
も
大
規
模
な
形
で
受
け
入
れ
て
く

だ
さ
っ
た
桐
蔭
学
園
に
、
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　

委
員
会
内
の
議
論
で
は
、
中
高
で
の
啓け
い

蒙も
う

・
普
及
活
動
が
大
切
だ
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
ス
テ
ー
ジ
が
な
け
れ
ば
、
絵
に
描
い
た

餅
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
今
回
の
試
み
は
一
つ
の
画
期
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

対
象
ク
ラ
ス
は
、
中
学
三
年
生
。
学
力
試
験
も
終
わ
っ
た
こ
の
時
期
こ

そ
我
々
外
部
の
人
間
の
試
み
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
桐
蔭
側
は
見
計
ら
っ

て
設
定
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
受
け
入
れ
校
側
の
姿
勢
と
い
う
も
の
が
、
講

座
の
成
否
の
か
な
り
を
決
め
る
。

　

次
に
、
事
前
に
講
座
担
当
者
の
八
割
が
集
合
し
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

目
的
は
、共
通
で
教
え
る
内
容
は
何
か
を
決
め
る
こ
と
。
桐
蔭
側
か
ら
は
、

ク
ラ
ス
に
よ
っ
て
不
公
平
感
の
残
ら
な
い
よ
う
に
、と
い
う
要
望
が
あ
り
、

こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
だ
っ
た
が
、
結
果
、
ど
う
い
う
授
業
を
す
る
か
、

互
い
に
イ
メ
ー
ジ
を
語
り
、
字じ

母ぼ

と
対
応
し
た
「
く
ず
し
字
一
覧
」
を
配

布
し
て
の
説
明
と
、
最
後
に
そ
れ
を
見
な
が
ら
生
徒
の
名
前
を
く
ず
し
字

で
書
か
せ
る
と
い
う
、
共
通
の
出
口
を
確
認
し
あ
え
た
。
今
回
は
、
桐
蔭

側
と
の
折せ
っ

衝し
ょ
うか

ら
、
参
加
講
師
全
員
の
事
前
準
備
ま
で
を
仕
切
っ
た
、
神

作
研
一
委
員
長
（
当
時
）
と
小
林
ふ
み
子
さ
ん
の
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

き
い
。
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
は
、
直
接
広
報
企
画
委
員
会
に
ご
照
会
下
さ

い
。

　

私
が
担
当
し
た
の
は
、
男
子
ク
ラ
ス
。
ま
ず
、
六
つ
の
俳
句
を
生
徒
に

示
し
て
、
ど
の
句
が
気
に
入
っ
た
か
手
を
挙
げ
さ
せ
意
見
を
言
わ
せ
る
、

個
人
的
に
「
俳
句
占
い
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

飯倉洋一氏（大阪大学）のチームが開発。2016 年 2月リリース。頻出仮名・漢字が中心。
用例付きの辞書機能＋テストで覚えるスタイル。案内役は本誌でもおなじみ「しみまる」。
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花
の
色
と
は
う
す
べ
に
か
薄う
す

墨ず
み

か　
　

片
山
由
美
子

　　
「
こ
の
句
を
選
ぶ
人
は
芸
術
家
肌
で
す
よ
ね
」と「
占
い
」を
や
り
つ
つ
、

作
者
名
は
伏
せ
て
お
い
て
、「
男
性
だ
と
軟
弱
な
文
学
青
年
系
、
女
性
だ

と
綺
麗
な
人
が
名
乗
ら
な
い
と
説
得
力
が
な
い
か
な
」
と
、
き
わ
ど
い
発

言
も
中
三
男
子
だ
か
ら
許
さ
れ
る
か
。問
題
は
こ
こ
か
ら
で
、「
う
す
べ
に
」

と
「
薄
墨
」
の
表
記
を
書
き
分
け
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
解
説
し
つ
つ
、
こ
れ

は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
は
無
理
だ
と
し
て
、
漢
字
（
真ま

名な

）
か
ら
仮
名
が

派
生
し
た
こ
と
に
進
み
、
く
ず
し
字
の
解
説
へ
と
移
行
す
る
。

　

後
半
は
、
正
岡
子
規
の
絶ぜ
っ

筆ぴ
つ

三
句
を
、
字
母
を
確
認
し
な
が
ら
一
緒
に

読
み
、仰
向
け
で
書
い
た
字
で
あ
る
こ
と
、字
の
バ
ラ
ン
ス
と
筆ひ
っ

勢せ
い

、「
佛
」

の
字
の
子
規
ら
し
さ
な
ど
、
字
の
身
体
性
と
不
即
不
離
の
芸
術
性
に
つ
い

て
ふ
れ
た
。
子
規
が
死
の
直
前
だ
っ
た
こ
と
、
圧
倒
的
な
欧
米
語
の
侵
攻

に
対
し
、
新
し
い
日
本
語
を
生
み
出
す
こ
と
で
対
抗
す
る
志
の
あ
っ
た
こ

と
、で
も
俳
句
で
は
、事
務
的
な
助
動
詞
「
た
」
に
集
約
さ
れ
な
い
、「
つ
」

「
ぬ
」「
た
り
」「
り
」「
き
」「
け
り
」
の
豊ほ
う

饒じ
ょ
うを

大
切
に
し
た
こ
と
に
も
。

桐
蔭
学
園
の
川か
わ

妻つ
ま

篤あ
つ

史し

先
生
か
ら
は
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ

い
た
。

─
生
徒
た
ち
は
日
々
活
字
の
形
で
し
か
古
典
と
接
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
実
物
の
和
本
を
手
に
し
た
と
き
の
生
徒
た
ち
の
驚
き
の
表
情
は
、

世
界
が
ひ
と
つ
広
が
っ
た
証
あ
か
し
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
生
徒
た
ち

は
、
く
ず
し
字
を
通
し
て
そ
の
文
字
を
書
い
た
り
引
き
継
い
だ
り
し
て
き

た
人
々
の
生
活
に
思
い
を
馳は

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
貴
重
な
機
会
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

─

　

授
業
は
、
百
人
百
通
り
の
や
り
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
個
人
的
な

経
験
を
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
中
学
二
年
か
ら
、
あ
る
塾
で
古
典
文
法
の

初
歩
を
学
ん
だ
の
は
京
大
国
文
の
院
生
の
方
々
で
、
学
問
の
現
場
か
ら
立

ち
上
が
っ
て
く
る
一
言
が
必
ず
あ
っ
た
、
大お
お

谷た
に

雅ま
さ

夫お

・
木き

田だ

章あ
き

義よ
し

両
先
生

の
授
業
は
今
も
鮮
烈
に
覚
え
て
い
る
。
特
に
想
起
さ
れ
た
の
は
、
手
を
ぬ

か
ず
、
生
徒
を
信
頼
し
て
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
先
生
方
の
面
影
や
声
の

ひ
び
き
で
あ
る
。
要
は
、
ル
ー
テ
ィ
ン
を
こ
な
す
だ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ

に
、
我
々
が
お
邪
魔
す
る
意
味
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
教
え
る
側
は
、
そ
う
い
う
「
知
」
の
バ
ネ
に
つ
い
て
の
問
い

か
け
を
自
ら
に
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意
味
で
、
大
変
勉
強
に
な
る

こ
と
を
強
調
し
て
、
特
に
若
い
研
究
者
の
一
層
の
参
加
を
、
願
う
も
の
で

あ
る
。

くずし字学習支援アプリ「KuLA（クーラ）」【Android・iOS 対応】

授業風景
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演
劇
の
授
業
始
末
記

渡
部
泰
明
（
東
京
大
学
）　W

ATAN
ABE Yasuaki

　
「
演
劇
」
の
授
業
を
行
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
二
〇
一
五
年
度
ま

で
の
一
〇
年
間
、
駒
澤
大
学
文
学
部
に
お
い
て
非
常
勤
講
師
と
し
て
勤
務

し
た
「
国
文
学
特
講
Ⅲ
」
の
通
年
の
講
義
で
あ
る
。
そ
の
報
告
を
行
う
。

演
劇
の
ど
素
人
の
稿
者
が
こ
れ
を
担
当
し
た
摩ま

訶か

不ふ

思し

議ぎ

な
経
緯
に
つ
い

て
は
、
割
愛
す
る
。N

O
D

A

・M
AP

取
締
役
（
音
響
・
演
出
補
）・
多
摩

美
術
大
学
教
授
の
高た
か

都つ

幸ゆ
き

男お

氏
の
指
導
を
得
た
こ
と
を
感
謝
と
と
も
に
記

し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
当
該
講
義
の
履
修
者
は
、
八
～
三
二
名
、
平
均
二
〇
名
強
で
、
時

に
演
劇
サ
ー
ク
ル
所
属
者
も
交
じ
る
が
、
未
経
験
者
が
大
多
数
で
あ
る
。

暗
中
模
索
で
始
め
た
授
業
で
あ
っ
た
が
、
高
都
氏
の
指
導
の
も
と
徐
々
に

ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄
積
し
、
四
、五
年
目
に
は
一
応
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ら
し
き
も

の
が
出
来
上
が
っ
た
。授
業
は
次
の
1
～
3
の
三
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
る
。

1　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
身
体
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
訓
練

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
以
下
、
Ｗ
Ｓ
）
は
、
次
の
①
～
④
の
ス
テ
ッ
プ
を

踏
ん
で
な
さ
れ
る
。
準
備
運
動
で
は
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
特
殊
な
形
態
の

授
業
に
学
生
が
主
体
的
に
参
加
す
る
た
め
の
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
、

少
し
詳
し
く
説
明
し
た
い
。

①
名
前
を
覚
え
、
呼
び
合
う

　

全
員
が
全
員
の
名
前
を
反
射
的
に
言
え
る
よ
う
に
す
る
。
苗
字
は
社
会

性
を
背
負
う
の
で
、
姓
で
は
な
く
、
名
で
呼
ば
せ
る
。
雅が

号ご
う

・
俳は
い

号ご
う

の
類
、

と
理
解
さ
せ
る
。
稿
者
も
タ
イ
メ
イ
と
名
乗
り
、
参
加
し
た
。

　

覚
え
方
は
以
下
の
通
り
。
ま
ず
円
陣
を
組
み
、
み
な
中
央
を
向
い
て
立

つ
。
全
員
が
名
乗
っ
た
後
、
一
人
ず
つ
、
自
分
、
右
隣
の
者
、
左
隣
の
者

の
順
で
名
を
言
う
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
と
五
名
が
並
ん
で
い
る
と
す
る
と
、
Ｃ

は
Ｃ
Ｄ
Ｂ
と
名
を
言
う
こ
と
に
な
る
。
必
ず
自
分
の
名
か
ら
言
う
。
こ
れ

を
順
に
全
員
行
い
、
一
回
り
し
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
、
Ｃ
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｂ

Ａ
と
い
う
具
合
に
、
自
分
、
右
隣
、
そ
の
右
隣
、
左
隣
、
そ
の
左
隣
の
名

を
い
う
。
つ
ま
り
自
分
＋
左
右
二
人
分
の
名
を
言
う
。
さ
ら
に
一
周
後
、

自
分
、右
隣
三
人
、左
隣
三
人
分
の
名
を
言
う
。全
体
の
人
数
に
も
よ
る
が
、

二
〇
人
前
後
だ
と
、
四
人
分
ま
で
行
う
。
そ
の
後
、
一
人
ひ
と
り
、
全
員

実践記録

3
大学生対象

http://people.ucalgary.ca/~xyang/kana/kana.html　楊
ヤン

暁
ショオ

捷
ジェ

氏（カルガリー大学）作成。
２字以上の仮名を続けて書いた連綿の筆順を動画で教えるサイト。小テスト15問もあり。
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の
名
を
言
わ
せ
る
。
最
初
の
者
は
詰
ま
っ
た
り
も
す
る
が
、
一
ま
わ
り
し

て
ほ
ぼ
全
員
の
名
が
す
ぐ
に
出
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
お
お
よ
そ
三
〇
分

程
度
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
場
の
空
気
お
よ
び
身
体
感
覚
が
、
当
初
と

か
な
り
異
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
。

②
視
線
を
合
わ
せ
る

　

円
陣
は
そ
の
ま
ま
に
、ボ
ー
ル
投
げ
を
行
う
。柔
ら
か
い
ビ
ニ
ー
ル
ボ
ー

ル
を
他
者
に
ゆ
っ
く
り
投
げ
渡
し
て
ゆ
く
。
そ
の
際
、
投
げ
よ
う
と
す
る

相
手
に
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を
し
て
か
ら
投

げ
る
。
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を
し
な
い
と
し

ば
し
ば
取
り
損
な
う
こ
と
を
、
実
感
さ
せ

る
。
次
に
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
三
者
に
こ
の
順
で

ボ
ー
ル
が
転
送
さ
れ
る
場
合
、
Ｂ
は
Ｃ
に

投
じ
る
際
、
自
分
に
投
げ
よ
こ
し
た
Ａ
の

名
を
言
い
な
が
ら
投
げ
る
。
い
っ
そ
う
ア

イ
コ
ン
タ
ク
ト
が
必
要
に
な
る
と
と
も
に
、

演
技
の
基
本
が
、
意
識
と
身
体
を
一
端
切

り
離
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
事
を
自
覚
さ
せ

る
。

③
触
れ
合
う

　

例
1
：
数
人
で
写
真
（
上
）
の
ご
と
き

電
車
を
つ
く
る
。
発
話
を
禁
じ
、
全
員
目

を
閉
じ
る
。
た
だ
し
電
車
最
後
尾
の
者
Ａ

の
み
目
を
開
け
て
よ
い
。
こ
の
Ａ
が
、進
め
、

止
ま
れ
、
右
（
左
）
に
曲
が
れ
、
の
合
図
（
両
肩
を
引
け
ば
止
ま
れ
、
と

か
を
最
初
に
決
め
て
お
く
）
を
す
ぐ
前
の
者
に
送
り
、
そ
の
合
図
を
順
に

一
番
前
ま
で
伝
達
し
て
電
車
を
動
か
す
。

　

例
2
：
写
真
（
下
）
の
ご
と
く
円
陣
で
向
き
合
い
、
Ａ
が
目
を
閉
じ
、

Ｂ
が
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
を
行
っ
て
向
か
い
の
Ｃ
に
意
志
を
伝
達
し
た
上

で
、
Ａ
の
両
肩
に
手
を
添
え
、
Ｃ
に
向
け
て
送
り
だ
す
。
Ｃ
は
見
え
ぬ
ま

ま
歩
い
て
く
る
Ａ
の
両
肩
前
部
を
押
さ
え
て
受
け
止
め
る
。
交
替
し
て
、「③触れ合う」の実施風景

連
れん

綿
めん

の筆順を動画で教えるWebサイト『動画・変体仮名百語』
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Ａ
が
Ｃ
を
Ｄ
に
向
け
て
送
り
だ
す
。

④
呼
吸
を
合
わ
せ
る

　

集
団
で
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
る
作
業
で
あ
る
。
例
：
四
名
ほ
ど
で
、
そ
れ

ぞ
れ
が
ま
ず
ラ
ン
ダ
ム
な
方
向
に
歩
き
続
け
る
。
発
話
は
禁
止
。
ス
ト
ッ

プ
の
合
図
を
出
し
て
、
そ
の
場
で
止
ま
ら
せ
る
。
一
呼
吸
お
い
て
、
任
意

の
一
人
（
事
前
に
決
め
な
い
。
以
下
同
）
が
三
歩
程
度
動
い
て
、止
ま
る
。

ま
た
一
呼
吸
お
い
て
、
次
に
任
意
の
二
名
が
、
同
時
に
同
様
の
動
き
を
す

る
。
こ
れ
を
三
名
、
四
名
と
順
次
増
や
し
て
ゆ
く
。
全
員
が
同
時
に
動
い

て
同
時
に
止
ま
れ
れ
ば
、
終
了
。
誰
も
歩
き
出
さ
な
か
っ
た
り
、
二
名
の

と
こ
ろ
を
三
名
が
動
き
出
し
た
り
し
た
時
に
は
す
ぐ
に
中
止
さ
せ
て
、
最

初
か
ら
や
り
直
さ
せ
る
。

　

右
に
は
代
表
的
な
例
を
挙
げ
た
が
、
こ
の
他
、
①
～
④
を
様
々
な
形
で

混
合
さ
せ
た
三
〇
種
類
ほ
ど
の
Ｗ
Ｓ
を
行
う
。
徐
々
に
即
興
的
な
場
面
づ

く
り
な
ど
、
演
劇
性
を
高
め
る
。
例
え
ば
、
五
人
で
あ
れ
ば
、
事
前
に
1

～
5
ま
で
の
番
号
を
本
人
だ
け
が
承
知
す
る
形
で
各
自
に
与
え
、
そ
れ
を

力
関
係
の
順
位
と
し
て
、「
解
散
目
前
の
劇
団
の
楽
屋
」
な
ど
の
テ
ー
マ

だ
け
を
与
え
て
即
興
的
に
演
じ
さ
せ
る
。他
の
役
者
が
ど
の
順
位
な
の
か
、

推
理
し
な
が
ら
自
分
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
ほ
か
で
き
る
だ
け
授
業
ご
と
に
違
う
Ｗ
Ｓ
を
や
ら
せ
る
が
、
①
は
毎
回

行
う
。

2　

古
典
作
品
の
翻
案
の
試
み

　

古
典
作
品
を
、1
逐
語
訳
、2
意
訳
、3
翻
案
の
順
で
現
代
語
に
さ
せ
る
。

1
忠
実
に
現
代
語
に
置
き
換
え
る
、
2
そ
れ
を
現
代
語
と
し
て
自
然
な
言

い
方
に
直
す
、
3
場
面
を
設
定
し
物
語
化
す
る
、
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
蔦つ
た

尾お

和か
ず

宏ひ
ろ

・
平ひ
ら

野の

多た

恵え

・
中な
か

野の

貴た
か

文ふ
み

氏
と
の
共
著
『
大
学
生
の

た
め
の
文
学
レ
ッ
ス
ン 

古
典
編
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
九
）
参
照
。
数
回

の
練
習
の
後
、
3
を
戯
曲
形
式
に
さ
せ
る
。

　

次
に
古
典
作
品
の
中
か
ら
一
つ
の
文
章
を
こ
ち
ら
で
選
び
、
こ
れ
を
戯

曲
化
さ
せ
る
。
夏
休
み
の
課
題
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
素
材
と
な
る
作
品

は
、
主
人
公
が
明
確
で
、
劇
的
な
事
件
が
起
き
る
も
の
を
選
ぶ
よ
う
に
し

た
。
こ
れ
ら
を
相
互
批
評
し
た
上
で
、
上
演
台
本
を
投
票
で
選
ぶ
。
一
〇

人
程
度
で
一
グ
ル
ー
プ
に
す
る
。
三
〇
人
な
ら
三
公
演
と
な
る
。

3　

戯
曲
の
上
演

　

演
出
者
・
配
役
を
各
グ
ル
ー
プ
で
決
め
、
授
業
最
終
日
に
、
教
室
に
て

作
成
し
た
戯
曲
を
上
演
さ
せ
る
。
準
備
に
約
一
ヶ
月
を
あ
て
る
。
演
出
・

舞
台
装
置
・
衣
裳
・
小
道
具
・
音
響
効
果
等
（
照
明
効
果
は
教
室
の
照
明

以
外
は
使
え
な
い
）
す
べ
て
基
本
的
に
学
生
の
自
主
性
に
ま
か
せ
る
。

　　

こ
の
授
業
の
総
括
・
評
価
は
い
ま
だ
で
き
な
い
で
い
る
が
、
現
在
勤
務

校
で
、
こ
の
授
業
の
方
法
を
も
と
に
、
教
職
の
た
め
の
模
擬
授
業
を
さ
せ

る
講
義
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

荒
あら

俣
また

宏
ひろし

の和本談義、江
え

戸
ど

川
がわ

乱
らん

歩
ぽ

旧蔵書をめぐる渡
わた

辺
なべ

憲
けん

司
じ

立教大名誉教授の軽快なナビゲート、
中
なか

野
の

幸
こう

一
いち

早稲田大名誉教授の和本礼讃など、和本の尽きない魅力が満載。本編85分＋特典100分。
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中
嶋 

隆
（
早
稲
田
大
学
）　N

AKAJIM
A Takashi

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
（
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
）
と
サ
ン
タ

バ
ー
バ
ラ
校
（
Ｕ
Ｃ
Ｓ
Ｂ
）
で
、「
和わ

本ほ
ん

リ
テ
ラ
シ
ー
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
や
り
た
い
か
ら
、
そ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
や
れ
と
、
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ

の
教
員
マ
イ
ケ
ル
・
エ
メ
リ
ッ
ク
さ
ん
に
依
頼
さ
れ
た
の
は
、
一
昨
年
の

秋
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
企
画
は
、
ユ
ニ
ク
ロ
創
業
者
、
柳や
な

井い

正
た
だ
し

氏
の

寄
付
金
（The Tadashi Yanai Initiative for G

lobalizing Japanese 

H
um

anities

／
以
下
、
柳
井
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
略
称
）
に
よ
っ
て
運

営
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
柳
井
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
、
日
本
学
研

究
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
と
早
稲
田
大
学

の
新
た
な
連
携
を
通
じ
て
様
々
な
企
画
を
進
め
て
い
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
は
、
二
〇
一
五
年
八
月
三
一
日
か
ら
九
月
四
日
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。

来
日
さ
れ
た
マ
イ
ケ
ル
さ
ん
と
話
し
合
い
（
雑
談
程
度
で
は
あ
っ
た
が
）、

次
の
よ
う
な
方
針
で
、
こ
の
企
画
に
の
ぞ
む
こ
と
と
な
っ
た
。

（
１
）
変へ

ん

体た
い

仮が

名な

の
学
習
時
間
は
と
ら
な
い
。

（
２
）
講
師
は
、
特
定
の
出
身
大
学
や
学
会
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
人
選
す
る
。

（
３
）
受
講
者
は
、
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
の
み
な
ら
ず
、
広
く
欧
米
か
ら
募
る
。

　

和
本
を
読
む
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
な
い
と
い
う
方
針
が
奇
異
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
早
く
か
ら
変
体
仮
名

読
解
ア
プ
リ
を
開
発
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
口
に
さ
れ
て
い
た
マ
イ
ケ

ル
さ
ん
に
、
早
稲
田
大
学
が
協
力
し
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
講
時
に
は
、

す
で
に
こ
の
ア
プ
リ
が
完
成
し
、
受
講
者
は
変
体
仮
名
を
習
得
し
て
い
る

は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
語
版
・
英
語
版
変
体
仮
名
ア
プ

リ
が
完
成
し
た
の
は
、
二
〇
一
五
年
秋
の
こ
と
。
ゲ
ー
ム
感
覚
で
変
体
仮

名
が
覚
え
ら
れ
る
こ
の
ア
プ
リ
の
評
判
は
上
々
だ
が
、
こ
う
い
う
事
情
が

あ
っ
て
、
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
変
体
仮
名
の
学
習
時
間
を
取
ら
な

か
っ
た
。
が
、
か
え
っ
て
時
間
的
余
裕
が
生
じ
て
今
回
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
内
容
を
多
彩
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

マ
イ
ケ
ル
さ
ん
と
相
談
の
う
え
、
講
師
は
青
山
学
院
大
学
・
小お

川が
わ

靖や
す

彦ひ
こ

さ
ん
と
国
文
学
研
究
資
料
館
・
海う
ん

野の

圭け
い

介す
け

さ
ん
に
お
願
い
し
た
。
私
が
近

世
を
担
当
す
れ
ば
、
お
二
方
の
得
意
な
分
野
を
あ
わ
せ
、
古
代
か
ら
近
世

Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

実践記録

4
外国人対象

ブルーレイ「Documentary 和本―WAHON」（東京古典会企画協力、629inc. 制作、2014）
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ま
で
、
巻か
ん

子す

本ぼ
ん

・
写し
ゃ

本ほ
ん

・

版は
ん

本ぽ
ん

を
カ
バ
ー
で
き
る
。

こ
れ
で
「
和
本
」
に
つ
い

て
、「
書
物
学
」
と
い
う

通つ
う

時じ

軸じ
く

を
も
っ
た
観
点
か

ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
き

る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら

に
、
三
人
の
講
師
は
み

な
世
代
が
違
っ
て
い
る
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
最
終

日
に
研
究
の
原
体
験
を
話

す
時
間
を
持
っ
た
お
り

に
、「
三
人
の
話
が
三
様

で
実
に
面
白
か
っ
た
」
と

い
う
感
想
を
述
べ
ら
れ
た

の
は
、
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
教
員
の
ト
ー
ク
ィ
ル
・
ダ
シ
ー
さ
ん
で
あ
る
。
受
講
者

は
、
二
七
名
。
米
国
各
地
は
も
と
よ
り
、
カ
ナ
ダ
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
参

加
も
あ
っ
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、以
下
の
日
程
で
実
施
さ
れ
た
。（
以
下
、敬
称
略
）

8
月
31
日
（
月
）　

①
小
川
（
基
礎
編
）
②
海
野
（
基
礎
編
）

9
月
1
日
（
火
）　

③
中
嶋
（
基
礎
編
）
④
小
川
（
実
践
編
）
⑤
海
野
（
実

践
編
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9
月
2
日
（
水
）　

ロ
ス
か
ら
サ
ン
タ
バ
ー
バ
ラ
に
移
動　

⑥
中
嶋
（
実

践
編
）
⑦
小
川
（
応
用
編
）

9
月
3
日
（
木
）　

⑧
小
川
（
応
用
編
・
続
）
⑨
海
野
（
応
用
編
）

9
月
4
日
（
金
）　

⑩
中
嶋
（
応
用
編
）
⑪
総
括
と
参
加
者
の
感
想

　

次
に
、
各
講
師
の
講
義
内
容
を
概
略
す
る
。

○
小
川
靖
彦

【
基
礎
編
】
巻
子
本
入
門
（
1
）
巻
子
本
の
基
礎
知
識
の
説
明
（
2
）
桂
か
つ
ら

本ぼ
ん

万ま
ん

葉よ
う

集し
ゅ
う（
二に

玄げ
ん

社し
ゃ

の
日
本
名
筆
選
を
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
）
を
巻
子
本
に
仕

立
て
る
。（
3
）
巻
子
本
で
万
葉
集
を
読
む
の
と
冊
子
本
で
読
む
の
と
何

が
違
う
か
に
つ
い
て
討
論
。【
実
践
編
】
巻
子
本
調
査
法
（
1
）
巻
子
本

の
書
誌
の
取
り
方
や
、
博
物
館
・
美
術
館
に
展
示
さ
れ
た
巻
子
本
の
見
方

に
つ
い
て
説
明
。（
2
）
古こ

写し
ゃ

経き
ょ
う（

敦と
ん

煌こ
う

写
経
、奈
良
朝
写
経
、平
安
写
経
）

の
複
製
を
使
っ
て
、
寸
法
の
計
測
、
熟
覧
、
至
近
焦
点
ス
コ
ー
プ
、
デ
ジ

タ
ル
ス
コ
ー
プ
な
ど
に
よ
る
観
察
を
行
う
。【
応
用
編
】
書
物
の
内
容
と

外
形
の
関
係
（
1
）
平
安
時
代
の
調
ち
ょ
う

度ど

本
に
お
け
る
書
と
内
容
の
関
係
に

つ
い
て
の
分
析
①
同
じ
筆
者

源
み
な
も
と
の

兼か
ね

行ゆ
き

に
よ
る
桂
本
万
葉
集
と
高こ
う

野や

切ぎ
れ

第
二
種
を
透と
う

写し
ゃ

し
て
そ
の
違
い
を
比
較
す
る
。
②
元げ
ん

暦
り
ゃ
く

校こ
う

本ほ
ん

万
葉
集
の

書
に
お
け
る
、
連れ
ん

綿め
ん

と
放は
な

ち
書が

き
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
記
録
・
分
析
す

る
。（
2
）
日
本
の
書
物
文
化
と
書
き
文
字
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
日
本

の
書
物
文
化
と
書
き
文
字
の
関
係
に
つ
い
て
討
論
す
る
。

○
海
野
圭
介

【
基
礎
編
】
中
世
写
本
の
姿
と
形
（
1
）
書
物
の
形
態
の
歴
史
的
変
化
と

マイケル・エメリックさんの開会あいさつ

テキストは元禄 15 年（1702）刊本。江戸の人の気分で、くずし字ごと名作を楽しむ試み。
同シリーズには、他に『百人一首』『徒然草』『東海道中膝栗毛』がある。
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作
品
内
容
の
相
関
に
つ
い
て
考
察
。
具
体
的
に
は
、『
方ほ
う

丈
じ
ょ
う

記き

』
古こ

写し
ゃ

本ほ
ん

の
形
態
的
変
化
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
を

中
心
に
、
他
の
資
料
と
比
較
し
つ
つ
考
え
る
。（
2
）
古
典
籍
の
複
製
本

を
見
な
が
ら
、
写
本
の
姿
と
形
に
つ
い
て
観
察
。（
3
）
写
本
の
形
態
の

観
察
か
ら
理
解
さ
れ
る
古
写
本
の
社
会
的
位
置
と
機
能
な
ど
に
つ
い
て
討

論
。【
実
践
編
】（
1
）
写
本
書
誌
の
取
り
方
に
つ
い
て
の
説
明
。（
2
）

粘で
っ

葉
ち
ょ
う

装そ
う

を
体
験
す
る
。【
応
用
編
】
書
物
の
運
命
（
1
）
中
世
以
前
に
調
ち
ょ
う

整せ
い

さ
れ
た
古
写
本
が
そ
の
後
に
辿
っ
た
道
筋
を
、
①
転て
ん

写し
ゃ

、
②
裁
断
、
③

公
開
、
④
集
積
の
四
つ
の
視
点
か
ら
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
①
書
物
の

転
写
の
目
的
と
背
景
及
び
形
態
的
側
面
の
変
化
、
②
古こ

筆ひ
つ

切ぎ
れ

と
い
う
独
自

の
展
開
、
③
写
本
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
の
社
会
的
意
義
と
背
景
、
④
書
物

が
集
積
さ
れ
文
庫
と
な
る
こ
と
の
意
義
と
そ
れ
を
対
象
と
し
た
近
年
の
研

究
に
つ
い
て
述
べ
る
。（
2
）
古
筆
切
資
料
を
見
な
が
ら
、
写
本
の
姿
と

形
、
料
り
ょ
う

紙し

の
質
感
、
文
字
の
形
や
紙
面
へ
の
墨
の
乗
り
方
な
ど
に
つ
い
て

観
察
。（
3
）
日
本
の
古
典
籍
と
そ
の
形
態
（
書
誌
学
的
側
面
）
か
ら
ど

の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
日
本
文
化
を
考
え
る
際
に
ど

の
よ
う
に
作
用
す
る
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
討
論
を
行
う
。

○
中
嶋 

隆

【
基
礎
編
】
近
世
版
本
入
門
（
1
）
版
本
の
基
礎
知
識
（
刊か
ん

印い
ん

修し
ゅ
う・

匡
き
ょ
う

郭か
く

・
埋う
め

木き

・
か
ぶ
せ
・
紙
等
々
）
の
説
明
。
青せ
い

裳
し
ょ
う

堂ど
う

『
出
版
文
化　

古こ

板は
ん

本ぽ
ん

手て

鑑か
が
み』
の
春か
す

日が

版ば
ん

・
高こ
う

野や

版ば
ん

・
五ご

山ざ
ん

版ば
ん

の
零れ
い

葉よ
う

と
古こ

活か
つ

字じ

版ば
ん

の
零
葉

と
を
比
較
。（
2
）
版
本
と
近
世
写
本
に
つ
い
て
、
版
本
が
商
品
化
し
た

結
果
、
近
世
に
大
量
に
生
産
さ
れ
た
写
本
に
ど
う
い
う
変
化
が
起
こ
っ
た

か
に
つ
い
て
討
論
す
る
。【
実
践
編
】（
1
）
版
本
書
誌
の
取
り
方
の
説
明
。

（
2
）
和わ

綴と

じ
（
四よ

ツつ

目め

綴と

じ
）
を
体
験
す
る
。
マ
イ
ケ
ル
さ
ん
の
準
備

し
た
黄き

表
び
ょ
う

紙し

『
的
あ
た
り
や
し
た中
地じ

本ほ
ん

問ど
ん

屋や

』
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
と
表
紙
を
製
本
。【
応

用
編
】（
1
）『
日に
っ

本ぽ
ん

永え
い

代た
い

蔵ぐ
ら

』
森
田
版
・
西
沢
版
（
現
物
持
参
）
を
例
に
、

異い

版は
ん

に
つ
い
て
講
義
。（
2
）浮
世
草
子
の
江
戸
版
と
上
方
版（
現
物
持
参
）

の
比
較
（
3
）
元
禄
期
版
本
文
化
の
多
様
性
に
つ
い
て
、
書
物
・
抄
し
ょ
う

物も
の

・

俳は
い

書し
ょ

・
重
ち
ょ
う

宝ほ
う

記き

・
仮か

名な

草ぞ
う

子し

・
浮う
き

世よ

草ぞ
う

子し

・
好こ
う

色
し
ょ
く

本
・
春
し
ゅ
ん

本ぽ
ん

等
々
が
江

戸
時
代
文
化
に
及
ぼ
し

た
影
響
に
つ
い
て
討
論

す
る
。

　

総
じ
て
、
巻
子
本
や
粘

葉
装
、
和わ

綴と

じ
を
体
験

す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

や
古
筆
切
・
写
本
・
版

本
（
好
色
本
・
春
本
を

含
む
）
な
ど
の
実
物
を

見
る
レ
ク
チ
ャ
ー
の
評

判
が
良
か
っ
た
。「
モ
ノ
」

か
ら
始
ま
っ
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
「
知
」
の
レ

ベ
ル
に
高
め
る
こ
と
が

今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

巻子本作製中のＵＣＬＡ院生

中
なか

野
の

三
みつ

敏
とし

著『くずし字で「おくのほそ道」を楽しむ』（角川学芸出版、2011）



14

　

ト
ッ
プ
バ
ッ
タ
ー
は
山や
ま

本も
と

和か
ず

明あ
き

氏
。
三
〇
万
点
の
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

構
築
を
目
指
す
国
文
学
研
究
資
料
館（
以
下
、国
文
研
）の「
戦
略
の
現
在
」

を
語
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
は
異
な
る
が
本
文
内
容
が
同
じ
テ
キ
ス
ト
の
著
作

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
え
る
国
文
研
が
古
典
籍
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
を
目
指
し

て
い
る
こ
と
、
原
典
の
ま
ま
の
用
語
検
索
や
、
古
典
籍
Ｏ
Ｃ
Ｒ
の
研
究
を

進
め
て
い
る
こ
と
、
検
証
可
能
な
人
文
学
の
構
築
を
目
指
し
て
、
論
文
等

に
Ｄ
Ｏ
Ｉ
（D

igital object identifier

／W
eb

上
の
電
子
文
献
と
一

対
一
に
対
応
し
て
い
る
コ
ー
ド
）
の
記
載
を
推
奨
し
て
い
く
こ
と
、
な
ど

の
報
告
が
あ
っ
た
。
次
い
で
、
中な
か

西に
し

一い
ち

郎ろ
う

氏
（
京
都
大
）
が
、
古
地
震
研

究
を
進
め
て
い
く
に
は
古
文
書
・
古
記
録
の
解
読
は
も
ち
ろ
ん
、
先
学
の

地
震
研
究
ノ
ー
ト
を
読
む
た
め
に
も
、
く
ず
し
字
解
読
能
力
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
報
告
さ
れ
た
。
三
番
目
の
矢や

田だ

勉
つ
と
む

氏
（
大
阪
大
。
現
東
京
大
）

は
、
変へ
ん

体た
い

仮が

名な

の
文
字
コ
ー
ド
標
準
化
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
、
数
年
後
に

はunicode

へ
の
登
録
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
見
通
し
を
述
べ
ら
れ
た
。

か
つ
て
中な
か

野の

三み
つ

敏と
し

氏
が
『
和
本
の
す
す
め
』（
岩
波
新
書
）
の
中
で
、「
携

帯
メ
ー
ル
に
変
体
仮
名
の
フ
ォ
ン
ト
を
入
れ
て
」
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が

実
現
す
る
の
で
あ
る
。

　

四
番
目
の
橋は
し

本も
と

雄ゆ
う

太た

氏
（
京
都
大
学
院
生
）
は
、
我
が
科
研
チ
ー
ム

飯
倉
洋
一
（
大
阪
大
学
）　IIKU

RA Yoichi

　

二
〇
一
六
年
二
月
一
七
日
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
読
み
た
い
！
日
本

の
古
典
籍

─
歴
史
的
典
籍
の
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
と
く
ず
し
字
教

育
の
現
状
と
展
望

─
」
が
、
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
・
国
文
学
研
究
資

料
館
・
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
者　

飯い
い

倉く
ら

洋よ
う

一い
ち

）
の
主
催
、
日
本
近

世
文
学
会
の
後
援
で
開
催
さ
れ
た
。場
所
は
大
阪
大
学
豊
中
キ
ャ
ン
パ
ス
。

内
外
か
ら
お
招
き
し
た
八
組
の
方
の
発
表
と
、
総
合
討
論
が
行
わ
れ
た
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
日
本
語
歴
史
的
典
籍
の
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
お

よ
び
世
界
の
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
し
、

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
す
る
国
際
的
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
に
つ
い
て

議
論
す
る
こ
と
を
企
て
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
所
期
の
目
的
は
十
分
に
達

せ
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。
海
外
を
ふ
く
め
各
地
か
ら
一
二
五
名
の
参
加
者

が
、
熱
心
に
聴
き
入
り
、
活
発
な
討
論
を
行
っ
た
。

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
読
み
た
い
！
日
本
の
古
典
籍
」報
告

実践記録

5
国際シンポ

実践編（見る）・知識編（知る）・応用編（読む）の三部構成で、古典籍のイロハを優しく
丁寧に示す。豊富な図版とルビが嬉しい。
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の
開
発
し
た
く
ず
し
字
学
習
支
援
ア
プ
リ”KuLA”

（
ク
ー
ラ
）
の
デ
モ

を
行
い
、
会
場
を
沸
か
せ
た
。
く
ず
し
字
学
習
へ
の
敷
居
を
低
く
し
、
く

ず
し
字
学
習
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
る
の
も
目
的
で
あ
る
と
力
説
し
た

が
、
本
ア
プ
リ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
複
数
の
メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ
、

公
開
一
ヶ
月
で
一
万
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
を
突
破
す
る
な
ど
、
想
像
以
上
の
拡

が
り
を
見
せ
て
い
る
。

　

五
番
目
の
金キ
ム

時シ

徳ド
ク

氏
（
ソ
ウ
ル
大
）
は
、
欧
米
は
浮
世
絵
か
ら
日
本
研

究
が
始
ま
り
、
中
国
韓
国
は
浮
世
絵
が
嫌
い
で
交
流
史
に
関
心
が
強
い

と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
枕
に
、
漢
字
の
草そ
う

書し
ょ

・
行
ぎ
ょ
う

書し
ょ

の
判
読
が
で
き

る
く
ら
い
の
教
育
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
開
発
が
必
要

と
強
調
し
た
。
六
番
目

の
ユ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・
ア

ロ
カ
イ
氏
（
ハ
イ
デ
ル

ベ
ル
ク
大
）
は
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
日
本
学
科

の
歴
史
の
紹
介
か
ら
始

め
、
く
ず
し
字
を
含
め

た
日
本
古
典
教
育
の
主

な
課
題
と
実
践
に
つ
い

て
報
告
さ
れ
た
。
七
番

目
の
ラ
ウ
ラ
・
モ
レ
ッ

テ
ィ
氏
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
）は
、自
身
が
主
宰
さ
れ
て
い
る
総
合
的
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
の
サ
マ
ー

ス
ク
ー
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
具
体
的
に
紹
介
。
字
形
を
連
想
さ
せ
る
絵
と
と

も
に
憶
え
る
の
が
外
国
人
に
と
っ
て
は
憶
え
や
す
い
方
法
だ
と
報
告
し
て

い
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。
ま
た
国
際
的
な
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
の
課

題
と
し
て
日
本
人
と
外
国
人
の
相
互
協
力
な
ど
を
挙
げ
た
。

　

ト
リ
と
な
っ
た
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
図
書
館
の
ト
ッ
ド
・
グ
ラ
ポ
ー
ン
氏
・
バ
イ

ア
ロ
ッ
ク
知
子
氏
は
、
膨
大
な
デ
ー
タ
を
俯ふ

瞰か
ん

的
に
捉
え
る
新
た
な
デ
ジ

タ
ル
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
方
法
を
提
唱
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
支
援
す

る
図
書
館
の
役
割
に
つ
い
て
、
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
で
の
試
み
を
事
例
報
告
し
つ
つ

述
べ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
総
合
討
論
で
は
、
Ｉ
Ｔ
と
人
文
学
を
い
か
に
し
て
繋

げ
る
か
と
い
う
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
と
い
う
印
象
を
個
人
的
に
は

受
け
た
。翌
日
の
午
前
も
海
外
か
ら
の
ゲ
ス
ト
に
再
集
合
し
て
い
た
だ
き
、

国
際
的
な
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
つ
い
て
熱
い
議
論
を
交
わ
し
た
の
で

あ
っ
た
。

国際シンポ総合討論の模様

くずし字学習支援アプリ "KuLA" 起動画面

堀
ほり

川
かわ

貴
たか

司
し

著『書誌学入門　古典籍を見る・知る・読む』（勉誠出版、2010）
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編
集
後
記

▽
学
会
と
し
て
の
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
「
出
前
授
業
」
は
、

幸
い
多
く
の
方
々
の
サ
ポ
ー
ト
を
得
て
、
力
強
く
ス
タ
ー
ト

し
た
。
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
古
典
が
あ
り
、
そ
の
古
典
こ
そ

〈
知
〉
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
を
、（
大
学
生
だ
け
で
な
く
）
児

童
や
生
徒
た
ち
に
粘
り
強
く
伝
え
て
い
き
た
い
と
改
め
て
感

じ
て
い
る
。
▽
本
号
に
は
五
名
の
方
々
に
寄
稿
し
て
い
た
だ

い
た
。
久
保
木
稿
は
小
学
生
向
け
和
本
レ
ク
チ
ャ
ー
の
実
践

報
告
、
井
上
稿
は
桐
蔭
学
園
に
お
け
る
出
前
授
業
報
告
、
渡

部
稿
は
演
劇
を
通
し
て
大
学
生
へ
古
典
を
〈
ひ
ら
く
〉
試

み
、
中
嶋
稿
は
北
米
で
の
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
の
開
催
報
告
、
そ
し
て
飯
倉
稿
は
国
際
シ
ン
ポ
の
開
催
報

告
で
あ
る
。
く
ず
し
字
ア
プ
リ
が
開
発
さ
れ
、
ゲ
ー
ム
感
覚

で
く
ず
し
字
を
楽
し
む
環
境
が
到
来
し
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
な

る
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
と
夢
は
広
が
る
。
▽
編
集
は
、
広
報
企

画
委
員
会
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
部
門
の
宮み
や

本も
と

祐ゆ

規き

子こ

（
日
本
女

子
大
学
〈
非
〉
／
チ
ー
フ
）・
神か
ん

作さ
く

研け
ん

一い
ち

（
国
文
学
研
究
資

料
館
）・
山や
ま

田だ

和か
ず

人ひ
と

（
同
志
社
大
学
／
副
委
員
長
）・
柳
や
な
ぎ

沢さ
わ

昌ま
さ

紀き

（
中
京
大
学
／
委
員
長
）
が
担
当
し
た
。
▽
本
誌
は
第
三

号
（
二
〇
一
七
年
七
月
刊
予
定
）
ま
で
紙
媒
体
で
刊
行
す
る

（
既
に
第
一
号
と
本
号
は
学
会
Ｈ
Ｐ
で
Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開
中
）。
関

係
各
位
の
い
っ
そ
う
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
た

い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
柳
沢
昌
紀
）

『和本リテラシーニューズ』vol.2
発行：2016.7.15　編集：日本近世文学会
公式 HP ● http://www.kinseibungakukai.com/
印刷所：笠間書院　デザイン：笠間書院　西内友美

▼
出
前
授
業
の
あ
ゆ
み
（
二
〇
一
五
年
度
実
施
分
）

◆
和
洋
九
段
女
子
高
校
（
高
三
）

　

二
〇
一
五
年
一
一
月
四
日
（
水
）

　

神か
ん

作さ
く

研け
ん

一い
ち

「
古
典
の
〈
カ
タ
チ
〉
―
江
戸
の
本
を
知
る
・
さ
わ
る
・
楽
し
む
―
」

◆
桐
蔭
学
園
中
学
校
（
中
三
）「
昔
の
文
字
を
読
ん
で
み
よ
う
」

　

①
二
〇
一
六
年
二
月
一
三
日
（
土
）

　

青あ
お

山や
ま

英ひ
で

正ま
さ

・
稲い
な

葉ば

有ゆ
う

祐す
け

・
井い
の

上う
え

泰や
す

至し

・
小こ

林ば
や
しふ

み
子こ

・
福ふ
く

田だ

安や
す

典の
り

　

②
二
〇
一
六
年
二
月
一
六
日
（
火
）

　

勝か
つ

又ま
た

基も
と
い・

高た
か

松ま
つ

亮
り
ょ
う

太た

・
牧ま
き

野の

悟さ
と

資し

・
光み
つ

延の
ぶ

真し
ん

哉や

　

③
二
〇
一
六
年
二
月
二
二
日
（
月
）

　

神
作
研
一
・
近こ
の

衞え

典の
り

子こ

・
二ふ
た

又ま
た

淳じ
ゅ
ん・
真ま

島し
ま

望
の
ぞ
む

◆
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
（
中
一
）

　

二
〇
一
六
年
三
月
一
五
日
（
火
）

　

加か

藤と
う

弓ゆ
み

枝え

・
三み

宅や
け

宏ひ
ろ

幸ゆ
き

「
く
ず
し
字
を
読
ん
で
み
よ
う
」

▼
出
前
授
業
の
実
施
に
つ
い
て

日
本
近
世
文
学
会
で
は
、
く
ず
し
字
の
読
み
方
や
和
本
を
知
っ
て
い
た
だ

く
一
助
と
し
て
、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
に

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

し
ま
す
。
左
記
ア
ド
レ
ス
ま
で
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ

い
。
広
報
企
画
委
員
会
【E-m

ail:koho@
kinseibungakukai.com

】

しばのすけ
和本が好物な 虫 妖精。
自称しみまるのライバル。
くずし字が読めない。

（実はちょっと読みたい）
特技は飛ぶこと。

×


