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和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
と
は

　
　
［
実
践
記
録　

中
学
生
・
高
校
生
対
象
］

1　

く
ず
し
字
を
読
む
動
機
づ
け
…
紅
林
健
志
（
盛
岡
大
学
）

　
　

─
桐
蔭
学
園
に
お
け
る
出
前
授
業
報
告

─

　
　
［
実
践
記
録　

中
学
生
・
高
校
生
対
象
］

2　

和
歌
を
題
材
と
し
た
授
業
実
践
…
速
水
香
織
（
信
州
大
学
）

　
　
［
実
践
記
録　

中
学
生
・
高
校
生
対
象
］

3　

古
典
の
重
み
…
神
作
研
一
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）

　
　
［
実
践
記
録　

中
学
生
・
高
校
生
対
象
］

4　

く
ず
し
字
教
材
の
開
発
と
実
践
…
山
田
和
人
（
同
志
社
大
学
）

「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
」
を
振
り
返
っ
て
（
柳
沢
昌
紀
）

▶

出
前
授
業
の
あ
ゆ
み（
二
〇
一
八
〜
一
九
年
度
実
施
分
）

▶

出
前
授
業
の
実
施
に
つ
い
て

▶

編
集
後
記

あ
ら
ゆ
る
領
域
の
ヒ
ン
ト
が
詰
ま
っ
て
い
る

古
典
籍
（
和
本
）
を
ど
う
読
み
、
理
解
し
、
活
用
す
る
か
。

和
本
教
育
の
実
践
記
録
を
伝
え
る
冊
子
、
最
終
号
!

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ

編
集
●
日
本
近
世
文
学
会

T a k e

F r e e
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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

＊
第
1
号
「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
を
転
載

   

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
と
は



3

1
｜
中
学
生
・
高
校
生
対
象
｜　
　
　
　

　
　

く
ず
し
字
を
読
む
動
機
づ
け 

─
桐
蔭
学
園
に
お
け
る
出
前
授
業
報
告

─

紅
林
健
志
（
盛
岡
大
学
）KU

REBAYASH
I Takeshi

　

桐
蔭
学
園
の
中
学
三
年
生
を
対
象
と
し
た
近
世
文
学
会
の
和
本
リ
テ
ラ

シ
ー
講
座
を
、
二
〇
一
七
年
と
二
〇
一
八
年
の
計
二
回
担
当
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
本
稿
は
そ
の
二
〇
一
八
年
の
実
施
報
告
で
あ
る
。

動
機
づ
け
を
重
視

　

二
〇
一
八
年
の
授
業
で
は
動
機
づ
け
を
重
視
し
た
。
は
じ
め
に
く
ず
し

字
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
さ
ら
に
、
現
在
、
読
め
る
人
が
減
っ
て
き
て
い

る
こ
と
に
も
触
れ
る
。
危
機
感
を
あ
お
る
こ
と
で
当
事
者
意
識
を
持
っ
て

も
ら
う
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
動
機
づ
け
と
し
て
弱
い
の
で
、
く

ず
し
字
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
触
れ
る
。
こ
の
出
前
授
業
で
は
、

共
通
の
教
材
と
し
て
身
近
な
く
ず
し
字
を
読
む
も
の
（
割
り
ば
し
の
袋
な

ど
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
共
通
教
材
を
使
用
し
て
、
割
り
ば
し
の

袋
の
「
御お

手て

も
と
」
の
文
字
を
読
ん
で
も
ら
う
。
そ
の
と
き
、
同
時
に
デ

ザ
イ
ン
性
に
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
、
現
在
で
も
く
ず
し
字
が
使
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
。
別
の
授
業
で
、
く
ず
し
字
を
使
用
し

な
い
割
り
ば
し
の
袋
を
多
数
集
め
て
比
較
し
て
み
せ
た
が
、
そ
う
す
る
と
、

生
徒
も
く
ず
し
字
が
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
に
賛
同
し
て

く
れ
る
。

実
際
に
和
本
を
さ
わ
っ
て
も
ら
う

　

次
に
架
蔵
の
和
本
を
配
布
し
て
実
際
に
さ
わ
っ
て
も
ら
う
。
当
日
は
六

人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
和
本
を
手
に
と
っ
て
、
現
在
の
本
と
の

ち
が
い
や
、
和
本
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
考
え
て
も
ら
っ
た
。
和

本
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
と
し
て
は
、
具
体
的
に
次
の
よ
う
な
本
を
使
用
し

て
説
明
し
て
い
る
。

　
『
秋あ

き

萩は
ぎ

帖じ
ょ
う』

の
版は
ん

本ぽ
ん

を
国
宝
の
写
真
と
比
較
さ
せ
て
、
江
戸
時
代
の
技

術
の
高
さ
に
注
意
を
促
す
。
さ
ら
に
、
架
蔵
の
も
の
は
折お
り

本ほ
ん

な
の
で
、
折

本
の
装
訂
が
書
道
の
手
本
と
し
て
、
必
要
な
分
量
を
広
げ
ら
れ
る
、
押
さ

え
な
く
て
も
開
い
た
ま
ま
使
用
で
き
る
な
ど
、
洋
装
本
よ
り
使
い
や
す
い

こ
と
も
あ
わ
せ
て
説
明
す
る
。

　

ま
た
、『
方ほ
う

鑑か
ん

秘ひ

訣け
つ

集し
ゅ
う

成せ
い

』（
文
化
十
四
年
〈
一
八
一
七
〉
序
刊
）
を

見
せ
る
。
こ
の
本
の
「
三
さ
ん
げ
ん
き
ゅ
う
ぐ
う
な
ら
び
に
は
ち
も
ん
と
ん
こ
う
て
ん
ば
ん
ち
ば
ん
あ
わ
す
ず

元
九
宮
并
八
門
遁
甲
天
盤
地
盤
合
図
」「
吉き
つ

神じ
ん
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飛ひ

泊は
く

循じ
ゅ
ん

環か
ん

図の
ず

」
は
中
央
の
円
盤
が
回
転
す
る
特
殊
な
造
本
に
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
を
見
せ
て
大
量
生
産
で
は
で
き
な
い
和
本
の
手
作
り
の
魅
力
を

教
え
る
。

　

そ
の
ほ
か
、
光こ
う

悦え
つ

謡う
た
い

本ぼ
ん

の
複
製
を
使
用
し
て
、
本
の
紙
は
白
い
も
の

と
い
う
固
定
観
念
を
持
っ
て
い
る
生
徒
に
、
装
飾
料
紙
を
使
用
し
た
造
本

の
美
し
さ
を
見
せ
る
。

　

和
本
の
す
ぐ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
生
徒
自
身
に
気
づ
い
て
も
ら
う
の
が

一
番
だ
が
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
く
、
こ
ち
ら

か
ら
積
極
的
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
。

　

右
の
よ
う
な
本
を
一
グ
ル
ー
プ
に
つ
き
一
点
配
布
で
き
る
と
理
想
な
の

だ
が
、
和
本
の
数
に
は
限
り
が
あ
り
、
全
体
に
う
ま
く
ゆ
き
わ
た
る
と
は

限
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
配
布
資
料
で
も
説
明
す
る
。
資
料
に
は
『
南な
ん

総そ
う

里さ
と

見み

八は
っ

犬け
ん

伝で
ん

』
肇
じ
ょ
う

輯し
ゅ
う

巻
之
四
「
瀧た
き

田た

の
近き
ん

村そ
ん

に
狸
た
ぬ
き

狗い
ぬ

の
児こ

を
孚は
ら

む
」
図
【
図

1
】
を
載
せ
た
。
こ
の
図
は
丁ち
ょ
うの
表お
も
てで
、
本
文
の
上
を
人
魂
が
飛
ん
で
い

る
の
が
、
め
く
っ
て
丁
の
裏
に
行
く
と
、
そ
の
人
魂
（
玉た
ま

梓ず
さ

の
怨
霊
）
が

八や
つ

房ふ
さ

に
取
り
憑つ

く
と
い
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
本
で
は
ま
ず

見
ら
れ
な
い
技
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
手
書
き
だ
か
ら
出
て
く
る
発
想
で
あ

り
、
手
作
り
だ
か
ら
で
き
る
表
現
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
実
際
、
岩
波
文

庫
版
で
は
再
現
さ
れ
て
い
な
い
。
和
本
で
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と

述
べ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
（
実
際
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
で
再
現
さ
れ
て
い

る
が
）。
パ
ソ
コ
ン
で
書
い
て
い
る
現
在
の
作
家
に
は
こ
う
し
た
発
想
が

な
い
か
ら
ダ
メ
な
の
だ
と
く
さ
し
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
当
日

は
し
な
か
っ
た
が
、
袋
ふ
く
ろ

綴と
じ

本
の
特
性
と
し
て
、
表
と
裏
を
同
時
に
印
刷
す

る
の
で
、
ペ
ー
ジ
を
ま
た
が
る
表
現
が
簡
単
に
で
き
る
と
い
う
説
明
の
仕

方
も
有
効
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
和
本
に
特
徴
的
な
表
現
を
と
り
あ
げ
て
、
現
代
の
書
物

の
表
現
が
一
面
で
は
和
本
の
そ
れ
に
比
べ
て
は
る
か
に
貧
し
い
も
の
で
あ

る
こ
と
を
説
明
し
、
生
徒
の
和
本
へ
の
興
味
・
関
心
を
引
き
出
す
よ
う
に

し
て
い
る
。

実
際
に
読
ん
で
み
る

　

こ
こ
ま
で
で
、
基
本
的
な
説
明
を
終
え
、
実
際
に
読
ん
で
ゆ
く
作
業
に

入
る
。
生
徒
に
と
っ
て
も
な
じ
み
の
深
い「
桃
太
郎
」の
話
を
と
り
あ
げ
る
。

『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集　

江
戸
篇
』（
岩
波
書
店
、一
九
八
五
年
）
の
『
桃

太
郎
昔
語
』【
図
2
】
を
使
う
。
現
在
と
字じ

母ぼ

の
異
な
る
仮
名
の
み
を
空

（早稲田大学図書館蔵）
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図 1　『南総里見八犬伝』「瀧田の近村に狸狗の児を孚む」図

図 2　『桃太郎昔語』

欄
に
し
た
翻ほ
ん

字じ

を
与
え
、
文
脈
か
ら
文
字
を
推
測
し
て
も
ら
い
、
配
布
の

一
覧
表
で
確
認
す
る
と
い
う
手
順
で
進
め
て
ゆ
く
。
生
徒
の
知
っ
て
い
る

「
桃
太
郎
」
の
話
と
の
ち
が
い
や
、
犬
、
猿
、
雉
が
人
間
の
服
を
着
て
い

る
挿
絵
の
表
現
な
ど
に
も
注
目
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
が
、
時
間
の
関
係

で
少
し
し
か
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
時
間
配
分
に
は
も
う
少
し
工

夫
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

授
業
後
に
一
人
の
生
徒
が
「『
八
犬
伝
』
が
好
き
な
ん
で
す
け
ど
、
ど

こ
で
和
本
っ
て
買
え
ま
す
か
」
と
質
問
に
来
て
く
れ
た
。
う
れ
し
か
っ
た

が
、
一
方
で
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
は
触
れ
な
い
と
い
う
恣
意
的
な
説

明
を
し
た
こ
と
に
や
や
心
が
痛
ん
だ
。
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２
｜
中
学
生
・
高
校
生
対
象
｜

　
　

和
歌
を
題
材
と
し
た
授
業
実
践

速
水
香
織
（
信
州
大
学
） HAYAM

I Kaori

　

二
〇
一
七
年
九
月
二
十
七
日
（
水
）、
長
野
県
飯
山
高
等
学
校
か
ら
の

依
頼
を
受
け
、
出
前
授
業
講
師
と
し
て
勤
務
校
か
ら
同
高
校
に
派
遣
さ
れ

た
。
同
高
校
は
、長
野
県
北
部
の
飯
山
市
に
あ
る
公
立
学
校
で
、ス
ー
パ
ー

サ
イ
エ
ン
ス
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
（
第
2
期
）
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
当
日
は
、

一
・
二
年
生
お
よ
び
三
年
生
の
希
望
者
を
対
象
に
多
様
な
研
究
領
域
に
わ

た
る
全
十
三
ク
ラ
ス
の
講
座
が
開
講
、
生
徒
は
希
望
す
る
ク
ラ
ス
を
選
択

し
受
講
す
る
か
た
ち
で
出
前
授
業
が
開
催
さ
れ
た
。

　

講
座
を
担
当
す
る
に
あ
た
っ
て
は
「
日
本
文
学
の
講
座
を
希
望
す
る
生

徒
」
が
対
象
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
内
容
を
組
み
立
て
た
。
た
だ
し
、

六
〇
分
で
完
結
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
作
品
の
概
要
や
場
面
の
説
明
に
時

間
を
要
す
る
こ
と
は
避
け
た
か
っ
た
た
め
、
中
高
生
に
と
っ
て
、
お
そ
ら

く
最
も
身
近
な
古
典
作
品
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
「
百
人
一
首
」
所
収
の

和
歌
を
題
材
と
し
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
。

　

当
日
の
授
業
内
容
は
以
下
の
通
り
。

　

①
講
師
自
己
紹
介
・「
百
人
一
首
」
に
つ
い
て
の
知
識
（
五
分
）

　

②
「
百
人
一
首
」
の
紹
介
・
成
立
に
つ
い
て
（
二
〇
分
）

　

③
和
歌
解
釈
に
つ
い
て
（
二
十
五
番
歌
・
七
十
二
番
歌
）（
二
〇
分
）

　

④
文
字
表
記
に
つ
い
て
・
く
ず
し
字
で
読
ん
で
み
る
（
一
五
分
）

ま
ず
、
①
講
師
の
自
己
紹
介
を
行
っ
た
の
ち
、
生
徒
た
ち
に
「
百
人
一
首
」

に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
尋
ね
た
。

　

受
講
者
た
ち
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
反
応
が
返
っ
て
き
た
。

　

・
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た
作
品
で
、
藤ふ
じ

原わ
ら
の

定て
い

家か

作
。
全
百
首
。

　

・
中
学
時
代
、
冬
休
み
の
宿
題
で
覚
え
さ
せ
ら
れ
て
辟
易
し
た
。

　

・
か
る
た
遊
び
が
で
き
る
。

　

・
コ
ミ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
。

お
お
む
ね
予
想
さ
れ
た
回
答
を
得
た
と
こ
ろ
で
②
～
④
を
展
開
し
た
。
②

「
百
人
一
首
」
は
、
藤
原
定
家
が
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
所
収
の
和
歌
か
ら

百
首
を
撰
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
定
家
撰
と
さ
れ
る
の
は

『
明め
い

月げ
つ

記き

』の
記
述
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
な
ど
を
説
明
し
た
。
そ
の
際「
百

人
一
首
」の
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
作
品
と
し
て
は
最
新
で
発
行
部
数
も
多
い『
超

訳
百
人
一
首 

う
た
恋こ

い
。』（
杉
田
圭
著
、
渡
辺
泰
明
監
修
、
メ
デ
ィ
ア

フ
ァ
ク
ト
リ
ー
二
〇
一
〇
～
一
三
年
）
第
二
巻
の
当
該
場
面
を
プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ
ー
に
投
影
し
つ
つ
、
配
布
プ
リ
ン
ト
（
7
頁
Q 

R
コ
ー
ド
参
照
）
で

は
根
拠
と
な
る
『
明
月
記
』
記
事
を
、
書
き
下
し
・
現
代
語
訳
を
つ
け
て
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掲
載
し
た
。

　

ま
た
本
作
品
は
、
歴
史
的
に
多
く
の
注
釈
書
が
作
ら
れ
て
和
歌
の
解
釈

が
検
討
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
、
江
戸
時
代
に
は
手
習
い
の
書
と
し
て
も

重
宝
さ
れ
、
絵
入
り
の
木も
く

版は
ん

本
が
流る

布ふ

し
た
【
ス
ラ
イ
ド
1
】
一
方
で
、

か
る
た
と
し
て
も
親
し
ま
れ
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
生
徒
た

ち
か
ら
は
「
百
人
一
首
が
現
代
ま
で
ど
う
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
は
考
え

た
こ
と
が
な
か
っ
た
」「
暗
記
す
る
と
き
、
和
歌
を
何
度
も
書
き
写
し
た
。

自
分
た
ち
が
江
戸
時
代
人
と
同
じ
作
品
で
同
じ
よ
う
に
勉
強
し
て
い
る
と

は
思
わ
な
か
っ
た
」
と
の
声
も
漏
れ
た
。

　

③
今
回
の
授
業
で
は
七
十
二
番
歌
を
と
り
あ
げ
た
。
画
像
と
と
も
に
本

文
を
提
示
し
【
ス
ラ
イ
ド
2
・
3
】、
当
該
和
歌
が
「
堀ほ
り

川か
わ

院い
ん

艶の
け
そ
う
ぶ
み書
合あ
わ
せ」

に
お
い
て
詠
ま
れ
（
こ
こ
で
題だ

い

詠え
い

に
つ
い
て
も
簡
単
に
説
明
）、『
金き
ん

葉よ
う

和

歌
集
』
に
と
ら
れ
た
の
ち
「
小
倉
百
人
一
首
」
に
撰
ば
れ
た
こ
と
を
説
明
し
、

諸
注
釈
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
を
、
注
釈
書
の
本

文
を
あ
げ
て
概
説
し
た
。

　

な
お
、
七
十
二
番
歌
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
高
校
生
に
も
身
近
に
感
じ

や
す
い
恋
歌
で
あ
る
こ
と
と
、
題だ
い

詠え
い

の
説
明
に
適
す
る
と
判
断
し
た
こ
と

と
に
よ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
二
十
五
番
歌
は
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
解
釈
に

相
違
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
【
ス
ラ
イ
ド
4
】。
こ
こ
で
生
徒
に

「
あ
な
た
方
な
ら
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
」
と
問
い
か
け
て
み
た
と
こ

ろ
、
複
数
の
生
徒
か
ら
発
言
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
「
こ
の
歌
は
ど
ん

スライド 1

スライド 3

スライド 2

な
場
面
で
詠
ま
れ
た

の
か
、
題
詠
な
の
か
。

そ
れ
に
よ
っ
て
解
釈

は
変
わ
っ
て
く
る
と

思
う
」
と
い
う
内
容

の
質
問
と
意
見
が
出

た
。
こ
の
質
問
は
、

授
業
の
目
的
に
と
っ
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て
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た

が
、
時
間
の
制
約
も
あ
り

「
当
該
歌
は
『
後ご

撰せ
ん

和
歌

集
』
所
収
の
和
歌
で
、
そ

こ
に
は
詞
こ
と
ば

書が
き

が
つ
い
て
い

る
。
平
安
時
代
の
恋
の
あ

り
方
も
含
め
、
ぜ
ひ
調
べ

て
み
て
ほ
し
い
」
と
回
答

し
た
。

　

④
こ
こ
で
、
ス
ラ
イ
ド

1
・
2
を
再
度
映
し
、
昔

の
文
献
（
特
に
和
歌
）
は
、

スライド 4

プリントおまけスライド 5

句
読
点
は
も
ち
ろ
ん
、
伝
統
的
に
は
濁
点
も
つ
け
な
い
場
合
が
多
い
こ
と

を
説
明
し
た
。
ス
ラ
イ
ド
1
本
文
に
濁
点
が
朱
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
説
明
す
る
と
、
生
徒
た
ち
は
文
字
表
記
の
歴
史
に
も
興
味
を
ひ
か

れ
た
様
子
だ
っ
た
が
、
今
回
は
七
十
二
番
歌
本
文
を
活
字
化
し
て
み
る
こ

と
を
提
案
し
、
取
り
組
ん
で
も
ら
っ
た
【
プ
リ
ン
ト
お
ま
け
】。
正
解
が

わ
か
っ
て
い
る
た
め
、
全
員
が
実
に
ス
ム
ー
ズ
に
活
字
化
作
業
を
終
え
た

と
こ
ろ
で
、
字じ

母ぼ

を
併
記
し
た
解
答
を
配
布
し
、
く
ず
し
字
の
知
識
は
、

特
に
江
戸
時
代
以
前
の
文
献
を
読
む
た
め
に
必
須
の
知
識
で
あ
り
、
ひ
ら

が
な
が
読
め
る
だ
け
で
も
、
格
段
に
世
界
が
広
が
る
こ
と
を
伝
え
た
。

　

中
高
生
を
対
象
と
し
て
古
典
文
学
を
テ
ー
マ
に
授
業
す
る
際
に
は
、
古

典
と
は
現
代
と
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
連
続
し
た
時
間
軸
の
中

に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
人
の
た
ゆ
み
な
い
努
力
に
よ
っ
て
現
代
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に

未
来
に
受
け
継
ぐ
の
か
と
い
う
責
任
を
負
う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た

い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
注
釈
の
細
か
い
現
代
語
訳
ま
で
に

は
踏
み
込
ま
ず
、
ひ
と
つ
の
古
典
作
品
に
長
い
歴
史
と
多
く
の
研
究
が
蓄

積
さ
れ
て
い
る
と
伝
え
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
内
容
を
構
成
し
て
み
た
。

　

最
後
に
、
授
業
で
の
使
用
画

像
は
、
す
べ
て
国
文
学
研
究
資

料
館
蔵
本
の
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
よ
る
こ
と
も
紹
介
し
た
が

【
ス
ラ
イ
ド
5
】、
生
徒
た
ち
は

そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
ら

し
く
、
日
本
文
学
専
門
の
研
究

機
関
の
存
在
と
、
貴
重
な
画
像

が
無
料
で
公
開
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
新
鮮
な
驚
き
で
あ
っ
た

よ
う
だ
。
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3
｜
中
学
生
・
高
校
生
対
象
｜

　
　

古
典
の
重
み

神
作
研
一
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）KAN

SAKU
 Ken-ichi

　

こ
の
五
年
ほ
ど
の
間
に
都
合
五
回
、
中
高
生
を
対
象
と
し
た
「
出
前
授

業
」
を
担
当
し
た

─
和
洋
九
段
女
子
高
（
高
3
）・
桐
蔭
学
園
中
（
中

3
）・
中
大
杉
並
高
（
高
3
）

─
。
受
験
を
控
え
る
以
上
、
中
等
教
育

が
古
典
文
法
に
傾
斜
し
が
ち
な
の
は
致
し
方
な
い
こ
と
だ
と
認
め
つ
つ
も
、

そ
の
折
々
の
出
前
授
業
の
現
場
で
は
、い
か
に
古
典
の
重
み
を
「
軽
快
に
」

伝
え
る
か
に
力
点
を
置
き
、「
く
ず
し
字
」
と
「
古
典
籍
」
に
寄
り
添
い

な
が
ら
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
。
教
室
で
、
彼
ら
の
様
子
を
ダ
イ
レ
ク

ト
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
何
よ
り
大
き
な
財
産
で
あ
り
、
以
下
い

く
つ
か
の
観
点
に
分
け
て
い
さ
さ
か
の
感
想
を
綴
っ
て
み
た
い
。

何
を
伝
え
る
の
か

　
「
生き

・
そ
・
ば
」
と
か
「
お
・
て
・
も
・
と
」
な
ど
の
よ
う
に
、
く
ず

し
字
の
楽
し
さ
と
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
る
こ
と
も
重
要
だ
が
、
そ
れ
と
と

も
に
大
切
な
の
は
や
は
り
、
古
典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
て
も
ら

う
こ
と
だ
。
今
は
ネ
ッ
ト
の
時
代
だ
が
、
二
十
世
紀
ま
で
は
人
類
の
す
べ

て
の
叡
智
（
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）
は
書
物
の
中
に
存
在
し
た
の
で
あ
り
、

古
典
こ
そ
現
代
を
生
き
抜
く
指
針
（
し
る
べ
）
に
な
り
得
る
こ
と
を
繰
り

返
し
訴
え
た
。
過
去
に
学
ぶ
こ
と
こ
そ
、
未
来
へ
の
展
望
を
切
り
拓
く
た

め
の
最
も
重
要
な
方
法
／
活
力
な
の
だ
と
。

古
典
の
カ
タ
チ　

古
典
の
チ
カ
ラ

　

し
か
も
古
典
は
、
文
学
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
医
学
に
も
数
学
に

も
あ
る
い
は
料
理
に
も
古
典
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
文
化図 1　『解体新書』（複製本）
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図 2　『塵劫記』（寛永 11年刊）ねずみ算の項

史
を
意
識
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
古
典
籍
は
『
解か
い

体た
い

新し
ん

書し
ょ

』（
安
永
三

年
〈
一
七
七
四
〉
刊
の
複
製
本
）【
図
1
】
と
『
塵じ
ん

劫こ
う

記き

』（
寛
永
十
一
年

〈
一
六
三
四
〉
刊
）【
図
2
】
を
用
意
し
た
。「
ね
ず
み
算
」
の
項
で
ね
ず

み
の
絵
を
具
備
す
る
の
は
寛
永
頃
の
刊
行
に
か
か
る
古こ

版は
ん

に
限
ら
れ
る
の

で
、
四
百
年
前
の
和
紙
の
手
触
り
の
感
覚
を
カ
ラ
ダ
ご
と
感
じ
て
も
ら
っ

た
。

　

ま
た
、
生
徒
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
古
典
と
し
て
カ
ル
タ
（
百
人
一

首
）
を
、
そ
し
て
絵
の
チ
カ
ラ
を
感
得
し
て
も
ら
う
た
め
に
『
一い
っ

休き
ゅ
う

骸が
い

骨こ
つ

』（〔
元
禄
頃
〕
刊
）【
図
3
】
も
持
参
し
た
。
流
麗
な
筆
跡
を
持
つ
絹け
ん

本ぽ
ん

の
カ
ル
タ
の
感
触
も
、
飄
ひ
ょ
う

々ひ
ょ
うと

し
た
骸
骨
の
楽
し
げ
な
挿
絵
も
、
そ
れ

ぞ
れ
に
印
象
深
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

デ
ジ
タ
ル
画
像
の
全
盛
期
だ
か
ら
こ
そ
、
原
本
（
古
典
籍
）
の
チ
カ
ラ

は
絶
大
だ
と
再
認
識
し
て
い
る
。

く
ず
し
字
を
〈
書
く
〉

　

高
校
長
の
許
可
を
得
て
、
直
近
の
出
前
授
業
に
は
、
書
家
で
都
内
中
学

非
常
勤
講
師
の
柴
田
敬
子
先
生
（
一
九
九
五
年
金
城
学
院
大
学
卒
業
・
神

作
ゼ
ミ
の
一
期
生
）
に
同
行
し
て
も
ら
い
、
実
際
に
く
ず
し
字
の
デ
モ
を

披
露
し
て
も
ら
っ
た
。
生
徒
た
ち
の
手
を
と
り
つ
つ
、
毛
筆
で
自
分
の
名

前
を
く
ず
し
字
で
書
く
体
験
に
、
彼
ら
は
た
い
そ
う
大
き
な
関
心
を
寄
せ

た
。
ア
タ
マ
で
学
ぶ
だ
け
で
な
く
カ
ラ
ダ
ご
と
学
ぶ
こ
と
、
古
文
（
く
ず

し
字
）
と
書
道
（
か
な
）
の
コ
ラ
ボ
は
有
効
だ
と
の
確
信
を
持
っ
た
。
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出
前
授
業
の
こ
れ
か
ら

　

生
徒
た
ち
に
「
生
き
た
」
授
業
を
実
践
す
る
こ
と
が
前
提
だ
が
、
あ
わ

せ
て
重
要
な
の
は
、
現
場
を
預
か
っ
て
お
ら
れ
る
国
語
科
の
先
生
方
と
の

「
緊
密
な
」
連
携
だ
と
思
う
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
で
も
い
い
、
日

本
近
世
文
学
会
に
よ
る
出
前
授
業
の
試
み
が
、
国
語
科
の
先
生
方
と
の

「
組
織
的
連
携
」
に
発
展
し
た
と
き
、
わ
た
く
し
ど
も
の
出
前
授
業
は

次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
め
る
の
だ
と
期
待
し
て
い
る
。

★
和
洋
九
段
の
上
野
正
史
先
生
（
現
駿
台
甲
府
高
）・
菅
谷
真
由
先
生
と
桐
蔭

学
園
の
川
妻
篤
史
先
生
、
そ
し
て
中
大
杉
並
の
菊
地
明
範
先
生
に
よ
る
日
ご

ろ
の
丁
寧
な
ご
指
導
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
小
生
の
こ
の
さ
さ
や
か
な
出
前

授
業
が
成
立
し
た
こ
と
を
、
感
謝
と
と
も
に
明
記
し
て
お
き
た
い
。

図 3　『一休骸骨』（〔元禄頃〕刊）

出前授業の様子
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4
｜
中
学
生
・
高
校
生
対
象
｜

　
　

く
ず
し
字
教
材
の
開
発
と
実
践

山
田
和
人
（
同
志
社
大
学
）YAM

AD
A Kazuhito

　

今
回
の
出
前
授
業
は
以
下
の
日
程
で
実
施
し
た
。
七
月
十
七
日
（
水
）

一
〇
時
五
〇
分
か
ら
一
二
時
二
〇
分
、
夏
期
講
習
の
時
間
帯
で
実
施
。
同

志
社
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
、
中
学
三
年
生
Ｗ
Ｒ
コ
ー
ス
（
理
系
）
の

生
徒
（
四
十
二
名
）
だ
っ
た
。
授
業
タ
イ
ト
ル
は
「
昔
の
文
字
で
読
ん
で

み
よ
う
」。
大
八
木
宏
枝
教
諭
の
ク
ラ
ス
で
実
施
し
た
。
当
日
、
四
～
六

名
程
度
の
グ
ル
ー
プ
を
編
成
し
、
議
論
し
や
す
い
体
制
を
整
え
て
、
最
初

に
和
本
の
い
ろ
い
ろ
を
見
せ
、
な
じ
み
の
深
い
地
名
が
出
て
く
る
『
伊い

勢せ

参さ
ん

宮ぐ
う

名め
い

所し
ょ

図ず

絵え

』
を
直
接
さ
わ
っ
て
閲
覧
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
く
ず
し
字

演
習
に
入
っ
た
。後
述
す
る
教
材
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
て
、グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
が
課
題
に
取
り
組
ん
だ
。「
く
ず
し
字
一
覧
表
」
も

配
布
し
て
い
る
。
残
り
の
二
〇
分
で
理
系
ク
ラ
ス
を
意
識
し
て
、
か
ら
く

り
人
形
の
話
と
愛
知
県
半
田
市
亀
崎
潮し
お

干ひ

祭
の
「
布ぬ
の

ざ
ら
し
」
の
映
像
を

見
せ
、
最
後
に
か
ら
く
り
の
絵え

尽づ
く

し
を
全
員
で
読
み
解
い
て
、
授
業
の
成

果
を
確
認
し
て
終
わ
っ
た
。

　

く
ず
し
字
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
や
は
り
学
習
者
自
身

が
見
て
、
感
じ
て
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
教
材
プ
リ
ン
ト
が
必
要
で
あ

る
。
今
回
の
教
材
プ
リ
ン
ト
も
当
日
配
布
し
、
そ
の
中
か
ら
数
点
を
選
ん

で
授
業
中
に
く
ず
し
字
の
演
習
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
教
材
と
解
説
を
自

宅
で
家
族
と
一
緒
に
解
い
た
と
い
う
こ
と
が
事
後
に
回
収
さ
れ
た
コ
メ
ン

ト
シ
ー
ト
に
書
か
れ
て
い
た
。
く
ず
し
字
が
家
族
の
話
題
に
な
る
だ
け
で

は
な
く
、
家
族
で
学
び
合
う
こ
と
に
も
通
じ
、
く
ず
し
字
学
習
が
生
涯
学

習
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
証
明
で
き
た
。

　

こ
の
教
材
開
発
に
は
実
は
同
志
社
大
学
翻ほ

ん

刻こ
く

の
会
の
活
動
が
大
き
く
関

わ
っ
て
い
る
。
翻
刻
の
会
は
学
部
生
が
自
主
的
に
翻
刻
に
取
り
組
み
、
そ

の
成
果
と
し
て
未
翻
刻
の
浄
瑠
璃
作
品
を
『
同
志
社
国
文
学
』
に
投
稿
し

て
き
た
。
結
成
し
て
三
十
年
以
上
経
過
し
て
い
る
。
投
稿
し
た
翻
刻
も
す

で
に
十
数
点
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
翻
刻
の
会
の
公
認
ア
プ
リ
と
し
て

KuLA

（
ク
ー
ラ
）
を
学
生
は
日
常
的
に
活
用
し
て
い
る
。
こ
の
翻
刻
の

会
の
入
門
教
材
と
し
て
今
回
紹
介
す
る
教
材
プ
リ
ン
ト
を
作
成
し
た
。

　

ま
ず
、
初
学
者
に
興
味
、
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
第
一
で
あ

り
、
学
生
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
入
会
者
を
増

や
す
た
め
の
方
策
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
近
世
版
の
ク
イ
ズ
で
あ
る

『
と
ん
さ
く
新し
ん

じ
口ぐ
ち

』（『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集　

江
戸
篇
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
五
年
、
三
三
八
～
三
四
三
ペ
ー
ジ
）
を
採
用
し
た
。
四
十
点
中
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物
の
顔
を
ね
ず
み
に
変
え
て
、「
ね
づ
み
し
き
ぶ
」
と
洒
落
て
い
る
と
読

解
で
き
る
。
こ
の
教
材
に
よ
っ
て
、
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
る

ひ
ら
が
な
の
字じ

母ぼ

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
、
ま
た
連れ
ん

綿め
ん

体た
い

で
書
か
れ

て
い
る
の
で
、
何
文
字
分
か
を
見
抜
く
こ
と
も
大
切
だ
と
い
う
こ
と
が
理

解
で
き
る
の
が
ス
タ
ー
ト
ダ
ッ
シ
ュ
と
し
て
は
効
果
的
だ
。

②
「
つ
る
か
め
ま
つ
だ
け
」

ⅰ
初
学
者
に
は
は
じ
め
て
見
る
ひ
ら
が
な
が
多
い
の
で
、
絵
に
注
目
さ
せ

て
、こ
の
人
物
は
何
を
し
て
い
る
か
、釣
り
竿
を
垂
れ
て
い
る
こ
と
、釣
っ

て
い
る
の
が
魚
で
は
な
く
亀
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
そ
れ
が
文
字

の
ど
れ
と
対
応
し
て
い
る
か
考
え
さ
せ
る
。
絵
の
「
亀
」
か
ら
「
か
め
」、

さ
ら
に
釣
り
を
し
て
い
る
の
で「
つ
り
」と
解
読
で
き
る
。
ⅱ
問
題
は「
ま

つ
だ
け
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
釣
り
人
が
ど
こ
に
座
っ
て
い
る
の
か
と
い
う

ヒ
ン
ト
を
出
す
と
、
観
察
力
の
鋭
い
学
習
者
は
そ
れ
が
川
辺
の
岩
で
は
な

い
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
こ
で
俯ふ

瞰か
ん

的
な
視
点
で
全
体
を
見
直
す
と
、
そ
こ

に
「
松ま
つ

茸た
け

」
の
か
た
ち
が
見
え
て
く
る
。
そ
う

な
る
と
「
松
茸
」
と
い
う
文
脈
の
中
で
、「
ま
つ

だ
け
」
と
解
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ⅲ
ま
さ

に
釣
り
人
が
、
亀
が
釣
れ
る
の
を
待
つ
ば
か
り

と
い
う
文
意
が
読
み
取
れ
る
。「
つ
る
」
に
「
鶴
」、

「
か
め
」
に
「
亀
」、「
ま
つ
」
に
「
松
」
と
お
め

で
た
尽づ

く
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
示
唆
す
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
川
辺
の
岩
と
見
え
た
の

が
視
点
の
転
換
に
よ
っ
て
松
茸
の
か
さ
で
あ
る

①ねづみしきぶ

②つるかめまつだけ

二
十
点
を
選
定
し
た
。
初
学
者
に
と
っ
て
、
絵
と
文
字
が
組
み
合
わ
さ
っ

て
い
る
教
材
が
最
適
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
本
稿
で
紹
介
す
る
教
材
は
、

絵
と
文
字
が
リ
ン
ク
し
て
お
り
、
絵
と
文
字
の
両
方
の
読
解
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
。
読
め
な
い
文
字
も
絵
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
文

字
が
読
め
れ
ば
絵
も
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
相
補
性
に
す
ぐ
れ

た
視
覚
的
な
教
材
が
初
学
者
に
と
っ
て
は
最
適
で
あ
る
。

　

以
下
、
具
体
的
に
教
材
を
紹
介
し
、
指
導
の
留
意
点
を
記
す
。

①
「
ね
づ
み
し
き
ぶ
」

ⅰ
絵
に
注
目
さ
せ
て
、
王
朝
の
御み

帳ち
ょ
う

台だ
い

風
の
調
度
の
前
に
座
る
平
安
貴

族
の
女
性
の
顔
が
人
間
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。
絵
と
文
字
を
一

体
と
し
て
読
む
コ
ツ
を
伝
え
る
。
ⅱ
平
安
時
代
の
女
流
作
家
と
い
う
ヒ

ン
ト
を
与
え
る
。
と
、
す
ぐ
に
紫
式
部
の
名
前
が
あ
が
り
、「
し
き
ぶ
」

と
読
む
こ
と
が
で
き
、「
ね
づ
み
し
き
ぶ
」
と
解
読
で
き
る
。
ⅲ
典
拠
は

和い
ず
み泉
式
部
で
あ
り
、「
い
づ
み
し
き
ぶ
」
の
一
字
を
変
更
し
て
、
絵
の
人
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こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
「
文
学
」
的
に
読
む
楽
し
さ
で
あ
る
こ
と
だ
。

③
「
や
ん
ま
大
わ
う
」

ⅰ
絵
の
姿
か
た
ち
か
ら
閻え
ん

魔ま

大
王
と
気
づ
か
せ
る
。
ⅱ
閻
魔
大
王
の
冠
に

ト
ン
ボ
が
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
。
ⅲ
そ
こ
か
ら
ト
ン
ボ
の

「
や
ん
ま
」
を
連
想
す
る
生
徒
が
出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
生
き
物
を
素

材
に
し
た
教
材
は
学
習
者
に
と
っ
て
は
親
し
み
や
す
い
よ
う
だ
。

⑮
「
人
目
の
す
か
た　

し
ば
し
と
ゝ
め
ん
」

ⅰ
漢
字
と
畳
じ
ょ
う

字じ

（
踊
り
字
）「
ゝ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
か

じ
め
伝
え
る
。
絵
の
僧
侶
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
四
角
の
看
板
を
じ
っ
と

見
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
。
看
板
に
は
両
目
が
描
か
れ
、
そ
の
間
に

「
め
く
す
り
」
と
あ
り
、
目
薬
屋
の
看
板
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う

な
る
と
「
人
目
の
」
の
次
が
「
す
か
た
」
と
読
め
る
。「
す
」
以
外
の
「
か
」

も「
た
」も
①
、②
で
既
出
な
の
で
、そ
の
こ
と
に
気
づ
く
。
最
後
の「
と
ゝ

め
ん
」
は
お
お
よ
そ
読
め
る
。
ⅲ
そ
こ
で
百
人
一
首
の
歌
で
、
僧
侶
の
姿

と
い
え
ば
、
ど
ん
な
作
者
が
い
る
か
と
問
い

か
け
、
そ
の
つ
も
り
で
見
る
と
百
人
一
首
の

歌
が
浮
か
ん
で
こ
な
い
か
と
重
ね
て
問
う
と
、

僧そ
う

正じ
ょ
う

遍へ
ん

昭じ
ょ
うの

「
あ
ま
つ
か
ぜ
雲く
も

の
か
よ
ひ

ぢ
吹ふ

き
と
ぢ
よ　

乙を
と
め女

の
す
が
た
し
ば
し
と

ど
め
む
」
の
下
の
句
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

「
し
ば
し
」
の
「
は
」
が
新
出
だ
が
、
典
拠

か
ら
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
「
人
目
の
す
か
た　

し
ば
し
と
ゝ
め
ん
」

が
、
僧
正
遍
昭
が
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
目
薬
屋
の
看
板
に
描
か
れ
た
人
の

目
を
し
ば
し
眺
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
恋
の
歌
が
目
薬
屋
の
看

板
に
目
を
と
め
る
日
常
的
な
歌
に
転
換
す
る
お
も
し
ろ
さ
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
く
ず
し
字
の
教
材
で
重
要
な
の
は
自
分
た
ち

の
知
識
や
情
報
を
活
か
し
て
作
品
の
意
図
を
読
解
す
る
お
も
し
ろ
さ
を
実

感
さ
せ
る
こ
と
だ
。

　

今
回
の
授
業
実
践
で
配
布
し
た
教
材
プ
リ
ン
ト
と
解
説
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
）
を

大
学
の
サ
ー
バ
ー
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
い
る
。
以
下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

を
読
み
込
ん
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
①
か
ら
⑳
を
適
宜
組
み
合
わ
せ
て

使
っ
て
く
だ
さ
い
。
解
説
で
は
、
出
典
や
典
拠
と

い
う
こ
と
ば
も
中
学
生
に
は
な
じ
み
が
な
い
の
で
、

思
い
切
っ
て
ネ
タ
と
い
う
言
い
方
に
し
て
い
る
。

二
〇
二
一
年
度
末
ま
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ

う
に
設
定
し
て
い
る

⑮人目のすかたしばしとゝめん

③やんま大わう
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【

　

　

　

　

　

】

　
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
」
は
、
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
マ
ニ
ュ

ア
ル
を
開
発
す
る
た
め
に
、
実
践
記
録
を
集
積
・
公
刊
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
二
〇
一
五
年
七
月
に
第
一
号
が
刊
行
さ
れ
た
。
当
初
は
第
三
号

ま
で
紙
媒
体
で
発
行
し
、
そ
の
後
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
の
み
で
継
続
す
る
予
定
で

あ
っ
た
が
、
議
論
を
経
て
、
第
五
号
ま
で
出
版
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
本
号
が
ひ
と
つ
の
区
切
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ

ま
で
の
ニ
ュ
ー
ズ
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
号
は
、
四
本
の
実
践
記
録
を
収
載
し
た
。
小
中
学
生
対
象
が
一
本
、

大
学
生
対
象
が
二
本
、
社
会
人
対
象
が
一
本
で
あ
っ
た
。

　

第
二
号
は
、
五
本
の
実
践
記
録
を
載
せ
た
。
小
学
生
対
象
、
中
学
生
対

象
、
大
学
生
対
象
、
外
国
人
対
象
、
国
際
シ
ン
ポ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず

つ
で
あ
っ
た
。

　

第
三
号
も
、
五
本
の
実
践
記
録
を
掲
載
し
た
。
中
学
生
対
象
が
二
本
、

大
学
生
対
象
、社
会
人
対
象
、外
国
人
対
象
が
、各
々
一
本
ず
つ
で
あ
っ
た
。

　

第
四
号
は
少
し
趣
向
を
変
え
て
、
実
践
報
告
を
三
本
、
教
材
と
参
考
資

料
を
五
本
載
せ
た
。
い
ず
れ
も
桐
蔭
学
園
中
学
校
男
子
部
・
同
女
子
部
・

中
等
教
育
学
校
の
中
学
三
年
生
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
本
号
は
、四
本
の
実
践
記
録
を
載
せ
た
。
東
京
、神
奈
川
、長
野
、

京
都
の
各
地
に
お
け
る
中
学
生
、
高
校
生
対
象
の
授
業
の
報
告
で
あ
る
。

　

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
よ
り
、
い
ろ
い
ろ

な
場
所
で
教
育
実
践
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
実
践
者
そ
れ
ぞ
れ
の

工
夫
、
や
り
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
紹
介
を
主
眼
と
し
た
。
和
本
リ

テ
ラ
シ
ー
教
育
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
を
掘
り
起
こ
し
、
受
講
者
に
即
し
た
取

り
組
み
が
種
々
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
本
学
会
会
員
以
外
の
方
々
の
協

力
も
得
て
公
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
く
ず
し
字
学
習
に

役
立
つ
書
籍
や
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
な
ど
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
紹
介
も
行
っ
た
。

　

第
四
号
、
第
五
号
で
は
、
対
象
者
を
中
学
生
、
高
校
生
に
絞
り
、
実
践

の
記
録
を
載
せ
る
と
と
も
に
、
使
っ
て
み
て
効
果
的
で
あ
っ
た
教
材
の
紹

介
を
中
心
と
す
る
紙
面
構
成
と
し
た
。
第
四
号
は
内
容
を
欲
張
り
す
ぎ
て
、

肝
心
の
教
材
が
小
さ
く
て
わ
か
り
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
反
省

点
が
残
っ
た
が
、
同
じ
中
学
三
年
生
を
対
象
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
、

教
え
方
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
の
記
録
で
あ
り
、
一
定
の
意
義
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
本
号
は
前
号
の
反
省
に
基
づ
き
、
執
筆
者
の
人
数

を
絞
り
、
教
材
を
前
面
に
示
す
か
た
ち
の
記
事
と
な
る
よ
う
に
心
が
け
た
。

　

本
学
会
に
お
け
る
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
関
す
る
議
論
と
実
践
の
積

み
上
げ
は
、
そ
の
ニ
ー
ズ
の
存
在
と
教
育
の
有
用
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
会
員
諸
氏
の
日
の
当
た
ら
な
い
場
所
で
の
実
践
の
成
果
を

紹
介
し
、
教
材
の
共
有
化
を
図
る
、
新
た
な
試
み
の
必
要
性
を
実
感
す
る
。

今
後
は
、
学
会
と
し
て
の
出
前
授
業
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
本
ニ
ュ
ー

ズ
の
記
事
を
核
と
し
て
、
さ
ら
な
る
実
践
と
教
材
の
紹
介
を
行
う
べ
く
、

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
関
連
書
籍
の
出
版
に
向
け
て
歩
み
を
進
め
て
ゆ
き

た
い
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
が
必
要
と
な
る
こ
と
を

申
し
述
べ
て
、
振
り
返
り
の
ま
と
め
と
す
る
。　
　
　
　
　
（
柳
沢
昌
紀
）

「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
」
を
振
り
返
っ
て 
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編
集
後
記

▽
く
ず
し
字
を
読
み
、
和
本
に
つ
い
て
の
知
識
を
伝
え
る
和
本
リ
テ
ラ

シ
ー
活
動
の
実
践
に
よ
り
、
名
作
中
心
の
古
典
的
な
教
材
観
に
と
ら
わ
れ

ず
、
古
典
籍
の
多
様
性
を
通
し
て
文
化
の
豊
か
さ
を
感
じ
、
古
典
と
し
て

継
承
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
▽
古
典
籍
を
教
材
と

し
て
活
用
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
教
材
の
開
発
と
実
践
的
な
教
育
・

研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
▽
そ
こ
で
今
号
は
、
出

前
授
業
の
実
践
を
通
し
て
、
多
様
な
古
典
籍
を
活
用
し
た
教
材
の
実
例
を

多
く
盛
り
込
ん
だ
紙
面
構
成
を
目
指
し
た
。
▽
紅く
れ

林ば
や
し

健た
け

志し

氏
の
桐
蔭
学

園
中
学
校
で
の
『
南な
ん

総そ
う

里さ
と

見み

八は
っ

犬け
ん

伝で
ん

』、
速は
や

水み

香か

織お
り

氏
の
長
野
県
飯
山
高

等
学
校
で
の
「
百
人
一
首
」
を
用
い
た
実
践
。
神
作
研
一
氏
は
和
洋
九
段

女
子
高
等
学
校
、
桐
蔭
学
園
中
学
校
、
中
央
大
学
杉
並
高
等
学
校
で
の
実

践
を
振
り
返
り
つ
つ
『
塵じ
ん

劫こ
う

記き

』、『
解か
い

体た
い

新し
ん

書し
ょ

』
に
触
れ
、
山
田
和
人
は

同
志
社
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
で
『
と
ん
さ
く
新し
ん

じ
口ぐ
ち

』
を
使
っ
た
実

践
を
試
み
た
。
▽
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

（
国
文
学
研
究
資
料
館
／
チ
ー
フ
）・
柳
や
な
ぎ

沢さ
わ

昌ま
さ

紀き

（
中
京
大

学
／
委
員
）・
杉す
ぎ

本も
と

和か
ず

寛ひ
ろ

（
東
京
芸
術
大
学
／
副
委
員
長
）・
山
田
和
人
（
同

志
社
大
学
／
委
員
長
）
が
担
当
し
た
。
▽
本
誌
は
紙
媒
体
で
刊
行
し
、
学

会
Ｈ
Ｐ
で
Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開
も
し
て
い
る
。
今
後
も
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
の
普
及

と
発
展
の
た
め
、
ご
協
力
、
ご
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。　
（
山
田
和
人
）
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出
前
授
業
の
あ
ゆ
み
（
二
〇
一
八
〜
一
九
年
度
実
施
分
）

◆
和
洋
九
段
女
子
中
学
校
高
等
学
校
（
高
三
）

　

二
〇
一
八
年
七
月
三
十
日

　
「
古
典
の
楽
し
み
―
江
戸
の
本
と
く
ず
し
字
と
―
」（
神か
ん

作さ
く

研け
ん

一い
ち

）

◆
中
央
大
学
杉
並
高
等
学
校
（
高
三
）

　

二
〇
一
八
年
九
月
二
十
八
日

　
「
古
典
の
カ
タ
チ
―
江
戸
の
本
と
く
ず
し
字
と
―
」（
神
作
研
一
）

◆
愛
知
県
立
瀬
戸
窯
業
高
等
学
校
（
高
一
）

　

二
〇
一
九
年
二
月
二
十
五
日

　
「
和
本
に
ふ
れ
て
み
よ
う
！
」（
加か

藤と
う

弓ゆ
み

枝え

、
後ご

藤と
う

あ
や
）

◆
国
立
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
（
中
一
）

　

二
〇
一
九
年
三
月
十
八
日

　
「
く
ず
し
字
を
読
ん
で
み
よ
う
」（
加
藤
弓
枝
、
三み

宅や
け

宏ひ
ろ

幸ゆ
き

）

◆
同
志
社
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
（
中
三
）

　

二
〇
一
九
年
七
月
十
七
日

　
「
昔
の
文
字
で
読
ん
で
み
よ
う
」（
山や
ま

田だ

和か
ず

人ひ
と

）

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
な
ど
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
講
師
派
遣
の
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

】


