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創
造
的
な
古
典
学
習
指
導
の
構
築
に
向
け
て

坂

東

智

子

―

大
村
は
ま
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観
を
中
心
に

―

一
．
ほ
ん
と
う
に
古
典
と
交
わ
っ
て
い
る
時
間

生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し
む
素
地
を
築
き
、
学
習
者
の
現
在
と

未
来
の
豊
か
な
言
語
生
活
の
創
造
に
資
す
る
こ
と
が
、
中
学
校
古
典
学

習
指
導
の
課
題
で
あ
る
。

大
村
は
ま
は
、
昭
和
五
一
年
の
単
元
学
習
指
導
「
古
典
へ
の
門
―
枕

草
子
に
よ
っ
て
」
で
の
学
習
活
動
に
つ
い
て
「
こ
の
発
表
・
話
し
合
い

は
ど
う
い
う
こ
と
を
調
べ
、
研
究
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
こ

う
し
た
話
し
合
い
を
し
な
が
ら
、
古
典
に
親
し
ん
で
い
る
時
間
を
も
ち
、

し
ば
ら
く
ほ
ん
と
う
に
古
典
と
交
わ
っ
て
い
る
時
間
を
も
た
せ
る
の
が

ね
ら
い
で
あ
っ
て
、
雰
囲
気
を
大
切
に
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

（

注

１

）

鳴
門
教
育
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
の
学
習
記
録
か
ら
は
、
学
習
者
が

学
習
活
動
に
取
り
組
む
中
で
「
ほ
ん
と
う
に
古
典
と
交
わ
っ
て
い
る
時

間
」
を
体
験
し

、
「
古
典
に
親
し
ん
で
い
る
時
間
」
を
楽
し
み
、
そ
こ

か
ら
新
た
な
創
造
意
欲
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
過
程
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
創
造
的
な
古
典
学
習
指
導
構
築
へ
の
手
が
か
り
を
求
め
、

大
村
は
ま
の
著
作
と
学
習
者
の
学
習
記
録
を
対
象
と
し
て
、
「
ほ
ん
と

う
に
古
典
と
交
わ
っ
て
い
る
時
間
」
の
実
態
を
探
り
、
そ
れ
を
生
み
出

し
支
え
た
大
村
は
ま
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
．
大
村
は
ま
は
の
古
典
の
学
び

教
師
自
身
の
「
学
び
」
の
経
験
と
、
そ
の
「
学
び
」
が
ど
う
い
う
過

程
を
辿
り
、
そ
の
時
に
何
を
感
じ
考
え
た
か
と
い
う
こ
と
を
メ
タ
認
知

す
る
こ
と
が
、
「
教
え
る
」
立
場
に
立
っ
た
時
の
基
盤
に
な
る
。
野
地

潤
家
氏
が
提
唱
す
る
「
学
習
個
体
史
」
や
、
近
年
の
研
究
「
教
師
の
ラ

イ
フ
ス
ト
ー
リ
ー
」
は
こ
う
い
っ
た
考
え
に
立
脚
し
て
い
る
。

「
古
典
に
親
し
む
」
こ
と
を
目
標
と
し
た
大
村
は
ま
の
中
学
校
で
の

古
典
単
元
学
習
指
導
も
、
自
身
の
「
学
び
」
の
振
り
返
り
か
ら
生
み
出

さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
私
は
そ
う
と
う
に
古
典
は
好
き
だ
っ
た
の
で
す
」
と
大
村
は
ま
は

（

注

２

）

語
る
。
東
京
女
子
大
二
年
で
『
源
氏
物
語
』
全
巻
を
読
み

、
「
も
の
の

あ
は
れ
思
想
の
胎
生
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
論
文
を
書
く
。
こ
の
研
究
に

つ
い
て
大
村
は
ま
は

、
「
宣
長
の
『
玉
の
小
櫛
』
を
、
神
田
の
古
本
屋

で
探
し
え
た
と
き
の
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
を
は
じ
め
、
研
究
と
し
て
の

苦
労
と
喜
び
は
十
分
に
味
わ
っ
た
、
思
い
出
の
研
究
で
す

。
」
と
記
し

て
い
る
。

（

注

３

）

三

年

生
で

は

、
『

古

事

記

』

を

繰

り

返

し

繰

り

返

し

読

ん

で

、
「

高

天
原
、
綿
津
見
国
、
黄
泉
国
」
と
題
し
た
論
文
を
ま
と
め
て
い
る
。
自

伝
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
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次
田
潤
著
「
古
事
記
新
講
」
を
何
度
読
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
ほ

ど
繰
り
返
し
読
ん
で
、
そ
れ
だ
け
で
書
い
た
も
の
で
す
。
私
ど
も

の
祖
先
は
こ
の
世
の
中
の
外
に
ど
ん
な
国
を
考
え
て
い
た
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
に
は
非
常
に
興
味
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
興
味
が
私
に
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
古
事
記
を
読
ま
せ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
読
み
な
が
ら
少
し
ず
つ
何
か
わ
か
っ
て
く
る
、
そ

の
気
分
が
じ
つ
に
好
ま
し
く
、
勉
強
す
る
こ
と
、
読
む
こ
と
、
研

究
す
る
こ
と
の
魅
力
を
、
そ
う
い
う
こ
と
な
し
の
生
活
な
ど
考
え

る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
深
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。（
後

（

注

４

）

略
）

何
か
に
興
味
を
持
つ
こ
と
、
興
味
を
も
っ
た
こ
と
が
「
勉
強
す
る
こ

と
、
読
む
こ
と
、
研
究
す
る
こ
と
」
で
「
少
し
ず
つ
何
か
わ
か
っ
て
く

る
」
。
そ
の
気
分
が
好
ま
し
く
て
、
研
究
す
る
こ
と
な
し
の
生
活
な
ど

考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
『
古
事
記
』
を
深
く
味
わ
う
こ
と
が
で

き
た
と
大
村
は
ま
は
回
想
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
学
ぶ
こ
と
、
研
究

す
る
こ
と
の
本
質
が
語
ら
れ
て
い
る
。
興
味
が
あ
る
、
知
り
た
い
、
考

え
て
み
た
い
、
と
い
う
自
発
的
な
意
欲
が
な
け
れ
ば
、
「
学
ぶ
」
こ
と

は
始
ま
ら
な
い
。
そ
し
て
、
興
味
を
持
っ
た
こ
と
が
勉
強
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ほ
ん
の
少
し
ず
つ
「
わ
か
っ
て
く
る

」
。
そ
の
「
わ
か
る
」
過

程
が
、
そ
の
気
分
が
好
ま
し
く
、
ま
た
さ
ら
に
「
学
び
」
が
続
け
ら
れ

る
。
そ
の
こ
と
を
、
東
京
女
子
大
時
代
の
古
典
研
究
に
よ
っ
て
大
村
は

ま
は
実
感
し
て
い
る
。

そ
し
て

、
「
青
年
期
に
は
、
一
人
で
い
る
と
き
が
必
要
で
あ
る
と
の

新
渡
戸
先
生
の
お
考
え
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
一
人
一
室
の
寮
室
、
こ

こ
で
心
ゆ
く
ま
で
自
分
を
見
つ
め
、
も
の
を
思
い
、
読
書
し
、
意
義
深

い
三
年
間
を
送
っ
た

。
」
と
の
言
葉
通
り
に
、
女
子
大
三
年
間
の
広
範

（

注

５

）

で
中
味
の
濃
い
読
書
と
心
ゆ
く
ま
で
の
思
索
の
積
み
重
ね
が
、
国
語
教

師
と
し
て
の
基
礎
を
盤
石
な
も
の
と
し
た
。

戦
後
の
古
典
学
習
指
導
に
お
け
る
多
彩
な
教
材
の
選
択
や
学
習
者
と

の
会
話
に
見
ら
れ
る
古
典
へ
の
造
詣
の
深
さ
は
、
東
京
女
子
大
時
代
の

「
学
び
」
と
感
動
を
伴
っ
て
『
源
氏
物
語
』
が
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う

体
験
が
源
に
な
っ
て
い
る
。

私
は
（
源
氏
物
語
を
＝
論
者
付
記
）
も
う
た
い
へ
ん
愛
読
し
て

い
た
の
で
す
。
で
も
、
な
ん
と
な
く
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
（
中
略
）

萩
原
廣
道
の
『
源
氏
物
語
評
釋
』
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
見

ま
し
た
ら
、
ど
う
い
う
か
げ
ん
で
し
ょ
う
か
、
い
ま
ま
で
の
雲
が

一
ぺ
ん
に
晴
れ
ま
し
て
、
胸
が
す
う
っ
と
晴
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
学
ぶ
喜
び
、
わ
か
る
喜
び
と
い
う
も
の
は
、
あ
あ
い
う
気
持

ち
を
い
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
ひ
じ
ょ
う
な
感
動
を

も
っ
て
わ
か
っ
た
（
傍
点
は
原
文
）
わ
け
で
す
。
（
後
略
）

、
、
、
、

（

注

６

）

こ

の

時

の

「

雲

が

晴

れ

」
、
「

胸

が
す

う

っ

と

晴

れ

」

る

よ

う

な

感

動
を
も
っ
て
「
学
ぶ
喜
び

」
「
わ
か
る
喜
び
」
を
味
わ
っ
た
経
験
が
、

そ
の
後
の
大
村
は
ま
国
語
（
古
典
）
教
室
で
考
え
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま

な
「
く
ふ
う
」
や
学
習
活
動
の
原
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
全
て
は

こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

心
理
学
者
の
波
多
野
完
治
氏
は

、
「
教
育
は
す
べ
て
『
わ
か
る
』
こ
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と
を
手
が
か
り
と
し
て
進
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
し
、
生
徒
が
『
わ

か
る
』
ば
か
り
で
な
く
、
先
生
の
ほ
う
も
『
わ
か
る
』
こ
と
が
大
切
」

（

注

７

）

で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
考
え
を
援
用
し
て

「
わ
か
る
」
に
は
次
の
三
層
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（

注

８

）

①
概
念
（
ま
た
は
言
語
）
の
層

②
映
像
の
層

③
感
覚
運
動
的
層

①
は
、
い
ち
ば
ん
う
わ
っ
つ
ら
の
わ
か
り
方
で

、
「
言
葉
」
ま
た
は

「
概
念
」
で
わ
か
っ
た
と
い
う
層
で
あ
る
。
②
は
、
は
っ
き
り
目
に
う

か
ぶ
よ
う
に
し
て
わ
か
る
「
映
像
的
」
な
わ
か
り
方
で
あ
り
、
③
は
、

あ

る

事

が

「

身

に

つ

い

て

わ

か

る

」
、
「

感

覚

運

動

」

に

ま

で

下

が

っ

て
わ
か
る
層
で
あ
る
。
「
ほ
ん
と
う
に
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
主

体
を
変
化
さ
せ

、
「
わ
か
っ
た
」
こ
と
を
使
っ
て
、
外
の
も
の
を
「
わ

か
っ
て
や
ろ
う
」
と
い
う
気
分
を
起
こ
さ
せ
る
。
こ
こ
ま
で
至
ら
な
い

「
わ
か
る
」
は
「
ほ
ん
と
う
に
わ
か
る
」
こ
と
で
は
な
い
と
波
多
野
氏

は
「
わ
か
る
」
の
本
質
を
解
き
明
か
す
。

大
村
は
ま
は
萩
原
廣
道
の
『
源
氏
物
語
評
釈
』
と
出
会
う
こ
と
で
、

感
覚
運
動
層
ま
で
達
し
た
「
わ
か
る
」
を
経
験
し
た
。
古
典
は
必
ず
分

か
る
。
古
典
作
品
そ
の
も
の
が
現
代
の
子
ど
も
た
ち
を
捉
え
る
と
い
う

大
村
は
ま
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観
は
自
身
の
体
験
を
出
発
点
と
し
て

い
る
。

三
．
大
村
は
ま
の
古
典
観

戦
後
中
学
校
の
古
典
指
導
目
標
を
、
読
解
か
ら
「
古
典
に
親
し
む
」

に
切
り
替
え
る
契
機
と
な
っ
た
単
元
「
古
典
入
門
―
古
典
に
親
し
む
」

（
昭
和
二
五
年
、
目
黒
第
八
中
学
校
第
三
学
年
）
成
立
の
動
因
と
な
っ

た
の
は
、
次
の
よ
う
な
大
村
の
古
典
観
で
あ
る
。

古
典
に
親
し
む
、
古
典
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
、

子
ど
も
は
必
ず
わ
か
る
、
―
そ
れ
以
上
に
引
か
れ
る
、
ひ
び
き
あ

え
る
、
そ
れ
が
も
し
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
古
典
と
い

わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
古
典
と
い
う
名
に
ふ
さ

わ
し
く
、
長
い
年
月
、
い
ろ
い
ろ
の
時
代
、
い
ろ
い
ろ
の
人
の
心

と
ひ
び
き
合
っ
て
伝
え
ら
れ
て
く
る
は
ず
が
な
い
と
思
っ
た
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
表
現
の
壁
を
い
ま
ま
で
の
注
釈
で
な
い
工

夫
で
取
っ
て
や
れ
ば
、
古
典
は
、
そ
の
作
品
そ
の
も
の
が
子
ど
も

た
ち
を
じ
か
に
と
ら
え
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
じ
か

に
ふ
れ
合
い
、
そ
こ
に
親
し
み
が
わ
く
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま

し
た
。
材
料
を
選
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
の
作
り
方
だ
な
と

思
っ
た
の
で
す
。

（

注

９

）

古
典
は
い
ろ
い
ろ
な
時
代
の
人
々
の
心
と
ひ
び
き
合
い
伝
え
続
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
典
に
は
普
遍
的
な
価
値
が
内
在

し
て
い
る
。
問
題
は
、
子
ど
も
た
ち
と
「
作
品
そ
の
も
の
」
を
じ
か
に

触
れ
合
わ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
に
な
い
工
夫
で
「
表
現
の
壁
」

を
取
り
除
き
さ
え
す
れ
ば
、
古
典
作
品
そ
の
も
の
の
力
が
、
か
つ
て
大
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村
自
身
を
捉
え
た
よ
う
に
、
現
代
の
子
ど
も
た
ち
の
心
を
じ
か
に
捉
え

る
に
ち
が
い
な
い
と
大
村
は
ま
は
考
え
る
。
必
ず
わ
か
る
。
わ
か
っ
た

と
い
う
喜
び
が
古
典
へ
の
親
し
み
を
生
む
と
い
う
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ

た
大
村
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観
の
基
底
部
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
子

ど
も
た
ち
の
心
を
じ
か
に
捉
え
る
」
の
は

、
「
調
べ
」
で
あ
る
と
大
村

は
ま
は
い
う
。

時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
、
環
境
も
変
わ
り
、
人
の
感
じ

方
、
考
え
方
も
変
わ
り
、
こ
と
ば
の
意
味
、
感
じ
、
発
音
も
、
文

章
も
変
わ
っ
て
く
る
、
そ
れ
で
も
変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
て
人

の
心
を
と
ら
え
る
、
そ
れ
が
古
典
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
、
現

代
の
文
章
で
書
か
れ
た
く
ら
い
で
、
伝
わ
る
べ
き
も
の
が
伝
わ
ら

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
古
典
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
考
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
非
常

に
一
部
の
考
え
方
で
あ
る
と
思
う
。
人
の
心
は
、
そ
れ
を
語
る
こ

と
ば
の
意
味
よ
り
も
、
そ
れ
を
語
る
、
そ
れ
を
綴
る
調
べ
の
な
か

に
、
ほ
ん
と
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

注

１

０

）

古
典
作
品
の
力
は
、
そ
の
意
味
内
容
だ
け
で
な
く
、
「
そ
れ
を
語
る
、

そ
れ
を
綴
る
」
調
べ
と
ひ
び
き
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
の
古
典
観

が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
、
大
村
は
ま
の
言
語
観
に
も
通
じ
る
。

こ
と
ば
は
そ
の
意
味
内
容
と
と
も
に
音
韻
や
リ
ズ
ム
、
調
べ
の
総
体
と

し
て
人
の
心
を
伝
え
る
。
そ
し
て
「
聞
く
人

」
「
読
む
人
」
は
そ
れ
を

総
体
と
し
て
受
け
取
り
感
じ
取
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
大
村
は
ま
は

考
え
て
い
る
。

昭
和
三
四
年
の
「
古
典
へ
の
と
び
ら
―
古
典
に
親
し
む

」
（
文
海
中

学
校
三
年
）
の
単
元
設
定
の
理
由
の
一
番
目
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。

中
学
校
を
義
務
教
育
の
完
成
段
階
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
現
代

文
化
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
、
ま
た
、
近
代
文
学
の
伝
統
的
背
景

と
な
っ
て
い
る
古
典
に
生
徒
を
結
ぶ
学
習
を
、
ぜ
ひ
、
さ
せ
て
お

き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
現
代
の
文
化
・
文
学
の
理
解
に
奥
行

き
を
加
え
さ
せ
、
次
の
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
力
の
、
一
つ
の

源
泉
に
し
た
い
と
思
う
。

（

注

１

１

）

こ

こ

で

は

、
「

現

代

文

化

の

も

と

」
「

近

代

文

学

の

伝

統

的

背

景

」

で
あ
る
と
の
古
典
観
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
古
典
学
習
は
、
「
現

代
の
文
化
・
文
学
の
理
解
に
奥
行
き
を
加
え
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
次

の
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
力
の
一
つ
の
源
泉
」
で
あ
る
と
意
義
付
け

ら
れ
て
い
る

単
元
「
古
典
へ
の
と
び
ら
―
古
典
に
親
し
む
」
の
一
部
は
、
西
尾
実

氏
の
古
稀
記
念
に
研
究
授
業
と
し
て
さ
さ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
戦

後
の
大
村
実
践
と
西
尾
理
論
と
の
関
係
は
言
い
尽
く
さ
れ
た
感
さ
え
あ

る
が
、
大
村
は
ま
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観
も
自
身
の
学
び
の
履
歴
に

拠
っ
て
立
つ
と
と
も
に
、
西
尾
理
論
に
関
わ
り
が
深
い
。
し
た
が
っ
て
、

次
節
で
は
、
西
尾
実
氏
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観
に
つ
い
て
考
察
を
行

う
。
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四
．
西
尾
実
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観

昭
和
三
三
年
一
〇
月
告
示
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
学
年
ご

と
の
教
材
の
選
定
条
件
や
古
典
学
習
指
導
の
あ
り
方
が
述
べ
ら
れ
、
古

典
教
育
重
視
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
昭
和
三
五
年
（
一
九

五
八
）
一
〇
月
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
改
定
に
よ
り
、
高
等
学
校

の

国

語

が

、
「

現

代

国

語

」

と

「

古

典

」
（

甲

・

乙

Ⅰ

・

乙

Ⅱ

）

に

分

離
独
立
し
た
。
そ
の
改
定
直
後
の
『
國
文
學
』
特
集
号
―
「
古
典
」
の

理
論
と
実
際
の
指
導
―
（
昭
和
三
六
年
一
月
刊
行
）
に
は
、
時
枝
誠
記

氏
の
「
古
典
教
育
に
つ
い
て
」
が
巻
頭
言
に
、
西
尾
実
氏
の
「
古
典
教

育
の
意
義
」
と
題
し
た
文
章
が
特
集
の
ト
ッ
プ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
示
さ
れ
た
、
時
枝
・
西
尾
両
氏
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観
は
対

照
的
な
も
の
で
あ
り
興
味
深
い
。

時
枝
氏
は

、
「
私
は
、
古
典
と
い
う
も
の
は
、
現
代
人
が
認
め
る
と

否
と
に
関
せ
ず
、
ま
た
、
現
代
生
活
に
役
立
つ
も
の
が
あ
る
と
否
と
に

拘
わ
ら
ず
、
古
典
は
、
古
典
と
し
て
存
在
す
べ
き
も
の
と
思
う
。
」
と

の
古
典
観
を
述
べ
た
上
で

、
「
古
典
教
育
の
意
義
は
、
む
し
ろ
、
現
代

に
な
い
も
の
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る

。
」
と
の

（

以

上

、

注

１

２

）

古
典
教
育
観
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
西
尾
氏
は
、
古
典
を
「
古
語
で
書
か
れ
た
典
籍
で
あ

り
、
典
型
的
な
言
語
作
品
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
上
で
、
各
時
代
の
古

典
観
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

（

注

１

３

）

国
学
時
代
…
…
「
神
の
み
ふ
み
」
＝
神
典
。
日
本
民
族
の
生
活
原
理

に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
伝
統
と
し
て
の
、
あ
る
べ
き
「
道
」
の
書
。

古
代
絶
対
主
義
。

国
文
学
時
代
…
…
明
治
二
〇
年
代
か
ら
は
、
各
時
代
に
お
け
る
典
型

的
な
文
学
作
品
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
超
え
た
価
値
を
ふ
く
ん

だ
作
品
で
、
後
代
文
化
の
創
造
に
役
立
っ
て
い
る
も
の
。

戦
前
戦
中
…
…
古
典
絶
対
主
義
。

現
代
…
…
近
代
文
化
発
展
の
根
拠
で
あ
り
、
来
る
べ
き
文
化
創
造
の

資
源
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
近
代
文
学
も
、
わ
れ
わ
れ
の
古
典

の
継
承
で
あ
り
発
展
で
あ
る
。

古
典
は
現
代
的
意
義
の
有
無
に
関
わ
り
な
く
存
在
す
べ
き
も
の
で
あ

る
と
の
時
枝
氏
の
古
典
観
に
対
し
て
、
西
尾
氏
は
、
現
代
文
化
は
伝
統

の
継
承
と
そ
の
発
展
か
ら
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
古
典
と
現
代
は
繋

が
り
を
持
っ
て
い
る
と
の
古
典
観
に
立
っ
て
い
る
。

古
典
教
育
の
必
要
性
と
あ
り
方
に
つ
い
て
西
尾
氏
は
、
次
の
よ
う
な

考
え
を
示
し
て
い
る
。

文
学
と
い
う
よ
う
な
国
民
生
活
の
所
産
は
、
伝
統
の
継
承
を
は

な
れ
て
生
産
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
一
面
を
も
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い

。
（
中
略
）
わ
れ
わ
れ

の
現
在
の
文
学
を
伝
統
の
発
展
と
し
て
跡
づ
け
る
た
め
に
も
、
ま

た
、
来
た
る
べ
き
文
学
を
創
造
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
発
掘
す
る

た
め
に
も
、
古
典
教
育
が
わ
す
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
で

あ
る
。

古
典
教
育
の
意
義
を
、
こ
の
よ
う
に
設
定
す
る
と
、
古
典
教
育

の
準
備
は
、
小
・
中
学
校
に
お
い
て
も
着
手
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
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な
い
（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
長
期
に
わ
た
る
古
典
教
育
が
不
可
欠

な
の
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
現
在
の
言
語
生
活
の
問
題
が
解
決
さ

れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
生
活
に
お
け
る

話
し
あ
い
の
未
熟
さ
と
、
わ
れ
わ
れ
の
口
語
文
の
不
備
を
改
善
し
、

完
成
す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
そ
こ

に
発
掘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
後
略
）

（

注

１

４

）

古
典
教
育
は
、
小
学
校
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
と
西
尾
氏
は
考
え

る
。
そ
し
て
、
小
中
高
大
と
長
期
の
古
典
教
育
が
不
可
欠
な
理
由
を
、

口
語
文
完
成
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
た
め
だ
と
い
う
。
こ
う
し

た
西
尾
氏
の
古
典
教
育
観
に
大
村
は
賛
同
し
、
著
作
や
講
演
で
も
繰
り

返
し
言
及
し
て
い
る
。
次
節
で
は
、
大
村
の
著
作
か
ら
古
典
教
育
観
・

古
典
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
の
記
述
を
取
り
上
げ
考
察
す
る
。

五
．
大
村
は
ま
の
古
典
教
育
観
・
古
典
教
育
の
方
法

大
村
は
ま
は
、
古
典
を
学
ぶ
意
義
の
一
つ
に
「
現
代
文
完
成
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
得
る
こ
と
」
が
あ
る
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
の
リ
ズ
ム
を
愛
す
る
な
ら
ば
、
あ
あ
い
う
調
子
が
、
ど
う
し

て
現
代
文
に
な
く
、
短
歌
が
ど
う
し
て
文
語
で
な
い
と
作
り
に
く

い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
西
尾
実
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
よ
う
に

、
「
現
代
文
は
、
ま
だ
歴
史
が
浅
く
、
完
成
し

て
い
な
い
。
そ
の
現
代
文
完
成
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
古
典
か
ら
得

る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
古
典
の
学
習
を
す
る
こ
と
は
内
容
と

か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
な
だ
け
で
な
い
、
内
容
だ
け
が
学
習

の
意
義
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
深
い
意
味
を
も
っ
て
く
る
の

だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
先
生
は
、
本
当
に
こ
と
ば
、
日
本
語
は

み
ん
な
の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
古
典
は
み
ん
な
の
ま
な
ぶ
べ

き
も
の
、
義
務
教
育
の
中
で
、
ど
う
し
て
も
原
文
に
触
れ
さ
せ
た

い
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
そ
う
だ
と
思
い

ま
す
。

（

注

１

５

）

「
義
務
教
育
の
中
で
ど
う
し
て
も
古
典
の
原
文
に
触
れ
さ
せ
た
い
」

と
い
う
西
尾
氏
の
考
え
を
、
新
制
中
学
校
の
古
典
学
習
指
導
の
場
で
実

現
さ
せ
る
た
め
に
、
大
村
は
ま
が
表
現
の
壁
を
取
り
除
く
方
法
と
し
選

ん
だ
の
が
萩
原
廣
道
『
源
氏
物
語
評
釈
』
式
の
傍
注
テ
キ
ス
ト
作
成
で

あ
っ
た
。

本
稿
二
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
大
村
は
ま
が
『
源
氏
物
語
』
を
「
ほ

ん
と
う
に
わ
か
っ
た
」
過
程
は
、
①
概
念
（
ま
た
は
言
語
）
の
層
→
②

映
像
の
層
→
③
感
覚
運
動
的
層
の
順
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
「
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
現
代
文
も
読
め
な
い
で
苦
労
し
て

い
る
」
よ
う
な
戦
後
ま
も
な
く
の
中
学
生
の
実
態
は
、
こ
の
「
わ
か
る
」

（

注

１

６

）

の
順
で
は
む
ず
か
し
い
こ
と
を
大
村
は
ま
に
教
え
た
。
そ
こ
で
考
え
出

さ
れ
た
の
が
、
大
村
式
傍
注
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
た
大
村

は
ま
自
身
の
朗
読
か
ら
授
業
を
始
め
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
原
文

を
指
導
者
（
大
村
）
が
ゆ
っ
く
り
と
読
む
と
、
学
習
者
は
原
文
の
ひ
び

き
と
リ
ズ
ム
を
耳
で
聞
き
な
が
ら
同
時
に
意
味
は
目
で
受
け
止
め
る
。

こ
の
と
き
古
典
作
品
の
力
は
、
学
習
者
を
「
感
覚
的
運
動
層
」
で
捉
え
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る
。
そ
れ
ま
で
の
語
釈
→
通
釈
→
「
わ
か
る
」
の
順
で
は
な
く
、
最
初

に
感
覚
運
動
層
に
達
し
た
「
わ
か
る
」
に
導
く
方
法
で
あ
る
。

昭
和
四
九
年
の
単
元
「
古
典
へ
の
門
―
平
家
物
語
」
の
学
習
の
実
際

を
大
村
は
ま
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

上
手
下
手
を
第
一
の
着
眼
点
に
し
な
い
で
ひ
た
す
ら
に
朗
読
す

る
。
く
り
返
し
く
り
返
し
、
朗
読
す
る
。
全
員
で
、
指
導
者
も
ま

じ
っ
て
朗
読
す
る

。
（
中
略
）
口
語
文
に
直
し
た
も
の
で
は
伝
わ

ら
な
い
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
っ
た
。
朗
読
し
な
が
ら

涙
を
こ
ぼ
し
て
い
る
の
を
見
た
。

（

注

１

７

）

同
単

元
で
は

、
『
平
家
物

語
』
か

ら

、
「
祇
園
精

舎

」
「
足
摺

」
「
忠

度
都
落
」
が
教
材
と
し
て
選
択
さ
れ
、
資
料
と
し
て
傍
注
テ
キ
ス
ト
が

作
成
さ
れ
て
い
る
。
学
習
活
動
は
朗
読
一
本
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
る
。

『
大
村
は
ま
国
語
教
室
第
三
巻

古
典
に
親
し
む
学
習
指
導
』
（
通

称
全
集
）
は
、
「
中
学
生
の
古
典
学
習
」
と
題
し
た
次
の
よ
う
な
大
村

は
ま
書
き
下
ろ
し
の
文
章
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。

国
文
学
の
研
究
を
目
ざ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
ほ
と
ん
ど
の
中

学
生
に
は
、
国
文
学
研
究
に
志
す
専
門
家
の
古
典
の
学
習
の
し
か

た
そ
の
ま
ま
の
方
法
が
と
ら
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
は
っ
き

り
と
別
の
方
向
へ
向
け
た
い
、
従
来
の
方
法
と
は
別
の
、
中
学
生

の
た
め
の
方
法
を
探
し
た
い
、
そ
う
し
て
こ
そ
、
従
来
の
国
文
学

を
学
ぶ
人
と
は
別
の
、
古
典
へ
の
深
い
親
し
み
を
も
た
せ
ら
れ
よ

う

。
「
や
っ
ぱ
り
、
古
典
は
い
い
な
あ
」
と
た
め
息
を
つ
か
せ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（

注

１

８

）

「
国
文
学
研
究
に
志
す
専
門
家
の
た
め
」
の
方
法
で
は
な
い

、
「
中

学
生
の
た
め
の
（
古
典
学
習
指
導
）
方
法
」
と
し
て
試
み
ら
れ
た
の
が
、

〈
表
１
〉
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活
動
で
あ
る
。

〈
表
１
〉

全
集
三
巻
所
収
の
古
典
指
導
単
元
の
学
習
活
動
一
覧

年

単
元
名

主
な
教
材
・
テ
キ
ス
ト

主

な

学

習

活

動

昭

古

典

入

門

―

古

典

古
事
記
、
万
葉
集
、
源
氏
物
語
、
枕
草
子
、

朗
読
（
指
導
者
）
を
聞
く
、
放
送
劇
、
幻
灯
、
朗
読
、
作
品
研
究
、

25

に
親
し
む
（

年
）

平

家

物

語

、

宇

治

拾

遺

物

語

、

徒

然

草

、

古
代
和
歌
の
調
べ
方
、
万
葉
集
と
唐
詩
選
の
口
語
訳
詩
、
発
表
会
、

3

羽
衣
、
唐
詩
選
（
※
傍
注
テ
キ
ス
ト
）

討
論
会
、
講
話
を
聞
く
、
新
聞
企
画
、
ク
ラ
ス
詩
集

昭

古

典

へ

の

と

び

ら

物

語

の

中

の

少

女

（

更

科

日

記

の

現

代

語

図
書
館
に
あ
る
古
典
の
本
の
紹
介
（
図
書
委
員
に
よ
る
）
、
古
典
に
つ

34

―

古

典

に

親

し

む

訳
と
も
い
え
る
創
作

）
、
扇
の
的
（
平
家
物

い
て
の
話
し
合
い
、
「
私
の
今
ま
で
描
い
て
い
た
古
典
の
イ
メ
ー
ジ
に

（

年
）

語

）
、

木

の

ぼ

り

（

徒

然

草

）
、

う

つ

く

し

照
ら
し
て
」
を
書
く
、
朗
読
、
「
扇
の
的
と
自
分
」
を
箇
条
書
き
に
す

3

き
も
の
（
枕
草
子
）
（
※
教
科
書
）

る
、
「
扇
の
的
」
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
調
査
と
結
果
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の
発
表
、
「
木
の
ぼ
り
」
を
読
ん
で
思
い
出
し
た
こ
と
を
話
し
合
う

昭

日

本

の

美

の

伝

統

夏

草

（
「
俳

句

の

鑑

賞

」

か

ら

）
、

豊

旗

雲

注
を
利
用
し
て
資
料
全
部
を
読
む
、
グ
ル
ー
プ
に
指
導
者
を
ま
じ
え

43

を

さ

ぐ

る

―

古

典

（
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
か
ら
）
、
日
本
の

て
の
話
し
合
い
、
論
説
文
か
ら
大
切
な
こ
と
ば
を
拾
う
、
い
ろ
い
ろ

に
学
ぶ
（

年
）

美
の
伝
統
（
論
説
文
）
（
※
教
科
書
）

な
形
で
俳
句
短
歌
を
読
む
、
復
習
プ
リ
ン
ト
、
古
典
俳
句
を
口
語
詩

3

に
書
き
換
え
る
、
ク
ラ
ス
詩
集
の
作
成

昭

日

本

語

の

改

良

の

足
柄
山
（
更
科
日
記

）
、
こ
と
ば
の
移
り
変

短
い
談
話
（
指
導
者
に
よ
る

）
、
講
義
（
指
導
者
に
よ
る
、

分

）
、

44

20

た

め

に

―

古

典

に

わ
り
（
論
説
文
）
、
八
つ
に
な
り
し
年
、
高

一
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
話
し
合
い
を
み
ん
な
で
聞
く

学
ぶ
（

年
）

名

の

木

登

り

、

え

の

き

の

僧

正

、

ね

こ

ま

3

た
（
以
上
徒
然
草
）
（
※
教
科
書
）

昭

古

典

へ

の

門

―

平

祇

園

精

舎

、

足

摺

、

忠

度

都

落

（

以

上

平

く
り
返
し
朗
読
す
る
（
筋
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
、
話
し
こ
と
ば
を
読

49

家

物

語

に

よ

っ

て

家
物
語
）
（
※
傍
注
テ
キ
ス
ト
）

む
、
書
き
こ
と
ば
を
読
む
、
心
の
波
を
読
む
、
一
人
の
読
み
を
生
か

（

年
）

す
、
対
照
的
な
動
き
を
読
む
、
空
し
く
ひ
び
く
こ
と
ば
を
読
む
、
こ

3

と
ば
に
な
っ
て
い
な
い
深
い
思
い
を
読
む
）

昭

古

典

へ

の

門

―

枕

春

は

あ

け

ぼ

の

、

九

月

ば

か

り

、

月

の

い

よ
く
読
む
、
読
ん
で
い
る
う
ち
に
気
づ
い
た
こ
と
を
整
理
す
る
（
て

51

草

子

に

よ

っ

て

と
あ
か
き
に
、
木
の
花
は
、
虫
は
、
冬
は
、

び
き
プ
リ
ン
ト
に
よ
る
）
、
こ
と
ば
を
拾
う
（
古
今
同
意
語
、
古
今
異

（

年
）

風
は
、
に
く
き
も
の
、
う
つ
く
し
き
も
の
、

義
語
、
現
在
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
古
語
）
、
そ
れ
ぞ
れ
分
担

2

う

れ

し

き

も

の

、

い

ひ

に

く

き

も

の

、

う

し
た
と
こ
ろ
を
発
表
し
合
う
（
発
表
の
中
に
朗
読
を
必
ず
入
れ
る
）
、

へ

に

さ

ぶ

ら

ふ

御

猫

は

、

職

の

御

曹

司

に

話
し
合
う
、
「
枕
草
子
」
を
読
ん
だ
私
を
書
（
て
び
き
プ
リ
ン
ト
に
よ

お

は

し

ま

す

頃

、

雪

の

い

と

高

う

降

り

た

る
）

る
を
、
人
の
う
へ
い
ふ
を
（
以
上
枕
草
子
）

（
※
傍
注
テ
キ
ス
ト
）

昭

古

典

の

な

か

に

見

土

佐

日

記

、

枕

草

子

、

源

氏

物

語

、

堤

中

朗
読
、
暗
唱
（
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
の
中
の
短
い
一
節
を
取
り
上
げ
暗

54

つ

け

た

子

ど

も

納
言
物
語
、
更
級
日
記
、
宇
治
拾
遺
物
語
、

唱
す
る
）
、
暗
唱
の
発
表
（
朗
読
の
発
表
の
あ
と
、
そ
の
暗
唱
部
分
に

（

年
）

平

家

物

語

、

徒

然

草

、

義

経

記

（

※

傍

注

つ
い
て
短
い
解
説
を
し
て
暗
唱
を
す
る
）
、
聞
き
手
は
暗
唱
部
分
を
「
朗

1

テ
キ
ス
ト
）

読
の
あ
と
の
ひ
と
と
き
」
（
プ
リ
ン
ト
）
に
ペ
ン
で
き
れ
い
に
書
く
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六
．
ほ
ん
と
う
に
古
典
と
交
わ
っ
て
い
る
時
間
の
内
実
―
学
習

記
録
か
ら
―

昭
和
二
五
年
の
単
元
「
古
典
入
門
」
に
学
ん
だ
原
倭
子
さ
ん
の
学
習

記
録
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

先
生
か
ら
、
清
少
納
言
は
歌
が
得
意
で
な
か
っ
た
こ
と
、
当
然
、

上
手
で
あ
る
は
ず
だ
と
人
に
思
わ
れ
る
環
境
に
あ
り
な
が
ら
、
ま

た
当
時
の
宮
中
の
生
活
で
歌
と
い
う
も
の
が
ど
ん
な
ふ
う
に
扱
わ

れ
て
い
た
か
考
え
て
も
、
歌
が
上
手
で
な
い
こ
と
は
、
清
少
納
言

に
と
っ
て
、
ど
ん
な
に
か
残
念
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
ど
、

お
聞
き
し
た
。
清
少
納
言
の
持
っ
て
い
た
も
の
は
、
当
時
の
和
歌

と
い
う
形
か
ら
あ
ふ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え

る
と
、
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
私
は
何
だ
か
、
清
少
納
言
と
い
う
人
が
、

急
に
親
し
い
人
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。

（

注

１

９

）

『
枕
草
子

』
「
雪
の
山
」
の
教
材
背
景
や
清
少
納
言
の
く
や
し
い
気

持
ち
の
奥
底
が
、
放
課
後
の
指
導
者
と
学
習
者
の
さ
り
げ
な
い
会
話
の

中
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
教
材
化
さ
れ
た
部
分
だ
け
の
表
面
的
な
理

解
か
ら
は
こ
う
い
っ
た
会
話
は
生
ま
れ
な
い
。
本
稿
二
節
で
言
及
し
た

大
村
は
ま
の
底
厚
で
本
格
的
な
古
典
素
養
が
、
休
み
時
間
や
放
課
後
の

生
徒
と
の
会
話
を
意
味
あ
る
生
産
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
会
話

に
よ
っ
て
学
習
者
は
清
少
納
言
を
身
近
な
親
し
い
人
に
感
じ
、
そ
の
時

の
歌
の
代
作
を
思
い
つ
く
。
そ
し
て
、
大
村
は
ま
の
助
言
を
受
け
な
が

ら
代
作
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
古
典
学
習
へ
の
能

動
的
な
取
り
組
み
が
導
き
出
さ
れ
、
創
造
的
な
言
語
活
動
が
行
わ
れ
て

い
る
。
学
習
者
が
「
ほ
ん
と
う
に
古
典
と
交
わ
っ
て
い
る
時
間
」
が
生

み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
昭
和
四
三
年
の
「
日
本
の
美
の
伝
統
を
さ
ぐ
る
―
古
典
に
学

ぶ
」
の
単
元
構
想
の
き
っ
か
け
を
大
村
は
ま
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

あ
る
と
き
、
ま
た
、
更
級
日
記
の
話
が
出
て
い
た
が
、
「
あ
の

少
女
が
あ
れ
だ
け
夢
中
に
な
っ
た
源
氏
物
語
っ
て
ど
ん
な
こ
と
が

書
い
て
あ
る
の
で
す
か
、
少
し
話
し
て
」
と
責
め
ら
れ
た
。
女
子

生
徒
が
七
、
八
人
、
そ
し
て
男
子
生
徒
も
二
人
、
女
子
生
徒
の
勢

い
に
お
さ
れ
て
後
ろ
に
小
さ
く
な
っ
て
い
た
。

私

は

、
「

源

氏

物

語

の

話

な

ん

か

、

と

て

も

話

し

切

れ

な

い

、

一
つ
だ
け
よ
」
と
言
い
な
が
ら
、
話
し
出
す
と
お
も
し
ろ
く
な
っ

て
、
「
夕
顔
」
の
話
と
「
末
摘
花
」
の
話
を
し
た
。

小

督

の

話

を

し

て

泣

か

せ

た

こ

と

も

あ

っ

た

。
「

片
野

の

春

の
桜
狩
」
と
、
太
平
記
の
一
節
を
暗
誦
し
て
聞
か
せ
拍
手
を
も
ら

っ
た
こ
と
も
あ
っ
た

。
“
古
池
や
蛙
と
び
込
む
水
の
音
”
と
い
う

句
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
が
い
い
の
？
ぼ
く
は
な
ん
に
も
感
じ
な
い

と
、
声
を
ひ
そ
め
て
聞
か
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

と
に
か
く
、
古
典
が
お
り
お
り
話
題
に
な
る
こ
と
が
、
小
さ
な

喜
び
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
心
ひ
そ
か
に

、
「
古
典
に
親
し
む
」

と
い
う
学
習
の
成
功
と
言
い
た
い
気
が
し
て
い
た
。

（

注

２

０

）

中
学
一
・
二
年
生
で
の
「
古
典
に
親
し
む
」
学
習
の
成
功
と
、
学
習

者

と

大

村

は

ま

の

授

業

時

間

以

外

で

の

古

典

を

話

題

と

し

た

会

話

か
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ら
、
学
習
者
の
間
で
も
、
「
古
典
が
お
り
お
り
話
題
に
な
る

」
、
「
ほ
ん

と
う
に
古
典
と
交
わ
っ
て
い
る
時
間
」
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
根
底

に
は

、
「
何
を
楽
し
い
と
思
い
、
何
を
面
白
い
と
思
い
、
何
に
興
味
を

持
つ
か
と
い
う
こ
と
は
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
大
村

（

注

２

１

）

は
ま
の
考
え
が
あ
る
。
教
師
自
身
の
古
典
へ
の
興
味
が
学
習
者
の
興
味

を

誘

い

出

し

、
「

古
典

に

親

し

む

」

に

と

ど

ま

ら

な

い

、
「

古
典

に

学

ぶ
」
と
い
う
発
展
学
習
の
場
を
準
備
し
て
い
る
。

昭
和
四
三
年
の
単
元
「
日
本
の
美
の
伝
統
を
さ
ぐ
る
―
古
典
に
学
ぶ
」

に
学
ん
だ
古
川
亮
二
さ
ん
の
学
習
記
録
あ
と
が
き
に
は
次
の
よ
う
な
記

述
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
単
元

、
「
古
典
に
学
ぶ
」
で
は
、
口
語
詩
を
書
き
発
表
し

あ
っ
た
。
み
な
ど
の
作
品
も
、
個
性
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
の
中
に
は
、
口
語
詩
の
つ
も
り
で
書
い
た
私
の
詩
が
、
現
代
詩

で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
っ
た
。
こ
の
単
元
は

ま
っ
た
く
創
造
意
欲
を
そ
そ
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
楽
し
く
、
ま

た
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た

。
（
中
略
）
私
は
こ
こ
に
勉
学
の
喜

び
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。
私
た
ち
は
、
大
き
く
人
間
と
し
て

成
長
し
た
の
だ
。
な
に
か
勇
気
づ
け
ら
れ
る
気
が
し
た
。

（

注

２

２

）

芭
蕉
の
俳
句
を
口
語
詩
に
書
き
換
え
、
発
表
し
合
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

学
習
者
は
他
者
を
認
め
、
他
者
と
自
己
と
の
感
じ
方
や
表
現
の
違
い
を

楽
し
ん
で
い
る
。
学
習
記
録
に
見
ら
れ
る

、
「
こ
の
単
元
は
ま
っ
た
く

創
造
意
欲
を
そ
そ
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
楽
し
く
、
ま
た
充
実
し
た
も

の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
記
述
は
、
古
典
学
習
が
「
ほ
ん
と
う
に
古
典
と

交
わ
っ
て
い
る
時
間
」
で
あ
り
、
創
造
意
欲
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

七
．
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
大
村
は
ま
の
古
典
観
・
古
典
教
育
観
に
つ
い
て
考
察
を

行
い
、
創
造
的
な
古
典
学
習
指
導
構
築
へ
の
示
唆
を
得
よ
う
と
試
み
た
。

次
の
五
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

①
大
村
は
ま
自
身
の
「
古
典
の
学
び
」
の
過
程
の
詳
細
な
振
り
返
り

か
ら
、
古
典
観
・
古
典
教
育
観
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
典
指
導
の
方
法

が
生
み
出
さ
れ
た
。

②
古
典
作
品
の
力
は
そ
の
意
味
内
容
だ
け
で
な
く
、
調
べ
と
ひ
び
き

に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
大
村
は
ま
は
考
え
て
お
り
、
古
典
は

現
代
文
化
の
も
と
で
あ
り
、
近
代
文
学
の
伝
統
的
背
景
で
あ
る
と

と
の
古
典
観
を
有
す
る
。

③
古
典
学
習
を
、
現
代
の
文
化
・
文
学
の
理
解
に
奥
行
き
を
与
え
る

も
の
、
次
の
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
一
つ
の
源
泉
で
あ
る
と
大

村
は
ま
は
意
義
付
け
て
い
る
。

④
大
村
は
ま
の
深
い
古
典
へ
の
造
詣
と
学
習
者
が
何
に
興
味
を
持
つ

か
は
指
導
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に
導
か
れ
て
学

習
者
の
古
典
へ
の
興
味
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

⑤
学
習
活
動
に
取
り
組
む
過
程
で
の
大
村
は
ま
の
助
言
（
支
援
）
や
、

授
業
以
外
で
の
古
典
に
関
す
る
学
習
者
と
の
会
話
が

、
「
ほ
ん
と
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う

に

古

典

と

交
わ

る
時

間

」
、
「

古
典

に

親

し

む

」

学

習

の

成

立

を
支
え
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
古
典
単
元
に
お
け
る
学
習
指
導
の
内
実
と
、
学
習
者
個

々
の
学
び
の
過
程
と
成
果
の
解
明
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注

（
１
）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室

第
三
巻
古
典
に
親
し
ま
せ

る
学
習
指
導
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
八
年
五
月
、
一
八
五
頁
。

（
２
）
「
『
古
典
に
親
し
む
』
指
導
の
た
め
に
」
『
総
合
教
育
技
術
』
小

学
館
、
昭
和
五
七
年
一
〇
月
号
、
一
四
八
頁
。

（
３
）
大
村
は
ま
『
大
村
は
ま
国
語
教
室

別
巻
自
伝

実
践
・
研
究

目
録
』
筑
摩
書
房
、
昭
和
六
〇
年
三
月
、
一
一
一
頁
。

（
４
）
（
３
）
に
同
じ
。
一
一
三
頁
。

（
５

）
『
大
村
は
ま
先
生
教
職
五
十
年
の
歩
み
』
東
京
教
育
大
学
教
育

学
部
内
大
村
は
ま
先
生
教
職
五
十
年
記
念
行
事
実
行
委
員
会
、

昭
和
五
二
年
一
一
月
、
五
九
頁
～
六
〇
頁
「
今
日
の
日
ま
で
」

（
大
村
は
ま
）

（
６
）
（
２
）
に
同
じ
。
一
四
九
頁
。

（
７
）
波
多
野
完
治
『
授
業
の
心
理
学
』
小
学
館
、
昭
和
六
二
年
一
一

月
、
四
一
頁
～
四
二
頁
。

（
８
）
（
７
）
に
同
じ
。
四
八
頁
～
四
九
頁
。

波
多
野
氏
は
自
身
の
「
わ
か
る
」
本
質
論
に
、
細
谷
恒
夫
氏
の

「
わ
か
る
本
質
」
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
述
べ
て

い
る
。
（
五
二
頁
～
五
四
頁
）
細
谷
氏
の
論
と
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

・
「
わ
か
る
」
の
形
式
的
規
定

そ
れ
は
先
ず
第
一
に
、
あ
る
も
の
が
私
達
の
意
識
に
与
え
ら
れ

る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
も
の
が

意
識
に
内
在
化
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
そ

れ
は
、
そ
の
内
に
必
ず
「
ほ
ん
と
」
と
い
ふ
性
格
を
含
ん
で
ゐ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら

、
「
あ
る
も
の
が
わ
か
る
」

は
、
た
と
ひ
顕
現
的
に
い
ひ
表
さ
れ
て
ゐ
な
い
に
し
て
も
、
常

に
「
そ
の
も
の
の
ほ
ん
と
の
こ
と
が
わ
か
る
」
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
。
第
三
に
私
達
に
わ
か
る
こ
と
は
廣
く
い
つ
て
、

い
つ
も
私
達
の
興
味
を
惹
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私

達
の
興
味
を
す
少
し
も
そ
そ
ら
な
い
も
の
、
私
達
が
そ
の
傍
を

無
関
心
に
通
り
す
ぎ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
私
達
に
わ
か

ら
な
い
、
否
、
わ
か
ら
う
と
も
し
な
い

。
（
細
谷
恒
夫
『
認
識

現
象
學
序
説
』
岩
波
書
店
、
昭
和
一
一
年
五
月
、
一
三
頁
）

（
９
）
（
２
）
に
同
じ
。
一
四
九
頁
。

（

）
（
１
）
に
同
じ
。
一
一
頁
。

10
（

）
（
１
）
に
同
じ
。
九
一
頁
。

11
（

）
時
枝
誠
記
「
〈
巻
頭
言
〉
古
典
教
育
に
つ
い
て
」
「
『
國
文
學
』

12

（
特
集
「
古
典
」
の
理
論
と
指
導
の
実
際
）
學
燈
社
、
昭
和
三

六
年
一
月
号
臨
時
増
刊

（

）
（

）
に
同
じ
。
西
尾
実
「
古
典
教
育
の
意
義
」
八
頁
～
一
一

13

12
頁
。
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（

）
（

）
に
同
じ
。
西
尾
実
「
古
典
教
育
の
意
義
」
九
頁
。

14

12

（

）
大
村
は
ま
『
教
室
に
魅
力
を
』
国
土
社
、
昭
和
六
三
年
二
月
、

15

一
二
〇
頁
～
一
二
一
頁
。

（

）
（
２
）
に
同
じ
。
一
四
七
頁
。

16
（

）
（
１
）
に
同
じ
。
一
七
〇
頁
。

17
（

）
（
１
）
に
同
じ
。
五
頁
。

18
（

）
（
１
）
に
同
じ
。
六
三
頁
。

19
（

）
（
１
）
に
同
じ
。
二
九
七
頁
～
二
九
八
頁
。

20
（

）
大
村
は
ま
『
教
え
な
が
ら

教
え
ら
れ
な
が
ら
』
共
文
社
、
平

21

成
元
年
三
月
、
一
二
頁
。

（

）
鳴
門
教
育
大
学
図
書
館
所
蔵
の
学
習
記
録
、
資
料
番
号
６
１
０
。

22

（
ば
ん
ど
う
と
も
こ
・
兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
連
合

学
校
教
育
学
研
究
科
在
学
）


