
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
に
基
づ
く
古
典
教
育
の
可
能
性

舟
見
一
哉

一
、
は
じ
め
に

平
成
十
四
年
度
高
等
学
校
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
質
問
紙
調
査
に
よ
る
と
、
古
文

・
漢
文
が
好
き
か
否
か
と
い
う
設
問
に
対
し
、
総
数

人
の
う
ち

％
の
学
生

2270
74.8

が
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
う
思
わ
な
い

「
そ
う
思
わ
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。

」
、

渡
辺
春
美

の
指
摘
す
る
通
り

「
古
典
離
れ
、
古
典
嫌
い
に
至
っ
て
い
る
と
い
う

2005

、

実
態
の
報
告
は
、
戦
後
の
早
い
時
期
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
が
、
今
日
の
実
学
志
向
と
相

俟
っ
て
、
そ
の
傾
向
は
強
ま
っ
て
い
る
」
と
み
て
誤
り
な
い
。
古
典
離
れ
・
古
典
嫌
い

が
引
き
起
こ
す
種
々
の
弊
害
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
が
、
国
際
化
が
進
む
現
在
こ
そ
、

自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
文
化
・
言
葉
・
歴
史
等
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
在
ほ
ど
古
典
教
育
が
必
要
と
さ
れ
る
時
期
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
高
等
専
門
学
校
と
い
う
場
に
於
け
る
古
典
離
れ
を

回
避
す
る
一
手
段
と
し
て

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
」
を
用
い
る
授
業
案
を
提
案
し
、

、

そ
の
実
践
報
告
と
分
析
を
行
う
。

二
、
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育

「

」

「

」

（

）
。

古
典
教
育
は

受
験
古
典

と

学
校
古
典

に
大
別
さ
れ
る

内
藤
一
志1999

「
受
験
古
典
」
と
は
、
大
学
入
試
対
策
の
た
め
に
行
わ
れ
る
教
育
を
指
し
、
品
詞
分
解

一
般
科
講
師

な
ど
の
文
法
学
習
や
内
容
読
解
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
そ
の
内
容
と
す
る

「
入
試
に
出
る

。

古
文
単
語

「
敬
語
の
見
分
け
方
」
と
い
っ
た
試
験
対
策
方
法
の
教
授
を
想
像
さ
れ
た

」

い

一
方
の

学
校
古
典

と
は

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の

目
的

が
い
う

古

。

「

」

、

「

」

「

典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む
能
力
を
養
う
と
と
も
に
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、

考
え
方
を
広
く
し
、
古
典
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て

る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
教
育
で
あ
る
。

一
般
の
高
等
学
校
は
大
学
受
験
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、
必
然
的
に
受
験
古
典
が

優
先
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
大
学
入
試
科
目
か
ら
古
文
・
漢
文
が
除
か
れ
る
ケ
ー
ス
も

近
年
増
え
て
は
い
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
傾
向
は
今
後
も
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
か

ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
高
等
専
門
学
校
で
は
、
一
般
の
高
等
学
校
ほ
ど
に
受
験
と
い
う

枠
組
み
に
縛
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
い
う
「
古
典
に
親
し

む
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
」
を
存
分
に
教
授
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
先
述
の
国
際
化
と
関
連
さ
せ
る
な
ら
ば
、
国
際
的
に
活
躍
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
基

礎
教
養
と
し
て
の
「
自
国
の
文
化
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
等
専
門

学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
は
、
こ
の
点
で
一
般
の
高
等
学
校
よ
り
も
深
い
教
育
を
行
え

る
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
高
等
専
門
学
校
の
国
語
教
員
は
、
最
先
端
の
国
文
学
研
究
を
進
め
る
研
究
者

で
も
あ
る
。
教
科
教
育
学
と
し
て
の
古
典
教
育
と
、
研
究
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
る
国

2006

文
学
研
究
と
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
問
題
視
さ
れ
て
お
り
（
吉
村
誠

ほ
か

、
一
般
の
教
員
に
よ
る
授
業
が
、
国
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
言
え
ば
極
め
て
危

）
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う
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
危
う
さ
を
理
解
し
、
最
も
蓋
然
性
の
高

い
新
た
な
研
究
成
果
を
反
映
し
た
授
業
が
高
等
専
門
学
校
で
は
で
き
る
こ
と
は
、
大
き

な
利
点
と
言
え
る
。

一
例
を
挙
げ
よ
う
。
卜
部
兼
好
『
徒
然
草
』
の
「
序
文
」
は
大
方
の
教
科
書
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
節
に
次
の
著
名
な
部
分
が
あ
る
。

つ
れ

な
る
ま
ゝ
に
ひ
く
ら
し
硯
に
向
か
ひ
て
…
…

ぐ

こ
の
「
ひ
く
ら
し
」
と
い
う
四
文
字
を
如
何
に
読
み
、
訳
す
べ
き
か
。
あ
る
教
科
書

・
参
考
書
で
は
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
読
み

「
一
日
中
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
あ
る
本

、

で
は
「
日
暮
ら
し
」
と
表
記
さ
れ
、
読
み
方
が
明
記
さ
れ
お
ら
ず
、
し
か
し
な
が
ら
や

1603

は
り

一
日
中

と
訳
す

国
文
学
研
究
・
国
語
学
の
立
場
か
ら
は

日
葡
辞
書

「

」

。

、『

』（

～
）
に
「
ひ
ぐ
ら
し

「
ひ
く
ら
し
」
と
も
に
立
項
さ
れ
て
お
ら
ず

「
一
日
中
」
と
い

」

、

「

（

）
」「

（

）
」「

（

）
」

う
副
詞
と
し
て

ひ
め
も
す

み
め
む
す

終
日

Fim
em

osu
Fim

em
usu

X
ujit

し
か
立
項
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て

「
ひ
く
ら
し
」
＝
「
日
を
暮
ら

、

す
」
と
解
釈
す
る
の
が
近
年
の
通
説
で
あ
る
（
小
松
英
雄

ほ
か

。
受
験
古
典
で

1990

）

、

、

は

そ
も
そ
も
こ
の
部
分
が
問
題
と
し
て
出
題
さ
れ
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
た
め
に

と
く
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
ひ
く
ら
し
」
と
い
う
た
っ
た
四
つ
の
文
字
羅
列
か
ら
は
、

ひ
と
つ
の
大
き
な
課
題
を
学
生
に
示
し
う
る

「
清
濁
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
題
で

。

あ
る
。
こ
れ
は
本
稿
で
提
示
す
る
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
」
を
用
い
た
授
業
と
も
密
に

関
わ
る
。
そ
も
そ
も
文
学
作
品
は
近
世
期
に
到
る
ま
で
清
濁
を
施
す
こ
と
を
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
清
濁
を
施
す
こ
と
（
さ
ら
に
は
句
読
点
を
施
す
こ
と
）
は
言
葉
と
文
脈

の
解
釈
に
直
結
す
る

「
ひ
く
ら
し
」
を
「
ひ
ぐ
ら
し
」
と
よ
む
た
め
に
は
、
相
応
の

。

論
理
的
根
拠
が
必
要
で
あ
り
、
一
語
の
理
解
に
は
相
当
の
研
究
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
事
実
を
知
ら
な
い
ま
ま
、
教
科
書
や
参
考
書
通
り
に
音
読
し
て
す
ま
し
て

し
ま
う
と
、
耳
慣
れ
な
い
言
葉
を
羅
列
し
た
文
章
を
無
批
判
に
覚
え
る
こ
と
に
な
り
、

「

」

。

結
果
と
し
て

古
典
は
よ
く
分
か
ら
な
い
か
ら
嫌
い
だ

と
い
う
感
想
に
陥
り
や
す
い

な
ぜ
濁
る
の
か
、
そ
の
根
拠
と
研
究
史
を
提
示
し
て
こ
そ
、
言
葉
そ
の
も
の
へ
の
関
心

は
芽
生
え
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
文
学
や
国
語
学
・
言
語
学
の
研
究
成
果
を
知
っ
て
い
る
ゆ
え
に
で

き
る
深
い
教
育

ひ
と
つ
の
問
題
点
か
ら
派
生
し
、
言
葉
そ
の
も
の
へ
と
関
心
を
羽

―

ば
た
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
、
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
の
強
み
な

の
で
あ
る
。

以
上
、
高
等
専
門
学
校
に
お
け
る
古
典
教
育
が
、
一
般
の
高
等
学
校
の
そ
れ
よ
り
も

大
き
な
可
能
性
を
も
つ
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
の
特
徴
を
最
大
限
に
活
か
し
、
古
典

離
れ
を
回
避
し
つ
つ
深
い
古
典
理
解
を
促
す
た
め
に
は
具
体
的
に
何
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
稿
者
は
そ
の
具
体
案
と
し
て
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
」
を
用
い
た
授
業
を
以
下

に
提
示
し
た
い
。

三
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
と
そ
の
教
育
効
果

。

、

文
学
作
品
に
お
け
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
定
義
は
難
し
い

こ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る

、

、

、

と
い
う
た
め
に
は

著
者
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
が

古
典
作
品
で
は

著
者
が
判
然
と
し
な
い
作
品
が
大
半
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
の
『
源
氏
物
語
』
で
す
ら
、

著
者
を
紫
式
部
と
確
定
す
る
こ
と
は
現
段
階
で
も
で
き
て
い
な
い
こ
と
は
周
知
の
通
り

で
あ
ろ
う
。
で
は
著
者
が
わ
か
っ
て
い
る
場
合
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
は
な
に
か
。
著
者
自

筆
本
が
現
存
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
な
ろ
う
（
初
稿
本
・
再
稿
本
の
問

題
は
ひ
と
ま
ず
お
く

。
こ
の
よ
う
に
厳
密
に
規
定
し
て
い
く
と
、
古
典
作
品
の
な
か

）

で
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
存
す
る
例
は
極
め
て
稀
で
、
平
安
期
成
立
の
作
品
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
は

現
存
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
、
藤

原
俊
成
自
筆
『
古
来
風
躰
抄
』
が
最
古
の
資
料
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
紙
に
筆
で
書
写
さ
れ
た
資
料
（
江
戸
期
ま
で
に
限
定
す
る
）
を
、
活
字
化

さ
れ
る
以
前
の
姿
を
残
す
と
い
う
意
味
で
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
と
定
義
す
る
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
を
授
業
に
取
り
込
む
第
一
の
目
的
は
、
学
生
の
古
典
離
れ
を
解

決
す
る
こ
と
に
あ
る
。
古
文
の
教
科
書
・
参
考
書
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
活
字
化
さ
れ

た
本
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
文
字
一
文
字
は
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
仮

名
遣
い
が
現
代
と
違
い
、
聞
い
た
こ
と
の
な
い
単
語
が
並
ぶ
こ
と
に
、
微
妙
な
違
和
感

を
感
じ
る
学
生
が
多
い
よ
う
だ
。
読
め
る
け
れ
ど
意
味
が
分
か
ら
な
い
、
し
か
し
日
本

語
で
あ
る
、
と
い
う
あ
る
種
の
矛
盾
が
彼
ら
の
な
か
に
は
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
も
そ
も

、

、

本
来
は
活
字
で
は
な
い
と
い
う
事
実

句
読
点
や
濁
点
が
な
い
事
実
を
教
え
る
こ
と
で

彼
ら
の
抱
く
違
和
感
が
む
し
ろ
正
し
い
情
動
反
応
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
か
ら
は

じ
め
る
こ
と
は
、
半
ば
強
制
的
に
、
古
文
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
形
式
的
に
教
え
る

、

。

、

教
授
法
よ
り
も

古
典
嫌
い
を
減
ら
す
作
用
が
あ
る
と
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る

ま
た
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実
物
を
実
際
に
触
れ
る
こ
と
で
「
物
」
と
し
て
の
古
典
を
知
り
、
そ
の
う
え
で
内
容
へ

と
入
っ
て
い
く
方
法
は
、
活
字
本
文
か
ら
で
は
想
像
し
ず
ら
い
古
典
の
世
界
を
ビ
ジ
ュ

ア
ル
化
す
る
こ
と
に
一
役
か
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
（
絵
入
り
本
や
装
飾
料
紙
を

用
い
た
写
本
で
あ
れ
ば
そ
の
効
果
は
よ
り
高
い

。
と
も
あ
れ
、
古
典
に
対
す
る
興
味

）

を
喚
起
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
、
古
典
嫌
い
を
減
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

即
物
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
最
も
分
か
り
や
す
い
形
で
興
味
を
ひ
く
方
法
と
し
て
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
に
は
以
上
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
を
授
業
に
取
り
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
留
意
す
べ
き
点
が

。

。

、

、

、

、

二
点
あ
る

第
一
点
は
装
幀
で
あ
る

古
典
籍
の
装
幀
は

巻
子
本

折
本

粘
葉
装

列
帖
装
（
綴
葉
装

、
袋
綴
装
、
包
背
装
、
古
筆
切
な
ど
と
多
様
で
あ
る
。
専
門
的
な

）

書
誌
学
的
説
明
は
必
要
な
く
と
も
、
紙
同
士
を
繋
ぐ
方
法
と
し
て
、
糊
に
よ
る
も
の
／

糸
に
よ
る
も
の
の
二
種
類
が
あ
る
こ
と
、
形
態
と
し
て
は
、
巻
く
／
折
る
／
綴
じ
る
と

い
う
三
形
態
に
わ
け
ら
れ
る
こ
と
は
示
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
本
と
一
口
に
言

っ
て
も
、
時
代
や
目
的
に
よ
っ
て
そ
の
姿
が
多
様
で
あ
る
こ
と
は
、
専
ら
製
本
さ
れ
た

冊
子
本
に
の
み
触
れ
て
き
た
学
生
に
と
っ
て
新
た
な
知
の
地
平
を
開
く
可
能
性
が
高
い

か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
留
意
点
は
書
写
年
代
で
あ
る
。
時
代
や
書
流
に
よ
っ
て
筆
跡
は

大
き
く
異
な
る
。
さ
ら
に
時
代
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
紙
に
も
変
化
が
生
じ
る
。
し
た

が
っ
て
、
平
安
期
か
ら
江
戸
期
ま
で
の
幅
広
い
資
料
を
用
意
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を

体
感
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

近
年
は
印
刷
技
術
も
発
達
し
、
精
巧
な
複
製
本
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

た
め
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
で
な
く
と
も
複
製
本
で
も
よ
い
と
い
う
向
き
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
冊
子
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
複
製
本
で
は
装
幀
を
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
装
幀
ま
で
復
元
し
た
複
製
本
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
印
刷
物

で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
の
も
つ
、
紙
の
感
覚
や
墨
の
風

合
い
は
体
感
で
き
ず
、
と
く
に
筆
の
動
き
や
連
綿
の
姿
を
感
得
す
る
た
め
に
は
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
資
史
料
こ
そ
が
最
適
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
稿
者
が
行
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
を
利
用
し
た
授
業
の
成
果

を
次
に
示
す
。
今
回
は
全
て
の
装
幀
本
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
一

部
に
複
製
本
を
利
用
し
た
。
ま
た
、
書
写
年
代
を
幅
広
く
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
、
古
筆

切
（
冊
子
本
等
の
一
部
を
切
り
取
り
観
賞
用
に
装
幀
し
直
し
た
も
の
）
を
利
用
す
る
こ

と
に
し
た
。
な
お
、
実
験
的
に
マ
イ
ク
ロ
ス
コ
ー
プ
を
用
い
て
紙
質
の
違
い
を
測
定
す

る
試
み
も
行
っ
た
（
写
真
２

。
）

四
、
実
践
例
と
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

2011/10/17
2011/10/21

１

実
施
日

、

２

対
象

機
械
工
学
科
二
年
Ａ
組
・
Ｂ
組
、
応
用
化
学
科
二
年
、
都
市
工
学
科
二
年

計
一
六
〇
人

３

単
元

国
語
（
古
文

「
和
歌
史

中
古
～
中
世
」
初
回
お
よ
び
第
二
回

）

４

資
料

・
筆
者
未
詳
真
言
儀
軌
問
答

断
簡

（
奈
良
時
代
末
期
書
写
）

・
伝
源
頼
政
筆
古
今
和
歌
集

断
簡

（
平
安
時
代
末
期
頃
書
写
）

・
伝
二
条
為
氏
筆
古
今
和
歌
集

断
簡

（
鎌
倉
時
代
後
期
頃
書
写
）

・
伝
飛
鳥
井
雅
綱
筆
古
今
和
歌
集

断
簡

（
室
町
時
代
後
期
頃
書
写
）
写
真
１

・
伝
富
小
路
通
治
筆
後
撰
和
歌
集

断
簡

（
室
町
時
代
後
期
頃
書
写
）

・
筆
者
未
詳
新
続
古
今
和
歌
集

袋
綴
装
・
零
本

（
室
町
時
代
末
期
頃
書
写
）

・
古
今
和
歌
集
版
本

（
江
戸
時
代
初
期
刊
行
）

写
真
３

・
筆
の
ま
よ
ひ
版
本

（
江
戸
時
代
後
期
刊
行
）

※
和
漢
朗
詠
集
巻
子
本

（
複
製
）

※
前
田
家
本
古
今
和
歌
集

綴
葉
装

（
複
製
）

※
粘
葉
本
和
漢
朗
詠
集

粘
葉
装

（
複
製
）

写
真
４

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

一
六
〇
人
（
無
回
答
０
）

①
本
物
に
触
れ
る
こ
と
は
、
古
文
を
学
ぶ
時
に
役
立
つ
と
思
い
ま
し
た
か
。

ア

役
立
つ

％

122
/160

76.3

イ

そ
う
か
も
し
れ
な
い

％

30
/160

18.8

ウ

役
に
立
つ
と
は
思
わ
な
い

％

8
/160

5.0

②
本
物
に
触
れ
る
こ
と
は
、
古
文
を
勉
強
す
る
と
き
に
必
要
だ
と
思
い
ま
す
か
。

ア

必
要
だ

％

55
/160

34.4
イ

そ
う
か
も
し
れ
な
い

％

65
/160

40.6
ウ

必
要
で
は
な
い

％

40
/160

25.0

③
感
想

・
理
科
の
実
験
の
よ
う
に
国
語
に
も
こ
う
い
う
機
会
は
必
要
と
思
う
。

・
教
科
書
で
読
み
や
す
く
さ
れ
た
字
を
見
る
よ
り
も
、
昔
の
人
が
書
い
た
、
昔
の
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書
き
方
で
見
る
方
が
読
み
に
く
い
部
分
が
多
い
け
ど
、
古
文
を
読
ん
で
い
る

と
い
う
実
感
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
。

・
博
物
館
に
し
か
な
い
よ
う
な
本
物
を
間
近
で
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、

教
科
書
の
中
だ
け
で
学
ぶ
の
と
は
違
っ
て
、
と
っ
て
も
興
味
が
わ
い
た
。

・
昔
の
紙
は
現
代
使
わ
れ
て
い
る
紙
と
違
っ
て
繊
維
が
大
き
め
に
残
っ
て
い
た
。

・
実
体
験
を
通
し
て
古
文
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
も
う
忘
れ
る
こ
と
は
な

い
と
思
う
。

・
実
物
を
見
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
授
業
も
受
け
や
す
い
と
思
う
。

・
勉
強
の
上
で
必
要
と
は
思
わ
な
い
が
、
良
い
経
験
と
な
っ
た
。

・
本
物
を
知
ら
な
く
て
も
勉
強
は
で
き
ま
す
。

・
本
物
を
触
る
事
に
よ
り
古
文
を
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
聞
か
れ
る
と
、

そ
れ
は
ま
た
違
っ
た
話
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
し
た
。

写
真
１

伝
飛
鳥
井
雅
綱
筆
切

写
真
２

繊
維
調
査

写
真
３

古
今
集
他

写
真
４

和
漢
朗
詠
集
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五
、
お
わ
り
に

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
が
古
典
に
興
味
を
抱
く
入
り
口
に
な

り
得
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
特
に
実
験
・
実
習
の
多
い
高
等
専

門
学
校
に
お
い
て
は
、
実
物
に
ふ
れ
、
観
察
す
る
行
為
が
学
生
の
好
み
と
も
マ
ッ
チ
し

た
よ
う
で
あ
る
。
想
像
以
上
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
が
彼
ら
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト

は
大
き
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
入
り
口
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
ア
ン
ケ

ー
ト
に
よ
っ
て
判
然
と
す
る
。
学
習
に
際
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料
が
必
要
で
は
な
い

と
考
え
る
者
の
多
さ
は
、
本
物
に
触
れ
る
こ
と
は
楽
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
感
覚
と
学

習
は
別
だ
と
い
う
意
識
が
根
強
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
資
史
料
を
用
い
た
授
業
の
の
ち
は
、
常
に
本
物
に
触
れ
た
際
の
感
覚
を
思
い
出
さ
せ

つ
つ
進
め
る
授
業
と
な
る
よ
う
に
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
和
歌
の
解
釈

を
行
う
場
合
も
、
教
科
書
の
み
で
は
な
く
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料

の
写
真
を
配
布
す
る
と
い
っ
た
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

を
利
用
す
る
こ
と
も
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

彼
ら
に
必
要
な
の
は
古
典
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
と
体
感
で
あ
る
。
古
典
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル

化
は
す
で
に
国
語
便
覧
な
ど
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
き
た
。
今
後
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史
料

を
加
え
る
こ
と
で
、
古
典
を
体
感
す
る
場
を
増
や
し
、
単
な
る
学
習
で
は
な
く
、
経
験

と
し
て
の
古
典
を
教
授
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、
近
代
文
学
作
品
に
お
い
て
も
、
著
者
の
自
筆
原
稿
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル
資
史

、

。

料
を
用
い
る
こ
と
で
同
様
の
成
果
が
期
待
さ
れ
る
と
考
え
る
が

追
っ
て
報
告
し
た
い

参
考
文
献

・
渡
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美

「
発
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