
A
教
材
解
釈
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
Ⅴ

推
　
敲
　
と
　
構
　
成
　
と

ー
ー
ー
芭
蕉
の
手
法
に
学
ぶ
も
の
　
ー

檀
　
　
上
　
　
正
　
　
孝

ー

芭
蕉
の
作
品
を
少
し
ず
っ
、
て
い
ね
い
に
読
ん
で
い
る
と
㍉
ま
こ
と
に
芭
蕉

は
努
力
の
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
感
を
深
く
す
る
。
一
字
一
句
も
お
ろ
そ
か
に

ほ

ら

わ

t

さ

し
な
い
表
現
上
の
く
ふ
う
、
「
腸
を
割
く
」
ほ
ど
の
さ
び
し
い
推
敲
を
と
お
・

し
て
、
珠
王
の
ど
と
き
作
品
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
芭
薫
の
ナ
マ
の
こ
と
ば
（
初
案
）
は
、
ま
こ
と
に
平
凡
で
あ
る
。

時
に
は
、
よ
く
も
こ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
句
を
芭
蕉
は
作
っ
た
も
の
だ
、
と
思
う

よ
う
な
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
非
難
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
、
そ
こ
に
、
あ
り
の
ま
ま
の
芭
蕉
を
見
、
芭

蕉
の
句
の
つ
ま
ら
な
さ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

す
み
れ
ぐ
さ

た
と
え
ば
、
「
山
路
き
て
何
や
ら
ゆ
か
し
軍
二
軍
」
の
名
吟
も
、
初
案
は

「
何
と
は
な
し
に
何
や
ら
ゆ
か
し
罰
草
」
と
い
う
稚
拙
な
表
現
で
あ
っ
た
し
、

し
つ

「
閃
か
さ
や
小
村
に
し
み
入
る
輝
の
声
」
も
、
は
じ
め
は
「
山
寺
や
石
に
し
み
つ

く
岬
の
声
」
と
い
う
平
凡
な
句
で
あ
っ
た
。

芭
再
の
偉
大
さ
は
、
こ
う
し
た
つ
ま
ら
な
い
句
を
も
捨
て
る
こ
と
な
く
、
そ

の
モ
チ
ー
フ
を
生
か
し
て
、
推
敲
に
推
敲
を
か
さ
ね
、
み
ご
と
な
作
品
に
仕
上

げ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
が
芭
蕉
に
学
ぶ
べ
き
は
、
こ

の
ひ
た
む
き
な
推
敲
の
態
度
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
は
決
し
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
の

「
俳
聖
」
で
は
な
か
っ
た
。
な
ま
み
の
芭
蕉
に
は
、
人
間
と
し
て
の
苦
し
み
や

愁
い
ば
か
り
が
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

二

教
科
霞
に
は
、
芭
蕉
の
名
句
と
称
す
る
お
き
ま
り
の
作
目
m
が
い
く
つ
か
載
っ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
磨
き
あ
げ
ら
れ
た
文
学
作
晶
ば
か
り
で
あ
っ

て
、
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
で
は
、
生
徒
が
責
似
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
彼
ら
は
、
高
嶺
の
花
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
、
俳
句
と
い
う
も
の
は
こ
ん
な

に
も
ム
ズ
カ
シ
イ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
印
象
づ
け
ら
れ
る
だ
け
で
、

授
業
は
終
わ
る
。
こ
れ
で
は
、
教
師
が
ど
ん
な
に
揖
苗
を
傾
け
、
微
に
入
り
細
に

わ
た
る
説
明
を
加
え
て
も
、
学
習
効
果
は
う
す
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
作
者
の

人
間
的
な
悩
み
や
苦
心
の
さ
ま
を
問
題
と
し
て
投
げ
か
け
、
な
ま
な
ま
し
い
芭

蕉
の
息
吹
き
を
感
じ
と
ら
せ
る
よ
う
な
方
法
が
工
夫
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

る
。
さ
せ
に
あ
げ
た
立
石
寺
の
岬
の
句
に
し
て
も
、

（
初
案
）
　
山
寺
や
石
に
し
み
つ
く
媚
の
声

の

（
再
宜
）
　
さ
び
し
さ
や
山
れ
に
し
み
込
む
媚
の
声

L
づ

（
定
型
）
　
閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
折
の
声

と
並
べ
て
み
て
、
は
じ
め
て
表
現
の
お
も
し
ろ
み
も
わ
か
り
、
作
品
の
解
釈
も

深
ま
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
初
五
「
山
寺
や
」
と
い
う
場
所
的
説
明
か
ら

一
転
し
て
、
「
さ
び
し
さ
や
」
と
い
う
心
情
表
現
と
な
り
、
さ
ら
に
「
閉
か
さ
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や
」
上
い
う
落
ち
つ
い
た
心
境
の
表
現
に
定
着
し
て
い
く
過
程
を
、
的
確
に
お

さ
え
る
必
要
が
あ
る
。
「
間
か
さ
や
」
だ
け
を
い
く
ら
追
求
し
て
も
、
こ
の
句

の
深
さ
は
ぴ
っ
た
り
と
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
山
寺
や
」
の
外
的
素
材
、

あ
る
い
は
「
さ
び
し
さ
や
」
の
内
的
心
情
と
対
比
し
て
、
ゆ
れ
動
く
芭
蕉
の
表

現
意
識
を
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。

「
石
」
と
「
両
と
の
相
違
に
よ
っ
て
こ
と
ば
の
重
量
感
を
比
較
し
、
さ
ら
に

「
し
み
つ
く
」
1
「
し
み
込
む
」
1
「
し
み
入
る
」
の
微
妙
な
表
現
の
相
違
に

ま
で
注
目
す
る
と
き
、
よ
り
効
果
的
に
芭
蕉
の
心
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

芭
斉
の
俳
文
も
、
き
わ
め
て
味
わ
い
深
い
も
の
で
あ
る
。
「
幻
住
庵
記
」
と

か
「
柴
門
の
辞
」
と
か
い
っ
た
堂
々
た
る
名
文
ば
か
り
で
な
く
、
三
行
な
い
し

五
行
の
短
い
句
文
に
も
、
芭
蕉
の
心
づ
か
い
が
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の

が
多
い
。
こ
ん
に
ち
知
ら
れ
て
い
る
芭
蕉
の
俳
文
は
お
よ
そ
一
四
二
種
（
校
本

芭
蕉
全
集
に
よ
る
）
、
そ
の
う
ち
の
大
部
分
は
旅
の
体
験
に
も
と
づ
い
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
・
『
笈
の
小
文
』
・
『
お
く
の
は

そ
遺
』
な
ど
の
紀
行
文
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。

芭
蕉
は
、
旅
の
途
中
で
、
人
々
の
所
望
に
応
じ
て
、
短
い
句
文
（
い
わ
ゆ
る

俳
文
）
を
た
く
さ
ん
書
き
の
こ
し
た
が
、
旅
の
あ
と
で
も
、
回
想
に
よ
り
気
に

い
っ
た
句
文
を
書
い
て
他
人
に
与
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
紀
行
文

の
礎
稿
と
し
て
、
短
い
句
文
を
何
度
も
書
き
な
お
し
た
ら
し
い
形
跡
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
た
と
え
ば
『
お
く
の
は
そ
近
』
の
「
し
の
ぶ
文
字
招
」
の

条
に
相
当
す
▼
る
俳
文
は
十
一
．
種
期
、
「
笠
島
」
の
条
に
相
当
す
る
俳
文
は
十
稗

類
も
の
異
文
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
芭
蕉
の
推
敲
の
態
度
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
次
に
と
り
あ
げ
て
み
た
い
の
は
文
章
構
成
の
手
法
で
あ
る
。

芭
蕉
は
、
紀
行
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
句
を
ふ
く
む
短
文
（
い
わ

ゆ
る
俳
文
）
を
幾
つ
も
作
り
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
全
体
的
な
構
成
を

は
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
間
に
、
も
ち
ろ
ん
部
分
的
な
改
稿
が
何
度
も

お
こ
な
わ
れ
、
海
稿
的
な
も
の
が
、
ば
ら
ば
ら
の
「
俳
文
」
と
し
て
こ
ん
に
ち

に
伝
え
ら
れ
た
・
と
も
考
え
ら
れ
る
。
部
分
部
分
を
準
え
て
全
体
に
及
ぶ
、
い

わ
ば
煉
瓦
や
ブ
ロ
ッ
ク
を
一
つ
ず
つ
績
み
覇
ね
る
よ
う
な
、
手
堅
い
手
法
で
あ

る
。
『
お
く
の
は
そ
遺
』
は
、
こ
う
し
た
手
法
で
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
し
、
紀
行
文
執
筆
の
過
程
に
あ
っ
て
は
、
せ
っ
か
く
書
い
た
名
文
で
も
、
全

休
の
調
和
を
乱
す
よ
う
な
部
分
が
あ
れ
ば
、
槽
し
げ
な
く
削
除
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
『
笈
の
小
文
』
の
ご
と
き
は
、
い
っ
た
ん
書
き
あ
げ
て
み
た
も
の
の
、

ど
う
し
て
も
意
に
満
た
な
い
た
め
、
未
定
稿
と
し
て
全
面
的
に
放
置
し
て
し
ま

っ
た
（
拙
稿
「
芭
蕉
に
お
け
る
事
実
と
虚
構
」
、
文
学
語
学
・
第
四
九
号
）
。

こ
の
あ
た
り
が
凡
人
の
及
び
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
な
ら
ば
、

せ
っ
か
く
苦
心
し
た
文
章
だ
か
ら
何
と
か
生
か
し
て
使
お
う
と
、
こ
れ
に
執
着

し
て
、
か
え
っ
て
筆
が
進
ま
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
高
次
元
の
文
章
構
成
の
意
識
薫
芭
蕉
と
て
、
は
じ
め

か
ら
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
段
階
で
は
、
ま
だ

「
地
の
文
」
に
つ
い
て
の
明
確
な
意
識
が
な
く
、
「
句
の
前
書
」
て
い
ど
に
し

か
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
芭
蕉
は
つ
ね
に
、
こ
う
し
た
未
熟
な
、

た
ど
た
ど
し
い
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
模
索
を
重
ね
た
末
に
、

ひ
と
つ
の
完
成
し
た
姿
を
示
し
て
く
れ
る
。
そ
の
模
索
の
過
程
が
、
芭
蕉
は
ど

具
体
的
に
わ
か
る
作
家
は
、
他
に
あ
ま
り
例
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四

さ
き
ご
ろ
、
第
七
回
広
島
大
学
国
語
教
育
学
会
（
昭
和
4
3
年
8
月
1
1
・
1
2
日
）

で
、
作
文
教
育
に
つ
い
て
の
研
究
討
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
と
り
あ

げ
ら
れ
た
問
題
の
う
ち
、
推
敲
に
つ
い
て
、
構
想
に
つ
い
て
、
短
作
文
か
ら
長

作
文
へ
、
各
々
の
い
く
つ
か
は
、
す
で
に
芭
蕉
が
身
を
も
っ
て
実
践
し
、
一
つ

の
典
型
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
、
興
味
ぶ
か
く
感
じ
た
こ
と
で

あ
っ
た
。
　
　
　
（
昭
四
三
・
八
・
三
〇
稿
）
　
　
　
　
－
広
島
大
学
助
手
－
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