
伊
東
　
武
雄
　
著

高
校
古
典
教
育
の
探
究

伊
東
武
雄
氏
は
筒
実
の
人
で
あ
る
。
そ
の
人
柄
が

こ
の
著
の
す
み
ず
み
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

第
7
草
は
「
束
材
読
み
と
そ
の
深
化
の
方
法
」
で
'

藤
原
与
一
博
士
の
三
段
階
法
を
ふ
ま
え
、
「
徒
然
草
」

四
五
段
「
投
木
僧
正
」
、
同
三
二
段
「
長
月
二
十
日
の

こ
ろ
」
、
「
紫
式
部
日
記
」
光
弘
五
年
の
二
節
'
「
枕
草

子
」
　
1
四
三
段
な
ど
に
つ
い
て
'
授
業
の
展
開
を
克

明
に
記
述
し
た
う
え
で
'
生
徒
の
反
応
を
整
理
し
て

い
る
C
'
さ
ら
に
は
'
そ
の
発
展
と
し
て
'
他
の
古
文
・

漢
文
か
ら
現
代
小
説
・
現
代
詩
の
7
部
に
も
論
を
及

ぼ
し
て
い
る
。
氏
の
記
述
を
読
む
と
'
文
革
の
構
成

や
事
件
の
展
開
に
即
し
て
'
い
か
な
る
こ
と
が
学
習

の
嬬
点
に
な
り
'
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
生
徒
の
反
応

を
喚
び
起
し
た
か
が
、
よ
-
わ
か
る
。
実
践
の
強
み

で
あ
る
。

第
二
草
は
「
徒
然
苛
学
習
指
導
の
実
際
」
と
し
て
'

創
作
法
の
試
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
を
挙
げ
る
と

「
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
」
　
(
五
二
段
)
　
の
失
敗
談
に

つ
い
て
'
「
か
た
へ
の
人
」
の
応
答
の
創
作
が
'
生

徒
作
の
実
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
説

む
と
、
は
師
の
し
-
じ
り
に
対
す
る
、
「
か
た
へ
の

人
」
の
皮
肉
や
辛
ら
つ
な
批
判
が
出
て
い
て
'
法
師

の
行
為
の
技
は
か
さ
に
つ
い
て
の
生
徒
の
読
み
放
り

の
実
態
が
う
か
が
わ
れ
る
。

第
三
革
「
更
級
日
記
学
習
指
導
の
実
際
」
で
は
'

「
心
情
語
」
に
着
目
し
て
の
と
り
扱
い
が
こ
ま
か
に

の
べ
ら
れ
て
い
る
。
伊
東
氏
の
指
導
の
構
想
は
'

「
1
'
留
意
点
」
「
二
へ
指
導
事
項
」
「
三
'
作
品
分

析
　
(
以
所
・
時
・
人
物
・
事
件
・
主
題
)
」
「
四
'
授

業
過
程
」
　
「
五
、
生
徒
の
記
録
一
授
業
記
録
こ
と
い

う
形
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
'
生
徒

に
よ
る
「
授
菜
の
記
録
」
が
の
っ
て
い
る
の
が
興
味

を
志
-
。
こ
の
「
記
録
」
に
は
'
教
科
名
・
作
者
名
・

時
間
・
授
某
日
・
校
時
・
記
録
者
を
記
し
た
上
で
'

〔
板
書
〕
　
〔
授
業
朋
序
　
(
内
容
)
]
'
〔
授
共
に
つ
い
て

の
印
象
と
そ
の
思
由
〕
　
〔
印
象
に
残
っ
た
こ
と
'
考

え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
〕
　
〔
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
'

問
題
に
思
っ
た
こ
と
'
聞
き
た
い
こ
と
〕
〔
授
芙
態
度

と
そ
の
反
省
〕
　
〔
授
業
に
つ
い
て
の
助
言
・
注
文
〕

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
授
業
記
録
当
番
は
'
非
常
に

緊
張
し
た
時
間
を
経
験
す
る
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
き

わ
め
て
充
実
し
た
学
習
成
果
を
得
る
だ
ろ
う
。
伊
東

氏
は
'
1
つ
7
つ
の
教
材
の
授
業
に
つ
い
て
の
'
生

徒
の
反
省
・
要
望
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
み

ず
か
ら
の
教
材
観
を
ふ
と
ら
せ
'
次
の
授
業
態
勢
に

役
立
て
よ
う
と
努
め
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
四
章
は
'
「
蛸
輪
日
記
指
導
の
実
際
」
で
、
ま

ず
掘
辰
雄
の
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
・
畷
野
」
の
話
し

あ
い
か
ら
始
め
て
、
く
わ
し
い
指
導
過
程
が
の
べ
て

あ
る
。
時
間
の
推
移
や
ポ
件
を
た
ど
り
な
が
ら
'
特

に
心
情
の
連
続
的
認
知
・
考
察
に
力
を
こ
め
て
い

る
。
鼓
後
に
「
受
容
の
実
態
」
と
し
て
'
学
習
後
の

生
徒
の
か
な
り
.
j
文
の
感
想
文
を
か
か
げ
て
い
る
の

は
、
伊
東
氏
の
ゆ
き
と
ど
い
た
指
導
ぶ
り
を
示
す
。

第
五
草
「
源
氏
物
語
指
導
の
実
際
」
は
、
授
業
の

概
略
と
'
生
組
の
受
容
・
反
応
の
納
経
的
丑
山
で
あ

る
。第

六
草
「
古
典
学
習
指
導
の
試
み
」
に
は
'
煽
辰

雄
の
「
関
野
」
と
そ
の
原
話
で
あ
る
今
背
物
語
巻
三

〇
「
中
務
大
輔
娘
成
近
江
郡
司
妙
語
」
と
の
比
校
読

み
と
い
う
'
思
い
き
っ
た
授
業
展
開
が
、
-
わ
し
-

示
さ
れ
て
い
る
。
両
作
品
の
斑
述
・
展
間
の
対
照
l
豪

に
加
え
て
'
生
徒
た
ち
の
受
容
の
実
態
を
示
し
て
い

る
の
は
'
伊
東
氏
の
基
本
方
針
で
あ
る
。
ま
た
'
「
反
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省
と
課
題
」
を
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
'
伊
東
氏

の
古
典
教
育
に
対
す
る
な
み
な
み
な
ら
ぬ
覚
悟
が
示

さ
れ
て
い
る
。
生
徒
の
受
容
の
実
態
を
こ
ま
か
に
紹

介
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
'
生
徒
の
ひ
と
り

ひ
と
り
が
'
古
山
ハ
や
古
典
に
原
拠
を
持
つ
小
説
を
'

け
っ
し
て
縁
遠
い
も
の
と
と
ら
え
ず
に
'
非
常
に
身

近
な
も
の
と
し
て
'
あ
た
か
も
_
混
前
の
人
物
・
事

件
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
思
い
描

き
'
自
分
自
分
の
思
い
を
感
想
文
や
学
習
磐
地
文
に

書
き
こ
ん
で
い
る
。
古
典
教
育
の
成
果
の
7
つ
で
あ

る
。第

七
草
「
文
法
指
導
の
実
際
」
は
'
特
に
伝
聞
・

指
定
　
(
断
定
)
　
の
「
な
り
」
の
指
導
法
の
克
明
な
記

述
で
あ
る
。
多
-
の
用
例
を
利
用
し
　
(
実
際
に
プ
リ

ン
ト
し
て
生
徒
に
渡
し
)
'
ま
た
対
照
的
7
度
表
を
作

っ
て
'
生
徒
の
文
法
事
象
に
対
す
る
班
解
を
深
め
て

い
る
o
　
こ
の
草
に
は
'
伊
東
氏
が
実
に
多
く
の
文
法

古
に
当
た
り
、
多
-
の
用
例
を
検
討
し
て
'
そ
の
う

え
で
生
徒
へ
の
文
法
教
育
に
臨
ん
で
い
る
こ
と
が
'

あ
り
あ
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
き
と
ど
い
た
教
材

研
究
と
亭
っ
ほ
か
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
深
い
考
察

を
背
景
に
し
た
教
師
の
授
業
を
受
け
ら
れ
る
生
抜
は

幸
せ
で
あ
る
。

第
八
車
は
「
古
塊
語
い
指
導
に
つ
い
て
の
試
案
」

で
'
「
作
品
を
正
し
-
烈
解
し
'
探
-
味
わ
う
」
「
古

語
の
知
識
・
関
心
を
た
か
め
る
」
　
「
こ
と
ば
を
見
つ

め
'
こ
と
ば
を
考
え
る
態
度
を
逢
う
」
と
い
う
指
導

の
基
本
方
針
と
'
具
体
的
な
指
導
方
法
が
-
わ
し
-

の
べ
、
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
具
体
的
方
法
と
し

て
、
実
物
は
・
視
写
法
・
対
比
法
・
宛
字
法
・
分
析

法
・
語
源
法
・
文
脈
類
推
法
・
反
復
法
・
朗
読
法
そ

の
他
が
挙
げ
ら
れ
、
具
体
事
例
を
豊
富
に
盛
り
こ
ん

だ
記
述
に
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
語
い
指

導
の
体
系
化
は
、
非
常
に
大
切
な
課
題
で
あ
り
な
が

ら
、
同
時
に
大
へ
ん
む
ず
か
し
い
面
を
含
ん
で
い
る

が
'
伊
東
氏
の
挺
言
は
、
こ
の
こ
と
へ
の
紙
幅
的
な

ア
ピ
ー
ル
を
含
ん
で
い
る
。

第
九
章
「
国
語
学
習
指
導
の
問
題
点
」
は
こ
の

雷
の
し
め
-
-
り
と
し
て
'
生
徒
の
実
態
を
ふ
ま
え

た
う
え
で
'
古
典
教
育
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
い

る
0

恩
師
で
あ
る
野
地
潤
家
博
士
の
「
ま
え
が
き
」
に

も
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
「
国
語
教
室
に
は
常

に
新
鮮
な
感
動
と
刺
我
と
変
化
が
い
る
」
と
い
う
伊

東
氏
の
信
念
が
、
こ
の
本
を
1
諾
し
て
'
さ
ま
ざ
ま

の
教
材
に
、
授
業
に
'
論
述
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
'

心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
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