
萩
原
朔
太
郎
作
品
の
教
材
史
に
つ
い
て
の
考
察

-
　
「
竹
」
を
中
心
に
し
て
　
-

-

　

は

　

じ

　

め

　

に

本
稿
で
は
'
戦
後
高
等
学
校
教
科
書
に
お
け
る
萩
原
朔
太
郎
作
品
の
教
材
史

を
考
察
し
'
戦
後
詩
教
材
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
萩
原

朔
太
郎
は
'
詩
史
上
の
評
価
の
高
さ
も
あ
-
、
戦
後
の
高
等
学
校
教
科
書
で
非

常
に
多
-
採
録
さ
れ
て
き
た
詩
人
で
あ
る
。
採
録
作
品
の
多
様
さ
、
採
録
頻
度

の
高
さ
、
採
録
期
間
の
長
さ
か
ら
見
て
、
高
等
学
校
詩
教
材
を
代
表
す
る
詩
人

の
一
人
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
一
方
で
も
彼
の
作
品
の
採
録
に
お
い
て
は
、
時

期
に
よ
っ
て
作
品
の
差
し
替
え
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

朔
太
郎
作
品
の
教
材
史
を
考
察
す
る
こ
と
は
'
詩
教
材
の
採
録
に
作
用
し
た
要

因
を
検
討
す
る
際
に
も
有
効
な
観
点
を
提
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
朔
太
郎
作
品
の
中
で
も
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
採
録

*
l

が
始
ま
り
'
近
年
で
も
多
-
採
録
さ
れ
て
い
る
作
品
が
「
竹
」
　
で
あ
る
。
本
稿

で
は
こ
の
　
「
竹
」
を
取
り
上
げ
'
「
竹
」
　
の
教
材
と
し
て
の
解
釈
や
意
義
と
教

科
書
採
録
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
い
'
朔
太
郎
作
品
の
教
科
書
採
録

に
作
用
し
た
要
因
を
検
討
す
る
。

幾
　
田
　
仲
　
司

2
　
高
等
学
校
教
科
書
に
お
け
る
朔
太
郎
作
品
の
採
録
状
況

表
は
、
戦
後
高
等
学
校
教
科
書
に
探
録
さ
れ
た
萩
原
朔
太
郎
作
品
を
'
管
見

*
2

の
限
り
に
お
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

朔
太
郎
作
品
の
採
録
は
'
戦
後
最
初
期
の
検
定
教
科
書
『
新
国
語
　
わ
れ
ら

の
読
書
』
　
(
三
省
堂
　
昭
和
二
五
年
度
)
　
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
昭

和
二
〇
年
代
で
の
朔
太
郎
作
品
の
採
録
頻
度
は
近
年
に
比
し
て
高
-
な
-
、
昭

和
二
九
年
度
で
は
、
詩
史
や
鑑
賞
の
解
説
文
中
で
扱
わ
れ
た
も
の
が
述
べ
採
録

数
の
半
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
で
の
朔
太
郎
作
品
の
採
録
は
'
詩
史
上

の
評
価
の
高
さ
か
ら
模
索
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
も
　
本
格
的
に
は
始
ま
っ
て
い

な
い
。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
詩
教
材
の
採
録
傾
向
と
朔
太
郎
作
品
の
教
材
と
し

て
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
「
遺
伝
」
を
採
録
し
た
冒
同
等
国
語
　
三
訂
版
j
　
(
三

i
.
m
s

省
堂
　
昭
和
三
一
年
度
)
　
の
指
導
書
に
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

教
科
書
な
ど
に
お
い
て
は
、
詩
と
い
え
ば
'
藤
村
・
晩
翠
あ
た
り
の
初

期
の
も
の
に
限
る
場
合
が
多
-
'
ま
れ
に
朔
太
郎
に
ま
で
及
ん
で
も
、
真
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に
そ
の
詩
風
を
示
す
に
足
る
作
品
は
採
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
は
、
も
ち

ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
'
朔
太
郎
の
病
的
な
、
異

常
な
感
覚
、
そ
れ
に
伴
な
う
難
解
な
表
現
が
'
取
り
扱
い
に
困
難
を
感
ぜ

し
め
る
か
ら
で
あ
る
。

「
病
的
な
'
異
常
な
感
覚
'
そ
れ
に
伴
な
う
難
解
な
表
現
」
か
ら
敬
遠
さ
れ

が
ち
で
あ
っ
た
朔
太
郎
作
品
が
本
格
的
に
採
録
さ
れ
始
め
る
の
は
'
昭
和
三
〇

年
代
前
半
か
ら
で
あ
る
o
　
こ
の
時
期
に
は
鑑
賞
教
材
と
し
て
の
朔
太
郎
作
品
の

採
録
が
増
え
る
と
と
も
に
へ
採
録
作
品
が
多
様
化
し
、
採
録
頻
度
も
高
-
な
っ

て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
、
「
病
的
な
'
異
常
な
感
覚
」
と
さ
れ
た
朔
太

郎
の
詩
風
が
顕
著
に
表
れ
た
「
遺
伝
」
　
の
よ
う
な
作
品
の
採
録
も
見
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
採
録
作
品
で
最
も
頻
度
が
高
い
の
は
　
「
小
出
新
道
」
　
で

あ
り
'
こ
の
作
品
は
昭
和
五
〇
年
代
ま
で
高
い
頻
度
で
採
録
さ
れ
続
け
て
い
る
。

「
小
出
新
道
」
　
の
他
に
「
竹
(
一
)
　
(
二
)
」
「
大
渡
橋
」
「
旅
上
」
な
ど
、
長
期

に
わ
た
っ
て
継
続
抹
録
さ
れ
た
作
品
は
す
べ
て
こ
の
時
期
に
出
そ
ろ
っ
て
お
り
へ

朔
太
郎
作
品
の
採
録
の
祖
型
は
こ
の
時
期
に
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
。

「
現
代
国
語
」
に
な
っ
た
昭
和
四
〇
年
度
以
降
、
朔
太
郎
作
品
は
全
体
の
八
割

を
超
え
る
教
科
書
で
抹
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
-
'
高
等
学
校
教
材
と
し
て
完
全

に
定
着
す
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
詩
教
材
自
体
の
採
録
傾
向
が
、
近
代
詩
か
ら

戦
後
詩
を
含
む
大
正
・
昭
和
期
の
口
語
自
由
詩
を
中
心
と
し
た
作
品
へ
と
移
行

し
始
め
て
お
り
、
朔
太
郎
作
品
の
採
録
の
増
加
も
こ
れ
に
呼
応
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
で
も
「
小
出
新
道
」
　
の
採
録
頻
度
が
最
も
高

い
。
昭
和
四
〇
年
代
の
採
録
作
品
は
'
憂
愁
や
倦
怠
と
い
っ
た
詩
情
は
と
も
な

う
も
の
の
'
「
病
的
」
「
異
常
」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
な
作
品
や
虚
構
性
の
強
い

作
品
は
昭
和
三
〇
年
代
に
比
べ
て
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
で
は
'
こ
う
し

た
詩
風
の
作
品
の
採
録
に
対
し
て
は
否
定
的
な
傾
向
が
強
い
。

昭
和
五
〇
年
度
に
は
刊
行
さ
れ
た
全
出
版
社
の
教
科
書
に
朔
太
郎
作
品
が
採

録
さ
れ
る
が
、
そ
の
傾
向
に
は
再
度
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
年
度
に
探

録
さ
れ
た
作
品
の
中
で
'
昭
和
四
〇
年
度
に
も
採
録
さ
れ
て
い
た
作
品
は
「
青

樹
の
梢
を
あ
お
ぎ
て
」
「
小
出
新
道
」
「
自
然
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
」
「
竹

(
一
)
　
(
二
)
」
　
の
五
編
な
の
に
対
し
て
、
新
規
採
録
は
「
こ
こ
ろ
」
「
艶
め
か

し
い
墓
場
」
を
は
じ
め
と
す
る
八
編
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
「
遺
伝
」
「
夢
に
見
る
空

き
家
の
庭
の
秘
密
」
な
ど
、
い
っ
た
ん
採
録
が
途
絶
え
て
い
た
作
品
の
再
採
録

も
な
さ
れ
て
い
る
。
採
録
作
品
の
多
様
化
が
進
む
と
同
時
に
'
昭
和
三
〇
年
代

で
い
っ
た
ん
模
索
さ
れ
な
が
ら
継
続
し
な
か
っ
た
特
異
な
詩
風
の
作
品
の
採
録

が
再
び
図
ら
れ
始
め
た
時
期
で
あ
る
。

昭
和
五
九
年
度
は
'
採
録
作
品
の
過
半
数
の
十
編
が
昭
和
五
〇
年
度
の
採
録

作
品
と
重
複
し
て
お
り
'
基
本
的
に
は
昭
和
五
〇
年
度
の
傾
向
を
踏
ま
え
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
'
文
語
詩
に
は
採
録
さ
れ
な
い
作
品
が
増
加
す
る
。

そ
れ
ま
で
高
い
頻
度
で
採
録
さ
れ
続
け
て
い
た
「
小
出
新
道
」
　
の
採
録
が
な
-

な
り
、
代
わ
っ
て
「
竹
」
　
の
頻
度
が
高
-
な
る
の
も
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
文
語
詩
が
減
少
し
'
戦
後
詩
を
中
心
と
す
る
口
語
詩
が
中
心
に
な
っ

て
い
-
と
い
う
詩
教
材
全
体
の
採
録
傾
向
と
も
重
な
っ
て
い
る
。

平
成
七
年
度
で
は
、
三
省
堂
『
現
代
文
』
が
十
福
を
教
材
化
し
て
い
る
た
め

に
多
様
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
'
こ
の
教
科
書
を
除
け
ば
新
規
採

録
は
「
月
光
と
海
月
」
「
殺
人
事
件
」
　
の
二
編
の
み
で
あ
る
。
一
方
、
「
遺
伝
」

「
竹
(
二
)
」
「
旅
上
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
作
品
へ
と
採
録
が
集
中

す
る
傾
向
が
強
く
な
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
詩
教
材
全
体
に
も
見
ら
れ
る
も
の
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で
あ
り
、
朔
太
郎
作
品
の
採
録
も
こ
の
傾
向
を
反
映
し
て
い
る
。

廿
間
等
学
校
教
科
缶
に
お
け
る
朔
太
郎
作
品
の
採
録
は
'
昭
和
三
十
年
代
前
半

か
ら
本
格
的
に
始
ま
-
、
昭
和
三
〇
年
代
後
半
以
降
に
完
全
に
定
着
し
た
。
ま

た
'
昭
和
三
〇
～
六
〇
年
代
で
は
様
々
な
作
品
の
採
録
が
図
ら
れ
'
採
録
作
品

の
多
様
化
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
間
に
は
、
「
病
的
」
「
異
常
」
と
形
容
さ
れ
る

作
品
や
文
語
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
時
期
に
よ
る
採
録
作
品
の
交
替
も
起

こ
っ
て
い
る
。
現
在
で
は
'
新
た
な
作
品
の
教
材
化
が
模
索
さ
れ
る
と
と
も
に
'

「
竹
」
を
は
じ
め
と
す
る
特
定
の
作
品
に
つ
い
て
の
教
材
と
し
て
の
評
価
が
確

定
し
た
状
況
に
あ
る
0

3
　
「
竹
」
に
つ
い
て
の
検
討

2
t
-
　
主
題
の
解
釈

「
竹
」
は
、
朔
太
郎
作
品
の
中
で
最
も
長
期
に
わ
た
っ
て
採
録
さ
れ
、
近
年

に
お
い
て
は
最
も
採
録
が
集
中
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
で
'
朔
太
郎
作

品
の
解
釈
と
教
材
史
と
の
関
わ
り
を
検
討
す
る
た
め
に
、
「
竹
」
が
教
材
と
し

て
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
て
き
た
か
を
検
討
す
る
。

「
竹
」
に
お
い
て
'
作
中
の
竹
が
朔
太
郎
の
内
面
心
理
を
表
象
し
て
い
る
と

い
う
解
釈
は
広
-
共
有
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
作
品
を
朔
太
郎
の
「
病
的

な
'
異
常
な
感
覚
」
　
の
表
象
と
読
む
か
ど
う
か
で
、
耶
駅
に
は
違
い
が
生
じ
る
。

作
品
に
即
し
て
い
え
ば
t
的
1
連
と
節
二
連
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
い
て
読
む

か
で
'
作
品
解
釈
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
.

研
究
者
の
鑑
賞
で
は
'
第
1
連
に
重
点
を
お
い
て
「
竹
」
　
に
朔
太
郎
の
不
安

を
読
む
解
釈
が
早
-
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
伊
藤
信
書
は
'
地
上

に
直
立
す
る
竹
と
地
下
の
根
を
対
比
さ
せ
、
「
竹
の
根
」
　
に
朔
太
郎
の
心
象
の

表
象
を
見
る
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
。
伊
藤
は
'
「
竹
」
に
つ
い
て
へ
　
「
こ
れ
ら

J

J

J

.

の
詩
に
は
あ
る
病
的
な
神
経
の
ふ
る
え
が
あ
り
、
感
覚
の
す
る
ど
い
傷
み
が
あ

S

E

ヱ

X

る
O
作
者
が
こ
こ
で
語
ろ
う
と
し
た
の
は
そ
う
い
う
内
面
の
傷
み
と
、
戦
懐
に

も
似
た
そ
の
神
経
作
業
で
あ
る
。
」
と
し
、
こ
の
竹
を
「
作
者
に
と
っ
て
の
生

*
4

命
の
象
徴
で
あ
る
。
」
と
と
ら
え
た
上
で
'
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
し
第
二
の
　
「
竹
」
　
に
は
こ
う
い
う
暗
さ
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ

竹
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
や
、
竹
に
つ
い
て
の
感
覚
的
な
触
れ

方
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
で
'
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
お
し
て
、
読
者

は
現
実
の
そ
れ
と
は
別
の
鋭
直
な
植
物
を
感
知
す
る
.
第
〓
即
の
　
「
根
の

先
よ
-
繊
毛
が
生
え
'
か
す
か
に
け
ぶ
る
純
毛
が
生
え
、
か
す
か
に
ふ
る

へ
」
と
い
う
部
分
は
、
そ
れ
と
し
て
繊
細
な
感
覚
の
働
き
を
し
め
し
て
い

る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
作
者
の
感
光
が
'
純
毛
の
よ
う
に
こ
ま
か
く
生
き

て
は
た
ら
-
こ
と
を
感
じ
さ
せ
'
生
命
の
内
部
の
的
紺
な
感
覚
を
つ
た
え

て
戦
懐
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
.
第
二
節
は
　
「
地
上
に
す
る
ど
-
竹
が
生

え
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
竹
が
生
え
」
と
'
匪
角
に
立
つ
竹
の
生
命
を
し
め
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
神
経
的
な
緊
迫
性
を
と
も
な
っ
て
'
作
者
の
傷
々

し
い
姿
を
お
も
わ
せ
る
。
「
青
空
の
も
と
に
竹
が
生
え
へ
竹
'
竹
へ
竹
が

生
え
」
と
い
う
言
葉
は
'
竹
の
イ
メ
ー
ジ
の
表
現
と
し
て
ー
ま
た
は
作
者

の
内
的
世
界
の
緊
迫
や
神
経
の
傷
み
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
ー
き
わ
め
て
独

創
的
な
詩
的
情
操
を
形
成
し
て
い
る
。

伊
藤
は
'
第
一
連
で
示
さ
れ
、
第
二
連
の
竹
の
生
命
的
な
描
写
と
重
ね
ら
れ
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た
「
作
者
の
倍
々
し
い
姿
」
を
こ
の
詩
の
主
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
O
「
竹

の
根
」
　
に
表
象
さ
れ
た
朔
太
郎
の
心
象
に
こ
の
詩
の
主
題
を
読
む
こ
の
よ
う
な

解
釈
は
'
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
詩
人
や
研
究
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
O

教
材
と
し
て
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
伊
藤
の
よ
う
に
第
1
連
と
第
二
連
を
対

比
さ
せ
、
第
一
連
の
　
「
地
下
の
根
」
　
に
苦
悩
や
不
安
と
い
っ
た
生
命
の
暗
部
を
'

第
二
辻
の
　
「
地
上
の
竹
」
　
に
意
志
や
理
想
と
い
っ
た
明
る
さ
を
読
む
点
は
共
有

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
教
材
と
し
て
の
読
み
で
は
'
第
二
連
を
前
景
化
し
'

こ
の
作
品
に
生
命
力
や
成
長
と
い
っ
た
「
明
る
さ
」
を
読
む
解
釈
も
提
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
明
る
さ
を
前
見
:
i
化
し
た
典
型
的
な
も
の
が
、
西
郷
竹
彦

の
解
釈
で
あ
る
。
西
郷
は
'
小
学
校
五
・
六
年
で
こ
の
作
品
を
扱
う
際
の
教
材

i
t
s

研
究
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
作
品
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

し
だ
い
に
は
そ
ら
み
'
け
ぶ
り
、
ふ
る
え
る
竹
の
生
命
の
t
 
L
か
L
t

そ
の
た
し
か
な
存
在
感
を
こ
の
詩
の
前
述
は
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
み
せ

ま
す
。
そ
れ
は
、
す
で
に
竹
で
あ
-
な
が
ら
へ
竹
で
は
な
い
生
命
そ
の
も

の
と
も
名
づ
け
る
べ
き
も
の
の
見
え
ざ
る
い
と
な
み
を
眼
に
見
せ
て
-
れ

ま
す
。後

連
は
、
地
上
の
竹
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
前
述
で
(
光
る
地
面
)
と
形

容
さ
れ
た
地
面
が
こ
こ
で
は
八
か
た
き
地
面
)
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
'
こ
の
世
界
の
硬
い
イ
メ
ー
ジ
と
'
さ
ら
に
は
そ
れ
を
突
き
ぬ
け
て
い

く
竹
の
剛
直
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
-
り
だ
し
て
い
ま
す
。

(
中
3
2
.
)

前
連
と
後
述
は
、
同
じ
竹
と
い
う
も
の
の
ま
っ
た
-
対
照
的
な
姿
を
対

比
し
て
見
せ
て
い
ま
す
O
そ
れ
は
、
女
性
的
と
男
性
的
'
軟
に
対
し
て
硬
へ

紡
細
に
対
し
て
堅
固
、
や
さ
し
-
弱
い
か
す
か
な
も
の
に
対
し
て
'
つ
よ

く
も
　
は
げ
し
く
、
鮮
烈
な
も
の
-
-
と
い
っ
た
ふ
う
に
で
す
。

こ
の
「
竹
」
　
の
詩
を
小
学
校
五
年
生
の
ク
ラ
ス
で
授
業
し
た
と
き
'
子

ど
も
た
ち
に
「
竹
」
と
い
う
題
名
の
か
わ
り
に
自
分
の
考
え
た
題
名
を
つ

け
さ
せ
て
み
ま
し
た
ら
'
「
い
の
ち
」
「
生
命
」
「
生
命
の
す
が
た
」
「
人

生
」
「
成
長
」
と
い
っ
た
ふ
う
な
も
の
が
圧
倒
的
に
多
-
山
ま
し
た
。
(
中

略
)
　
ま
さ
し
-
、
「
竹
」
は
竹
を
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
と
い
う
も

す
が
i
]

の
の
棚
を
み
ご
と
に
表
現
し
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

西
郷
の
解
釈
は
、
第
一
連
と
第
二
連
の
対
比
を
お
さ
え
た
上
で
'
矛
盾
す
る

も
の
を
抱
え
持
っ
て
直
立
す
る
竹
に
「
生
命
の
相
」
を
読
む
こ
と
へ
収
赦
し
て

ゆ
く
。
こ
れ
に
対
し
て
'
漸
古
正
美
は
　
「
あ
ま
-
に
上
昇
志
向
的
、
健
康
的
で

あ
る
の
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
指
摘
し
、
こ
う
し
た
解
釈
は
「
対

象
が
小
学
校
五
、
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
-
影
響
し
て
い
る
」
と
と
ら
え

て
い
る
。
漸
古
は
'
「
小
学
生
の
学
習
の
場
合
'
生
徒
の
生
活
感
覚
を
基
本
に
し

て
の
読
み
が
意
図
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
が
こ
の
　
『
竹
」
　
の
読
み
に
は
む
か
な
い

の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
『
竹
山
が
竹
の
す
が
た
を
描
-
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
と

い
う
読
み
に
は
至
っ
て
い
る
が
'
読
み
と
っ
た
竹
の
す
が
た
が
1
般
的
な
竹
の

イ
メ
ー
ジ
か
ら
一
歩
も
脱
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
た
め
へ
　
ご
-
常
識
的
に
、

地
下
の
根
に
さ
さ
え
ら
れ
た
竹
が
す
-
す
-
と
成
長
し
て
い
-
よ
う
な
力
強
い

人
生
と
し
か
読
め
な
い
の
で
あ
る
.
」
と
し
て
、
西
郷
の
解
釈
を
否
定
的
に
と

e:*h

ら
え
て
い
る
。

西
郷
の
解
釈
と
そ
れ
に
対
す
る
漸
古
の
批
判
は
へ
　
こ
の
作
品
に
お
い
て
対
立

す
る
二
つ
の
解
釈
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
.
た
だ
し
、
西
郷
の
よ
う
な
解
釈
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が
'
瀬
古
の
指
摘
す
る
よ
う
に
対
象
と
す
る
学
習
者
の
年
齢
に
影
響
さ
れ
た
も

の
だ
と
は
言
え
な
い
側
面
も
あ
る
。
た
と
え
ば
も
　
「
竹
」
が
主
と
し
て
扱
わ
れ

*
7

る
高
等
学
校
で
は
、
小
松
郁
子
が
次
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

一
連
三
行
目
の
根
に
か
ら
ま
せ
て
四
行
目
の
出
だ
し
に
根
が
持
っ
て
来

ら
れ
'
そ
の
細
ら
む
根
に
か
ら
ま
せ
た
五
行
日
の
根
の
先
が
持
っ
て
来
ら

れ
'
繊
毛
が
生
え
が
ま
た
六
行
目
で
脚
韻
め
い
た
繰
り
返
し
に
な
り
'
七

行
目
の
か
す
か
に
が
一
連
最
終
行
の
か
す
か
に
も
と
か
ら
ま
り
な
が
ら
へ

細
ま
-
な
が
ら
、
微
妙
に
鋭
-
わ
け
い
っ
て
い
る
こ
の
こ
と
ば
の
つ
か
い

ざ
ま
は
巧
み
で
あ
る
。
か
す
か
に
か
ら
ま
り
あ
い
も
　
ふ
る
え
あ
い
、
も
つ

れ
あ
う
内
部
の
暗
さ
、
暗
さ
の
中
へ
中
へ
と
の
め
り
こ
む
よ
う
な
こ
の
感

じ
に
対
し
て
、
1
連
l
　
二
l
行
を
受
け
る
二
道
全
行
の
、
無
限
に
生
え
つ

づ
け
る
竹
は
す
っ
き
り
と
し
た
線
状
を
呈
し
'
強
い
意
志
を
否
応
な
く
感

じ
と
ら
せ
る
「
ま
っ
し
ぐ
ら
に
」
と
い
う
語
を
は
じ
め
'
使
用
さ
れ
て
い

る
語
は
「
鋭
-
」
と
か
「
り
ん
り
ん
と
」
と
い
う
凪
な
'
緊
張
感
を
持
つ

語
で
あ
っ
て
、
志
向
す
る
向
う
に
'
明
る
ん
だ
青
空
を
み
て
い
る
と
い
う

感
じ
も
す
る
の
で
あ
る
。

小
松
の
解
釈
は
'
第
一
連
に
「
暗
さ
の
中
へ
中
へ
と
の
め
-
こ
む
よ
う
な
」

感
じ
を
読
ん
だ
上
で
も
第
二
連
か
ら
強
い
意
志
や
緊
張
感
を
読
み
取
り
、
「
志
向

す
る
向
う
に
'
明
る
ん
だ
青
空
を
み
て
い
る
と
い
う
感
じ
も
す
る
」
と
い
う
主

題
に
落
ち
着
い
て
い
-
。
西
郷
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
も
の
の
へ
　
こ
れ
も
第
二
連

に
焦
点
化
し
た
解
釈
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
'
中
央
図
書
昭
和
四
〇
年
度
版
指
導
書
は
'
「
竹
」
　
の
主
題
を
「
竹
の

イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
神
経
的
な
哀
傷
で
あ
る
。
潜
在
的
で
あ
っ
た
も
の
を
お
し
出

そ
う
と
す
る
生
の
意
欲
、
地
面
に
直
角
に
立
つ
竹
の
気
菓
'
む
き
出
し
に
さ
れ

た
神
経
、
そ
れ
を
あ
わ
れ
ぶ
か
げ
に
も
う
す
き
毛
の
情
緒
が
つ
つ
ん
で
い
る
。
」

と
L
t
「
竹
」
の
明
る
い
部
分
を
前
面
に
立
て
た
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

+.fp

同
書
の
「
研
究
の
手
引
き
解
説
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
。

「
竹
I
L
「
竹
Ⅱ
」
を
通
じ
て
へ
「
竹
」
　
の
よ
ま
れ
方
は
'
二
つ
の
方
向

を
と
っ
て
い
る
。
一
つ
は
地
上
に
す
る
ど
-
つ
ら
ぬ
き
生
え
る
竹
で
あ
り
'

他
は
地
下
に
ひ
ろ
が
り
、
け
ぶ
り
ふ
る
え
る
竹
で
あ
る
。

(
中
略
)

②
(
「
竹
(
二
)
」
の
第
一
連
-
筆
者
往
)
は
「
地
下
に
」
「
け
ぶ
れ
る
」

根
が
「
ひ
ろ
ご
り
」
「
し
だ
い
に
は
そ
ら
み
」
、
根
の
先
よ
-
繊
毛
が
生

え
'
「
か
す
か
に
け
ぶ
る
」
'
「
か
す
か
に
ふ
る
へ
」
る
。
地
下
に
沈
活
す

る
詩
人
の
細
や
か
な
鋭
い
神
経
の
す
が
た
で
あ
る
。
こ
の
苦
渋
に
み
ち
た

内
部
感
覚
は
ふ
る
え
、
け
ぶ
り
、
ひ
ろ
が
り
、
や
が
て
そ
の
力
を
結
集
し

て
、
地
上
へ
天
上
へ
鋭
-
伸
び
る
こ
と
を
指
向
し
、
さ
ら
に
伸
長
せ
ん
と

マ

　

　

マ

す
る
。
「
竹
I
」
で
は
そ
の
間
に
「
な
み
だ
た
れ
」
「
俄
悔
を
は
な
れ
る
肩

の
上
よ
り
」
と
祈
る
姿
を
'
導
入
し
て
、
奇
し
き
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
し
て

い
る
。

こ
こ
で
も
、
地
下
の
竹
の
根
を
「
苦
渋
に
み
ち
た
内
部
感
覚
」
と
し
な
が
ら
、

「
そ
の
力
を
結
集
し
て
、
地
上
へ
天
上
へ
鋭
く
伸
び
る
こ
と
を
指
向
し
、
さ
ら

に
伸
長
せ
ん
と
す
る
。
」
と
い
う
相
対
的
に
明
る
い
解
釈
へ
と
収
蝕
し
て
い
る
。

一
方
、
筑
摩
書
房
昭
和
六
〇
年
度
版
指
導
書
で
は
'
分
銅
惇
作
が
こ
の
作
品
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::e」

の
主
題
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
竹
」
は
地
下
と
地
上
の
明
暗
二
重
の
イ
メ
ー
ジ
で
'
作
者
の
内
面
の

生
命
感
覚
、
そ
の
緊
張
と
痛
み
を
表
象
し
て
い
る
。
二
連
に
分
か
れ
、
全

十
三
行
の
文
語
自
由
詩
で
あ
る
が
'
第
一
連
は
地
中
の
竹
の
根
へ
　
そ
の
先

端
に
ふ
る
え
る
繊
毛
ま
で
が
透
視
的
に
映
し
出
さ
れ
、
作
者
の
病
的
な
神

経
の
痛
み
を
感
じ
さ
せ
る
。
第
二
連
は
地
上
に
伸
び
て
い
-
竹
が
、
す
る

ど
-
生
動
的
に
描
か
れ
ー
作
者
の
意
志
的
な
姿
勢
を
暗
示
す
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
。

ま
た
へ
鑑
賞
の
留
意
点
と
し
て
'
「
明
と
暗
の
イ
メ
ー
ジ
で
地
上
と
地
下
と

を
対
比
し
て
'
作
者
は
自
分
の
内
面
で
矛
盾
し
相
反
す
る
二
つ
の
心
の
動
き
を

#
^

視
覚
的
に
表
現
し
て
い
る
。
」
と
も
述
べ
る
。
分
銅
も
「
作
者
の
病
的
な
神
経
の

痛
み
」
と
「
作
者
の
意
志
的
な
姿
勢
」
を
対
置
さ
せ
て
は
い
る
が
、
矛
盾
す
る

両
者
を
総
体
的
に
と
ら
え
て
お
り
へ
後
者
を
前
景
化
さ
せ
た
解
釈
に
は
収
赦
し

て
い
な
い
。

教
材
と
し
て
の
　
「
竹
」
　
の
解
釈
で
は
、
研
究
者
の
鑑
賞
と
は
異
な
り
'
主
題

に
生
命
力
や
朔
太
郎
の
生
へ
の
意
志
を
読
む
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ

ら
の
解
釈
は
、
主
と
し
て
昭
和
四
〇
年
代
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
'

第
二
連
を
前
景
化
せ
ず
「
作
者
の
病
的
な
神
経
の
痛
み
」
も
主
題
と
す
る
分
鋼

の
解
釈
は
昭
和
六
〇
年
度
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
　
「
病
的
」
「
異
常
」
な
作

品
の
採
録
に
否
定
的
で
あ
っ
た
昭
和
五
〇
年
代
ま
で
と
'
そ
う
し
た
詩
風
の
作

品
の
再
採
録
が
図
ら
れ
た
昭
和
五
〇
年
代
以
降
の
採
録
傾
向
の
変
化
と
対
応
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

3
'
2
　
実
践
に
お
け
る
学
習
者
の
受
容

前
節
で
は
'
教
科
書
編
集
者
や
教
師
に
よ
る
解
釈
の
変
化
を
検
討
し
た
。
で

は
'
教
室
の
学
習
者
は
　
「
竹
」
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

加
藤
冨
一
は
'
「
竹
」
と
「
遺
伝
」
を
取
-
上
げ
へ
　
「
竹
」
と
「
遺
伝
」
　
に
は

ど
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
か
'
ま
た
、
朔
太
郎
は
　
「
竹
」
　
の
と
き
と
「
遺
伝
」

の
と
き
と
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
を
小
論
に
ま
と
め
さ
せ
、
で
き
あ
が
っ

た
小
論
を
ク
ラ
ス
で
検
討
し
た
実
践
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
こ
で
報
告
さ
れ
て

*
ー
1

い
る
学
習
者
の
小
論
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
竹
」
は
'
全
体
の
文
調
・
雰
囲
気
'
題
材
自
体
か
ら
見
て
、
朔
太
郎

の
人
間
に
対
す
る
理
想
を
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
単
な
る
理
想

で
は
な
-
、
実
際
の
人
間
の
弱
さ
、
も
ろ
さ
を
も
'
充
分
把
握
し
た
上
で
、

人
間
の
姿
を
竹
の
様
子
に
見
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
竹
」
と
い
う
詩

を
書
い
た
時
点
の
朔
太
郎
に
は
、
人
間
の
理
想
を
追
求
し
よ
う
と
い
う
熱

意
が
う
か
が
え
る
。

一
方
「
遺
伝
」
は
'
全
体
的
に
は
一
種
奇
妙
な
怪
し
い
雰
囲
気
が
醸
し

だ
さ
れ
へ
　
そ
こ
に
は
、
人
間
の
よ
り
探
-
内
面
的
な
も
の
、
恐
怖
'
お
び

え
に
対
す
る
鋭
い
洞
察
が
見
ら
れ
へ
　
「
竹
」
　
に
比
べ
て
、
人
間
の
精
神
の

奥
底
を
長
い
間
追
求
し
続
け
た
結
果
が
表
れ
て
い
る
。

こ
の
学
習
者
は
、
「
竹
の
根
」
に
表
象
さ
れ
る
「
人
間
の
弱
さ
'
も
ろ
さ
」

を
ふ
ま
え
た
う
え
で
'
「
竹
」
　
に
「
人
間
の
理
想
」
を
見
て
い
る
。
こ
の
小
論

に
対
す
る
ク
ラ
ス
で
の
検
討
で
は
'
「
ま
ず
、
『
竹
』
が
理
想
を
述
べ
た
も
の
で

あ
-
'
『
遺
伝
』
が
人
間
の
精
神
の
奥
底
を
追
求
し
続
け
た
も
の
と
し
た
点
に
、
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鋭
い
感
受
性
を
認
め
る
と
言
う
。
(
中
略
)
　
r
け
ぶ
る
純
毛
j
は
弱
そ
う
で
あ
る
。

だ
が
、
地
下
の
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
地
上
の
竹
は
'
「
す
る
ど
-
」
「
ま
っ
し
ぐ

ら
」
に
生
え
る
。
そ
こ
に
、
朔
太
郎
の
'
人
生
に
対
す
る
理
想
を
読
み
と
っ
た

も
の
と
と
し
て
賛
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
'
全
般
的
に
肯
定
的
な
評
価

が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
両
者
の
共
通
点
と
し
て

*
1
2

「
不
安
」
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
も
加
藤
は
述
べ
て
い
る
。

;

・

'

・

「
竹
」
　
で
は
、
地
中
の
微
弱
な
繊
毛
と
'
地
上
の
賢
固
な
竹
の
幹
と
'

こ
の
両
者
の
危
険
な
不
均
衡
へ
　
「
遺
伝
」
　
で
は
'
本
能
や
栢
命
に
恐
怖
を

感
じ
る
と
い
う
点
へ
　
そ
れ
ら
に
作
者
の
過
敏
な
神
経
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
、

え
た
い
の
知
れ
な
い
不
安
を
作
者
に
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
'
そ
の
不
安

を
蔽
い
隠
し
て
'
手
の
と
ど
か
な
い
と
こ
ろ
に
理
想
を
構
築
し
た
の
が

「
竹
」
　
で
あ
-
'
「
不
安
」
は
一
応
去
っ
た
か
に
見
え
る
の
が
「
竹
」
　
で

あ
る
。
一
方
も
　
「
遺
伝
」
は
「
不
安
」
　
の
本
質
は
「
ふ
る
い
ふ
る
い
記
憶

の
は
て
」
か
ら
続
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
き
わ
め
'
そ
こ
に

「
あ
わ
れ
な
先
祖
の
す
が
た
」
、
そ
し
て
、
あ
わ
れ
な
自
己
の
す
が
た
を

冷
徹
に
見
つ
め
る
.
恐
れ
は
存
在
す
る
.
し
か
し
'
本
質
を
知
っ
た
上
で

の
恐
れ
で
あ
る
。
「
竹
」
　
の
よ
う
な
糊
塗
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
へ
両

者
は
　
「
不
安
」
と
い
う
共
通
項
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
共
通
項
は
、

す
で
に
表
面
に
理
想
を
掲
げ
た
そ
れ
と
'
内
奥
に
本
質
を
悲
し
-
読
み

取
っ
た
そ
れ
と
の
差
異
を
、
す
で
に
内
包
し
た
「
不
安
」
な
の
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
方
な
の
で
あ
る
。

加
藤
の
ク
ラ
ス
の
学
習
者
の
解
釈
は
'
「
竹
」
　
に
生
命
に
対
す
る
不
安
を
読

む
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
解
釈
が
学
習
者
に
も
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む

し
ろ
、
こ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
解
釈
を
学
習
者
に
つ
き
つ
け
'
学
習
者
の
内

部
に
葛
藤
を
生
み
出
す
点
に
朔
太
郎
作
品
の
現
代
的
意
義
が
あ
り
、
そ
れ
が
前

節
で
検
討
し
た
作
品
解
釈
の
変
化
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
昭
和
三

〇
年
代
前
半
で
は
忌
避
さ
れ
て
い
た
朔
太
郎
の
　
「
病
的
な
'
異
常
な
感
覚
」
が

顕
著
に
現
れ
て
い
る
「
遺
伝
」
「
地
面
の
底
の
病
気
の
顔
」
「
艶
め
か
し
い
墓
場
」

な
ど
が
昭
和
五
〇
年
代
以
降
に
積
極
的
に
探
録
さ
れ
た
の
も
'
そ
の
現
れ
で
あ

る
と
言
え
る
。

4
　
ま
と
め
と
今
後
の
課
題

萩
原
朔
太
郎
の
作
品
は
'
昭
和
三
〇
年
代
前
半
か
ら
本
格
的
に
始
ま
-
、
昭

和
三
〇
年
代
末
か
ら
高
等
学
校
教
材
と
し
て
定
窮
し
た
。
昭
和
三
〇
-
五
〇
年

代
で
は
「
病
的
な
'
異
常
な
感
覚
」
と
し
て
忌
避
さ
れ
た
詩
風
の
作
品
が
、
昭

和
五
〇
年
代
以
降
、
学
習
者
に
葛
藤
を
生
み
出
す
と
い
う
積
極
的
な
意
義
を
付

与
さ
れ
た
こ
と
を
、
「
竹
」
　
の
教
師
・
研
究
者
に
よ
る
作
品
解
釈
の
変
化
と
実

践
で
の
学
習
者
の
解
釈
を
例
と
し
て
指
摘
し
た
。
昭
和
四
〇
～
五
〇
年
代
に
進

ん
だ
採
録
作
品
の
多
様
化
に
際
し
て
は
'
こ
の
よ
う
な
生
命
や
自
己
に
対
す
る

漠
然
と
し
た
不
安
や
恐
怖
と
い
っ
た
負
の
感
情
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
へ
と
採
録

作
品
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
検
討
し
た
朔
太
郎
作
品
の
採
録
傾
向
の
変
化
と
作
品
の
詩
風
と
の
関

連
は
'
詩
教
材
全
般
の
傾
向
と
比
較
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
'
朔

太
郎
作
品
の
持
つ
形
象
性
や
音
楽
性
な
ど
の
要
素
と
教
材
採
録
と
の
関
連
に
つ

い
て
も
未
検
討
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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喜ヽヽ
J′A

*
l

*
2

「
竹
」
と
題
さ
れ
た
作
品
は
『
詩
歌
」
大
正
四
年
二
月
号
に
三
福
が
発

表
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二
編
が
「
月
に
吠
え
る
J
に
採
録
さ
れ
た
。
本
稿
で

は
'
特
に
注
記
し
な
い
限
り
F
月
に
吠
え
る
」
所
収
の
後
編
を
「
竹
」
と

し
、
必
要
に
応
じ
て
r
月
に
吠
え
る
A
　
で
の
掲
載
順
に
「
竹
(
1
)
」
「
竹

(
二
)
」
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
と
す
る
。

今
回
の
調
査
で
は
'
昭
和
五
〇
年
度
以
前
の
言
語
編
教
科
古
を
除
-
全

教
科
吉
と
、
昭
和
五
〇
年
度
以
降
の
大
改
訂
時
の
教
科
打
を
対
象
と
し
た
o

表
は
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

-
　
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
基
づ
-
教
科
書
大
改
訂
の
年
度
を
基
準
年
度

と
し
て
設
定
し
'
そ
れ
以
外
の
年
度
で
の
小
改
訂
は
1
括
し
て
示
し
た
。

た
だ
し
、
昭
和
二
六
・
二
九
年
度
に
つ
い
て
は
'
改
訂
年
度
が
学
年
に

よ
っ
て
異
な
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
改
訂
教
科
許
が
お
よ
そ
出
そ
ろ
っ

た
年
度
を
基
準
年
度
と
し
て
設
定
し
た
。

2
　
表
中
の
G
雷
は
学
年
を
'
そ
の
後
の
数
字
は
教
科
書
使
用
開
始
年

度
を
表
し
て
い
る
。

3
　
「
採
録
教
科
番
数
」
「
採
録
出
版
社
数
」
　
の
欄
は
'
「
採
録
教
科
古
数

(
出
版
社
数
)
　
/
総
教
科
詐
数
(
出
版
社
数
)
」
　
の
形
式
で
示
し
た
。

4
　
昭
和
二
六
年
度
で
使
用
さ
れ
た
教
科
書
が
改
訂
さ
れ
ず
に
二
九
年
度

で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
昭
和
二
六
年
度
に
含
め
た
。

5
　
昭
和
五
八
・
平
成
七
年
度
は
、
国
語
I
・
Ⅲ
と
現
代
文
で
刊
行
教
科

杏
数
が
異
な
る
た
め
'
「
採
録
教
科
詐
数
」
欄
の
総
教
科
S
,
=
数
の
表
示
を
、

「
国
語
　
　
H
　
(
現
代
文
)
」
と
し
た
。

*
3
　
冒
間
等
国
語
三
訂
版
　
国
語
学
習
指
導
　
三
年
教
授
用
資
料
」
　
(
三
省
堂

昭
和
三
l
年
度
　
p
.
7
)

*
4
　
伊
藤
信
書
r
現
代
詩
の
鑑
賞
(
上
)
j
(
昭
和
二
七
年
　
新
潮
文
庫
　
p
p
.

2
6
5
-
2
6
7
)

*
5
　
西
郷
竹
彦
「
展
開
法
に
よ
る
詩
の
授
業
-
萩
原
朔
太
郎
r
竹
し
・
村
野

四
郎
F
鹿
ヒ
　
(
『
教
育
科
学
・
国
語
教
育
」
一
八
〇
号
(
昭
和
四
八
年
八

月
)
・
一
八
五
号
(
同
二
一
月
)
明
治
図
書
。
引
用
は
t
 
F
西
郷
竹
彦
文

芸
・
教
育
全
集
3
0
　
詩
の
授
業
Ⅱ
」
　
平
成
九
年
　
恒
文
社
　
p
p
.
1
0
3
-

1
0
4
)

*
6
　
瀬
古
正
美
「
竹
」
　
(
r
作
品
別
文
学
教
育
実
践
史
事
典
・
第
二
朱
-
中
学

校
二
日
間
等
学
校
編
I
』
昭
和
六
二
年
　
明
治
図
書
　
p
p
.
2
1
5
-
2
1
6
)

*
7
　
小
松
郁
子
「
萩
原
朔
太
郎
」
　
(
F
国
語
教
材
研
究
講
座
　
高
等
学
校
F
現

代
国
語
」
第
二
巻
(
詩
・
短
歌
・
俳
句
)
」
昭
和
四
二
年
　
有
精
堂
出
版

p.55)

*
8
　
冒
間
等
学
校
　
現
代
国
語
Ⅲ
　
教
授
資
料
]
　
(
昭
和
四
〇
年
度
版
　
中
央

図
書
　
p
p
.
2
4
9
-
2
5
4
)

*
9
　
『
国
語
Ⅱ
　
学
習
指
導
の
研
究
6
　
現
代
詩
」
　
(
昭
和
六
〇
年
度
版
　
筑

摩
蟹
田
　
p
.
6
)

*
1
0
　
筑
摩
聖
居
へ
前
掲
、
p
.
8

*
1
 
1
　
加
藤
富
一
「
詩
を
い
か
に
鑑
賞
す
る
か
-
朔
太
郎
の
「
竹
」
と
「
遺
伝
」

I
」
　
(
『
実
践
国
語
教
育
体
系
　
第
8
巻
(
理
解
)
韻
文
・
民
話
の
指
導
し

昭
和
五
九
年
　
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
p
.
1
4
8
)

*
1
2
　
加
藤
'
前
掲
、
p
.
1
4
9

(
広
島
大
学
大
学
院
・
広
島
経
済
大
学
)
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(表　高等学校教科古における萩原朔太郎作品採録状況一覧)
作 占:] .'lih S26 S29 S34 S-10 S 5 ) S*>o M 7

V捕 Ltの こす え を仰 ぎて 蝣fi

筑 摩

第 一

③ S40 ゥ S43/S47

② S49

.'S ?S

遺 伝 三 省

角 川

筑 摩

大 幡

明 治

③ 52 8 ③ S3 1′S34

③ S50

@ S 58 ョ H 7

① II6

③ H 7 ③ H 7

③ H 7

海 ′〔TJ 中 開 .' S.<ユ

大 権 橋 大 幡 ③ S35

尚 学

好 学

三 省

③ S40 ③ S 44 ′S47

..1 S 4S

(3) S50 ② S 58

⑦ S58

お よ ぐ ひ と 角 川 ョ S 50

蛇 の 死 三 省 ③ H 7

虻 よ 秀 英

実 教

@ S35

① S 45

帰 郷 j"l"サ"

角 川

ゥ S 46

B )S58

蝣-'117

ぎた る 弾 く ひ と 角 川 ョ S58

黒 い 風 琴 三 省 (T)S35

群 集 の 中 を求 め て 歩 く 秀 英

筑 蟹

的 一

束 許

i S KI

@ S39

ョ S4 3

② H 7 ③ rl7

i l17
月 光 と海 月 角 川

三 省

② H 7

ョ H 7

′ト出 新 道 一蝣:?;

大 教

昇 竜

好 学

'i'l-l

明 治

東 吉

実 教

大 原

旺 文

学 図

第 一

① S25 ② S27

② S29

ゥ S33

② S32

-'蝣S .'O
: s .n /S M
② S 32

.'蝣S ォ

C0 S38

ゥ S39

- S .w

(∋ S42 ③ S49

② 549

.i S5D
③ S50

荒 曽 地方 中 凶 ゥ S3 2

∴ ",^ f; { 三 省 ③ H 7

こ こ ろ ,-M ③ S50 (亘 S58 ② H 7 ② H 7

殺 人事 作 明 治 J M 7
自然 の 背 接 にほ れ て い る 束 雷

大 日

光 村

'サ!,'∴

ゥ S30 ② S34

① S38

② S49

③ S 58

死 な ない 蛸 一蝣.t'l" C3)H 7

地 面 の 虞 の 柄 /;Lの 朗 右 文 ① S 57

掌 上 の 柁 雷 院 < SJ.1
新 前 橋 駅 大 原 ② S35

静 物 H tt ③ S5 8

抱 の な い ft 抄 ) * EI ① S38

汁 (i ) ォ:n

中 図

筑 摩

大 日

明 治

放 出

角 川

大 幅

① S3 1 ① S32

.i S40

② S39

③ S4 4/S4 6

(カS4 2/S4 5

.'S4 >! .-' S5 8

ゥ S5 8

③ S58

(罰H 7
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作 品 山片k 托 S26 S29 S ≡～4 S -411 S50 5 59 H 7
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教 出

ft IU

秤 -f-

中日

大 口

雷 院

教団

V I-I

筑唯

Ill'∴

光 村

大幡

東 市

旺文
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ゥ S58
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② S58

-' H I -J H T

② H 7

② H 7
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② H 7
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珠 をォむ "".Tl

教 阿

② S27

(カ S3 1

桃李の迫 三㌫ ① S27

時計 明ifJ

莱 -f

三粥

(むS32

③ S 5R

'H 7

艶めか しい慕場 :¥ 十

大帽

≡/A

ゥ S4 9
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③ H 7
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浜ベ iif 水 (2)S40

i,漂泊者の歌 ≡/F

.'*L'**
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旺文
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組 tu i 紡 三朝 i l17
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m m

東丁T
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③ S40 !'S4.1 SJT
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郵他局の窓口で 中ト一

三箭
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馨り二見る空家の庭 の秘密 教[-ズ】

東市

(2)S 28

、.< S4*J

方F'上 = ォ

秀英

小数

明H i

尚蝣/:

糾 Il

ゥ S26
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