
生
徒
を
古
典
に
向
き
合
わ
せ
る
た
め
に

-
　
多
-
の
章
段
・
記
事
を
重
ね
読
み
す
る
教
材
構
成
か
ら
の
試
み

l
　
は
じ
め
に
-
生
徒
に
と
っ
て
の
古
典
の
読
解
-

国
語
の
授
業
と
し
て
の
古
典
に
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
「
め
あ
て
」
が
あ
る
O
授

業
の
実
際
で
は
'
ま
ず
'
文
法
や
単
語
の
習
得
と
い
う
言
語
操
作
自
体
の
重
要

性
と
'
そ
れ
に
伴
う
困
難
さ
の
問
誼
が
あ
る
。
ま
た
へ
読
解
内
容
と
し
て
'
場

面
や
人
物
関
係
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
的
な
要
素
や
'
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
時
代

の
論
理
や
情
緒
も
'
も
ち
ろ
ん
正
し
く
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
'
現
在
の
自
分
と
は
異
な
る
状
況
や
背
景
の
も
と
に
'
自
ら
を
異
化
し
更
新

す
る
と
い
う
認
識
の
過
程
も
'
自
己
拡
充
の
た
め
に
は
有
意
義
な
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。
私
は
'
そ
の
よ
う
な
「
め
あ
て
」
を
も
っ
て
授
業
を
行
な
っ
て
い

る
。し

か
し
'
最
大
の
「
め
あ
て
」
で
あ
る
は
ず
の
「
自
ら
を
異
化
し
更
新
す
る
」

こ
と
が
'
な
か
な
か
難
し
い
。
せ
っ
か
-
文
法
や
単
語
の
習
得
と
い
う
学
習
の

基
本
を
経
て
た
ど
り
着
い
て
も
'
叙
述
内
容
の
読
解
に
主
眼
を
置
い
た
'
「
も
し

も
自
分
が
　
『
こ
の
場
面
」
　
に
い
た
ら
/
『
こ
の
人
物
』
　
で
あ
っ
た
ら
」
と
仮
想

す
る
程
度
の
読
み
方
で
あ
れ
ば
へ
　
た
だ
現
在
の
自
分
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
だ
け

金
　
子
　
直
　
樹

で
あ
っ
て
'
そ
こ
に
は
異
化
も
更
新
も
な
い
。
古
典
の
中
の
　
「
こ
の
場
面
」
　
守

「
こ
の
人
物
」
に
つ
い
て
は
へ
手
練
手
管
を
用
い
れ
ば
'
ど
の
よ
う
に
で
も
魅

力
的
に
切
実
な
も
の
と
し
て
生
徒
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
古

典
の
授
業
が
終
わ
れ
ば
'
生
徒
は
魔
法
が
解
け
た
よ
う
に
現
実
の
世
界
に
戻
っ

て
い
っ
て
し
ま
う
。
時
代
を
隔
て
た
古
典
世
界
の
叙
述
内
容
を
ひ
た
す
ら
読
解

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
'
現
代
を
生
き
る
生
徒
に
と
っ
て
は
'
や
は
り
い
か
に

も
必
然
性
が
低
い
と
い
う
反
省
が
あ
る
。
古
典
を
'
そ
れ
自
体
の
価
値
を
前
提

と
し
て
扱
う
の
で
あ
れ
ば
'
必
然
性
な
ど
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し

「
古
典
だ
か
ら
」
と
い
う
価
値
判
断
に
頼
っ
て
い
る
限
り
'
そ
れ
は
プ
ラ
ス
マ

イ
ナ
ス
の
両
極
で
あ
り
'
結
局
は
古
典
不
要
論
に
対
抗
で
き
な
い
。
国
語
の
学

習
と
し
て
の
古
典
で
は
'
生
徒
が
言
葉
に
よ
っ
て
思
考
す
る
必
然
性
を
作
-
也

す
こ
と
へ
生
徒
が
思
考
せ
ざ
る
を
得
な
い
　
「
問
い
」
を
立
て
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。「

問
い
」
は
'
「
答
え
」
と
の
対
立
・
対
応
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
へ
　
そ
の
対

立
・
対
応
が
「
思
考
」
を
促
す
。
「
答
え
」
は
固
定
化
し
て
い
る
も
の
ば
か
-

で
は
な
-
'
「
思
考
」
も
対
立
の
解
決
を
の
み
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ど
の

よ
う
な
「
問
い
」
を
立
て
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
'
「
問
い
」
と
「
答
え
」
と
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の
間
に
'
ど
の
よ
う
な
対
立
・
対
応
を
見
出
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私

た
ち
は
日
々
の
授
業
に
お
い
て
'
そ
れ
を
様
々
な
レ
ベ
ル
で
設
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
へ
　
そ
の
「
問
い
」
　
の
最
終
的
な
対
象
は
'
古
典
の
叙
述
内
容
の
読
節

で
は
な
く
へ
生
徒
自
身
で
あ
る
。
「
自
ら
を
異
化
し
更
新
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
'

叙
述
内
容
を
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
-
'
自
分
自
身
を
問
う
こ
と
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
だ
と
思
う
。
ま
た
へ
　
「
問
い
」
と
「
答
え
」
と
の
対
立
・

対
応
か
ら
言
え
ば
'
読
み
手
で
あ
る
生
徒
自
身
と
同
レ
ベ
ル
で
の
対
立
・
対
応

関
係
に
あ
る
の
は
'
叙
述
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
-
'
語
り
手
へ
作
者
で
あ
る
。

古
典
を
通
し
て
生
徒
が
作
者
と
向
き
合
い
'
作
者
へ
の
「
問
い
」
が
自
分
へ
の

「
問
い
」
と
な
る
よ
う
に
'
授
業
を
構
築
し
た
い
。

二
　
授
業
の
概
要

広
島
大
学
附
属
福
山
高
等
学
校
二
〇
〇
五
年
度
の
高
校
2
年
生
を
対
象
に
実

施
し
た
'
主
教
材
と
し
て
r
枕
草
子
」
を
取
上
げ
た
実
践
か
ら
報
告
す
る
。

r
枕
草
子
j
　
の
内
容
は
一
般
的
に
'
随
想
的
章
段
'
類
栄
的
章
段
へ
日
記
的

章
段
と
分
類
・
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
が
は
っ
き
り
し
て
い

る
の
で
授
業
で
扱
い
や
す
-
も
あ
る
が
t
 
r
枕
草
子
』
全
体
の
統
1
を
求
め
よ
う

と
す
る
と
焦
点
が
定
ま
り
に
-
-
も
あ
る
。
そ
う
い
う
多
様
性
を
持
っ
た
作
品

で
も
あ
る
。

実
は
こ
の
よ
う
な
多
様
性
・
ま
と
め
に
-
い
拡
散
性
と
も
言
え
る
も
の
は
'

そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
る
の
か
と
い
う
「
問
い
」
を
含
ん
で
お
-
'

授
業
を
組
み
立
て
る
上
で
の
大
き
な
要
素
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

無
論
'
国
語
の
授
業
は
研
究
者
養
成
講
座
で
は
な
い
の
で
'
専
門
的
な
内
容
や

考
察
に
入
り
込
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
へ
ま
た
'
反
対
に
放
恋
な
読
み
を
さ

せ
る
も
の
で
も
な
い
。
あ
く
ま
で
も
正
確
な
解
釈
に
基
づ
い
た
上
で
の
「
問
い
」

の
設
定
で
あ
り
'
そ
れ
は
教
材
の
選
定
や
単
元
の
構
成
に
よ
っ
て
妥
当
性
が
担

保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
単
元
に
関
し
て
言
え
ば
t
 
F
枕
草
子
]
類
朱
的
章
段
な
ど
に
表
わ
さ
れ
て

い
る
作
者
清
少
納
言
の
鋭
い
観
察
眼
や
人
間
性
と
'
日
記
的
章
段
な
ど
に
見
ら

れ
る
女
房
像
と
の
問
に
'
何
ら
か
の
関
連
あ
る
い
は
断
絶
を
見
出
そ
う
と
す
る

の
は
'
決
し
て
的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
o
 
r
枕
草
子
j
　
に
お
い
て
'
類
罪
的
章

段
と
日
記
的
章
段
と
の
対
比
・
対
応
関
係
か
ら
作
者
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う

枠
組
み
を
設
定
し
て
'
次
の
よ
う
な
構
想
で
授
業
を
計
画
し
た
。

I
　
『
枕
草
子
]
個
々
の
章
段
や
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
つ
い
て
へ
重
ね
合
わ
せ

比
べ
る
こ
と
で
'
作
品
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
'
対
比
・
対
応

の
軸
を
自
ら
発
見
し
て
'
作
者
と
し
て
の
清
少
納
言
に
つ
い
て
考
え
る
。

Ⅱ
　
『
枕
草
子
』
の
内
容
に
関
し
て
'
異
な
る
視
点
と
し
て
「
大
鏡
?
『
栄
花

物
語
」
を
重
ね
合
わ
せ
比
べ
る
こ
と
で
'
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
明
ら
か
に

す
る
。
ま
た
'
対
比
・
対
応
の
軸
を
自
ら
発
見
し
て
t
 
r
枕
草
子
」
　
の
作

者
と
し
て
の
清
少
納
言
に
つ
い
て
考
え
る
。

Ⅲ
　
F
枕
草
子
l
内
に
お
け
る
対
比
へ
ま
た
t
 
r
大
鏡
J
 
r
栄
花
物
語
j
と
の
対

比
か
ら
'
清
少
納
言
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
を
受
け
止
め
'
清
少
納

言
の
意
図
に
答
え
る
。

取
上
げ
た
主
な
教
材
は
以
下
の
通
り
。
実
施
時
間
数
は
約
三
五
時
間
で
'
二

学
期
か
ら
三
学
期
に
か
け
て
実
施
し
た
。

『
枕
草
子
j
か
ら

す
さ
ま
じ
き
も
の
・
ね
た
き
も
の
・
む
と
く
な
る
も
の
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宮
に
初
め
て
参
り
た
る
頃
・
大
納
言
殿
参
り
給
ひ
て
・
中
納
言
参
り
給
ひ

て
・
関
白
殿
黒
戸
よ
-
・
細
殿
に
ぴ
ん
な
き
人
・
五
月
ば
か
り
月
も
無

う
二
1
月
つ
ご
も
り
頃
に
・
大
進
生
昌
が
家
に

r
大
鏡
j
　
か
ら

道
長
伝
(
冒
頭
部
・
伊
周
と
の
競
弓
-
一
学
期
教
育
実
習
)

『
栄
花
物
語
』
　
か
ら

み
は
て
ぬ
夢
・
捕
々
の
別
れ
・
と
り
べ
野
(
道
隆
道
兼
死
去
へ
道
長
関
白

就
任
'
花
山
院
襲
撃
へ
伊
周
隆
家
配
流
へ
定
子
死
去
)

三
　
授
業
の
実
際
-
生
徒
の
　
「
学
習
記
録
」
か
ら
I

実
際
の
授
業
を
す
る
に
あ
た
っ
て
心
が
け
た
の
は
'
叙
述
内
容
を
正
確
に
読

み
取
る
こ
と
と
'
「
問
い
」
と
「
答
え
」
と
の
対
応
に
よ
っ
て
へ
生
徒
を
作
者
・

語
り
手
と
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

授
業
の
様
子
を
'
単
元
の
流
れ
に
従
っ
て
へ
生
徒
の
「
学
習
記
録
」
の
記
述

か
ら
の
抜
粋
で
示
す
。
(
※
は
金
子
に
よ
る
)

I
 
r
枕
草
子
』
　
か
ら
'
「
問
い
」
を
発
見
す
る
。

学
習
記
鑓
①
『
枕
草
子
D
 
r
宮
に
初
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
」

清
少
納
言
は
'
今
ま
で
学
習
し
て
き
た
類
朱
的
章
段
で
は
'
普
通
は
人
が
話

題
に
し
な
い
よ
う
な
聞
こ
え
の
悪
い
も
の
で
も
取
上
げ
た
り
'
思
う
こ
と
を
遠

慮
無
-
ズ
ケ
ズ
ケ
言
う
タ
イ
プ
の
女
だ
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
へ
　
こ
の
日
記

的
章
段
で
は
何
か
雰
囲
気
が
違
う
よ
う
だ
.
今
日
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
は
'
「
恥

づ
か
し
」
「
理
無
し
」
「
目
映
し
」
な
ど
と
自
分
の
心
情
を
表
現
し
、
初
め
て
の

宮
仕
え
の
緊
張
や
混
乱
が
よ
-
伝
わ
っ
て
-
る
。
(
中
略
)
清
少
納
言
が
'
な
ん

だ
か
弱
々
し
-
て
控
え
め
な
'
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
か
た
ま
り
の
よ
う
な
印
象

を
受
け
る
。

学
習
記
録
②
『
枕
草
子
」
　
「
宮
に
初
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
」

類
朱
的
章
段
で
は
評
判
の
悪
か
っ
た
清
少
納
言
で
す
が
'
「
宮
に
初
め
て
参

り
た
る
こ
ろ
」
に
入
っ
て
か
ら
は
'
今
の
と
こ
ろ
私
の
中
で
は
「
恥
ず
か
し
が

り
屋
の
お
と
な
し
い
人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
。
今
日
読
ん
で
い
て
「
さ

す
が
」
と
思
っ
た
の
は
、
「
い
か
で
下
り
な
む
～
さ
す
が
に
ゆ
か
し
き
な
め
-
」

の
部
分
で
す
。
ど
う
に
か
し
て
こ
の
場
を
離
れ
て
し
ま
い
た
い
と
思
い
な
が
ら

も
好
奇
心
を
抑
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
清
少
納
言
自
身
の
姿
が
描
か
れ
て
い
て
へ

こ
の
好
奇
心
な
-
し
て
は
人
を
引
き
つ
け
る
文
章
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
だ
ろ
う
L
t
　
こ
う
い
う
清
少
納
言
は
類
衆
的
章
段
で
お
な
じ
み
の
姿
で
し
た
.

※
r
枕
草
子
」
中
の
記
事
を
比
べ
読
み
す
る
こ
と
で
「
問
い
」
を
発
見
す
る
t

と
い
う
過
程
で
あ
る
。
「
宮
に
初
め
て
参
り
た
る
頃
」
は
'
清
少
納
言
が
登

場
人
物
と
語
り
手
と
い
う
二
重
の
構
造
で
表
わ
れ
て
く
る
問
題
の
章
段
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
分
析
的
な
テ
ー
マ
は
'
そ
れ
自
体
を
直
接
的
に
取
り

上
げ
る
の
で
は
な
-
'
類
従
的
章
段
と
重
ね
合
わ
せ
る
中
で
生
徒
自
身
が

「
問
い
」
と
し
て
見
出
す
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
。

学
習
記
錦
③
F
枕
草
子
」
　
「
中
納
言
参
り
給
ひ
て
」

今
回
の
文
章
で
は
「
枕
草
子
」
の
新
し
い
登
場
人
物
と
し
て
中
納
言
隆
家
が

出
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
扇
の
す
ば
ら
し
さ
を
う
ま
く
表
現
で
き
な
い
隆
家
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に
代
わ
っ
て
'
清
少
納
言
が
横
か
ら
気
の
利
い
た
こ
と
を
言
っ
て
あ
げ
る
t
と

い
う
よ
う
に
'
清
少
納
言
の
教
養
の
高
さ
が
よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
同
時
に
へ

そ
ん
な
隆
家
の
梯
子
に
イ
ラ
イ
ラ
し
て
つ
い
口
出
し
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の

は
'
彼
女
の
性
格
を
よ
-
表
わ
し
て
い
る
所
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

と
'
読
ん
で
き
て
、
文
章
の
末
尾
に
「
〓
つ
な
落
と
し
そ
』
と
言
へ
ば
い

か
が
は
せ
む
」
と
あ
る
部
分
で
'
改
め
て
今
読
ん
で
い
る
文
章
が
'
「
日
記
的

草
段
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
時
代
背
景
の
違
い
や
定
子
や

伊
周
な
ど
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
は
っ
き
り
し
た
人
た
ち
が
出
て
く
る
た
め
に
へ
　
ま

る
で
平
安
時
代
の
宮
中
を
舞
台
に
し
た
小
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
'
つ
い
つ
い

読
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
作
者
の
描
写
・
表
現
力
が
'
そ
ん
な
誤
解
を
さ
せ
る
ほ

ど
に
優
れ
て
い
た
'
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

学
習
記
録
④
r
枕
草
子
」
　
「
関
白
殿
黒
戸
よ
り
」

女
房
達
に
も
気
軽
に
声
を
か
け
る
道
隆
は
'
そ
こ
ら
へ
ん
に
い
る
オ
ヤ
ジ
と

一
緒
か
と
思
っ
て
い
た
ら
'
今
日
の
内
容
で
道
隆
の
す
ご
さ
が
表
れ
て
い
た
。

清
少
納
言
は
'
二
つ
の
場
面
で
道
隆
を
評
価
し
て
い
る
0
　
1
つ
め
は
'
ご
く
私

的
な
場
面
。
道
隆
の
沓
を
準
備
す
る
伊
周
を
は
め
'
そ
の
伊
周
に
世
話
を
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
結
果
的
に
は
道
隆
を
は
め
て
い
る
。
そ
の
場
の
ム
ー
ド
も
'

「
い
ろ
い
ろ
の
袖
口
し
て
」
と
い
う
表
現
か
ら
'
視
覚
的
に
も
柔
ら
か
さ
暖
か

さ
が
伝
わ
っ
て
-
る
描
写
だ
。
1
方
'
公
的
な
場
面
で
も
道
隆
は
賛
美
さ
れ
て

い
る
o
 
I
つ
め
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
明
る
さ
で
は
な
く
'
白
里
一
モ
ノ
ト
ー
ン
の

引
き
締
ま
っ
た
色
彩
の
中
で
'
権
力
者
道
隆
の
堂
々
と
し
た
様
子
が
措
か
れ
て

い
る
。
野
心
家
で
実
力
も
あ
る
道
長
を
前
に
し
て
'
態
度
を
変
え
ず
気
合
い
だ

け
で
道
長
を
負
か
し
て
い
る
。
こ
の
前
後
す
る
二
つ
の
場
面
は
'
内
容
は
違
う

が
文
章
の
構
造
は
同
じ
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
二
つ
書
い
て
あ
る
の
は
'
中
開
自

フ
ァ
ミ
リ
ー
の
観
察
者
で
あ
る
清
少
納
言
と
し
て
は
1
つ
も
書
き
漏
ら
す
わ
け

に
は
い
か
な
い
t
　
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

※
「
中
関
白
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
は
'
「
大
納
言
殿
参
-
給
ひ
て
」
以
下
'
道

隆
・
伊
周
・
隆
家
な
ど
人
物
に
焦
点
を
当
て
た
章
段
を
読
み
重
ね
る
授
業

の
中
で
定
着
し
て
き
た
用
語
。
こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
な
ど
叙
述
内
容
に

親
し
み
を
持
つ
一
方
で
'
先
に
生
徒
自
ら
が
獲
得
し
た
「
問
い
」
の
視
点

を
用
い
て
対
象
化
し
て
読
む
こ
と
を
心
が
け
た
。

Ⅱ
　
r
枕
草
子
』
を
外
か
ら
見
て
へ
　
「
問
い
」
を
発
見
す
る
。

学
習
記
録
⑤
r
栄
花
物
語
]
　
「
み
は
て
ぬ
夢
」

関
白
の
地
位
を
期
待
し
て
い
た
伊
周
だ
っ
た
が
'
実
際
に
関
白
に
な
っ
た
の

は
叔
父
道
兼
で
あ
っ
た
。
し
か
し
道
兼
は
就
任
後
わ
ず
か
六
日
で
亡
く
な
っ
た
。

再
び
好
機
の
め
ぐ
っ
て
き
た
伊
周
は
'
ま
た
期
待
し
た
。
し
か
し
そ
の
期
待
は

叔
父
道
長
に
よ
っ
て
ま
た
も
や
打
ち
砕
か
れ
た
。
そ
れ
で
も
め
げ
ず
に
「
さ
り

と
も
」
と
思
っ
て
い
る
伊
周
は
'
ば
か
ば
か
し
い
と
い
う
よ
り
も
哀
れ
に
さ
え

思
え
て
し
ま
う
.
r
枕
草
子
l
で
'
あ
の
毒
舌
女
の
清
少
納
言
か
ら
絶
賛
さ
れ
て

い
た
伊
周
な
の
に
三
栄
花
物
語
』
で
は
と
て
も
さ
え
な
い
男
の
よ
う
に
措
か
れ

て
い
る
。
な
ぜ
'
清
少
納
言
は
'
こ
ん
な
彼
澗
万
丈
の
お
も
し
ろ
い
内
容
を
書

か
な
か
っ
た
の
か
。

学
習
記
録
⑥
r
栄
花
物
語
」
　
「
と
り
べ
野
」

定
子
と
そ
の
一
族
に
対
し
て
は
'
清
少
納
言
の
あ
の
批
評
精
神
は
働
か
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
精
神
状
況
か
ら
考
え
る
と
'
清
少
納
言
は

中
開
自
家
の
没
落
を
描
-
こ
と
は
'
定
子
の
魂
を
冒
涜
す
る
こ
と
で
あ
る
か
の
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よ
う
に
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
.
ま
た
へ
買
い
彼
女
な
ら
へ
自
分
の
書
い
た

r
枕
草
子
」
が
人
々
に
読
み
継
が
れ
る
こ
と
を
予
測
で
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
世

間
で
は
'
皆
へ
中
開
自
家
の
没
落
ば
か
り
を
騒
い
で
い
る
な
か
に
あ
っ
て
'
中

開
自
家
に
仕
え
た
者
と
し
て
は
'
自
分
に
し
か
で
き
な
い
　
「
栄
花
の
記
録
」
を

残
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
枕
草
子
』
は
'
清
少
納
言
の
願
望
的
要
素
の
色
濃

い
あ
る
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
か
も
し
れ
な
い
O
そ
れ
が
　
r
大
錠
L
　
や
r
栄

花
物
語
」
と
大
き
-
異
な
る
点
で
あ
り
'
魅
力
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
だ

け
悲
し
い
現
実
に
直
面
し
た
彼
女
は
'
何
か
絶
対
的
な
も
の
の
存
在
を
求
め
て

い
た
。
客
観
的
な
描
写
の
　
「
栄
花
物
語
」
と
比
べ
て
読
む
こ
と
で
'
清
少
納
言

の
人
間
性
が
前
よ
-
も
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

※
こ
こ
で
一
端
　
「
枕
草
子
』
　
か
ら
離
れ
て
　
『
栄
花
物
語
」
　
に
テ
キ
ス
ト
を
移

行
し
た
。
r
栄
花
物
語
」
独
自
の
視
点
や
自
体
の
価
値
に
つ
い
て
は
へ
探
入

-
は
し
な
か
っ
た
.
1
学
期
に
教
育
実
習
生
の
扱
っ
た
　
r
大
続
」
　
「
南
院

の
競
射
」
と
合
わ
せ
て
へ
　
「
枕
草
子
」
　
の
対
象
物
と
し
の
扱
い
で
あ
り
ち

「
客
観
的
描
写
の
」
と
い
う
生
徒
の
言
葉
は
'
そ
の
事
情
の
表
れ
で
あ
る
。

ほ
か
に
'
生
徒
の
受
け
止
め
方
と
し
て
'

・
「
r
栄
花
物
語
」
　
に
中
宮
定
子
が
描
か
れ
て
い
る
場
所
が
あ
れ
ば
'
ち
ょ
っ

と
恐
ろ
し
い
気
も
し
ま
す
が
'
読
ん
で
み
た
い
で
す
。
」

・
「
僕
た
ち
は
定
子
を
知
っ
て
い
る
か
ら
へ
授
業
(
註
・
定
子
逝
去
の
場
面
)

が
終
わ
っ
た
と
き
に
は
思
わ
ず
ほ
っ
と
し
て
し
ま
っ
た
。
伊
周
や
隆
家
に

と
っ
て
は
'
本
当
に
涙
が
い
-
ら
あ
っ
て
も
足
-
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し

か
し
'
冷
静
に
考
え
る
と
'
中
開
自
家
が
没
落
し
て
か
ら
は
'
定
子
の
顔

に
は
死
相
が
表
れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
必
然
的
な
死
だ
っ
た

の
だ
。
」

な
ど
の
情
緒
的
'
物
語
の
感
想
的
内
容
が
見
ら
れ
た
が
'
こ
れ
は
少
な
-

と
も
　
r
枕
草
子
l
　
の
叙
述
内
容
が
定
着
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

Ⅲ
　
r
枕
草
子
」
　
の
中
に
'
「
問
い
」
を
発
見
し
'
「
答
え
」
　
る
。

学
習
記
録
⑦
r
r
枕
草
子
」
　
「
五
月
ば
か
り
月
も
な
う
」

毎
日
泣
い
て
過
ご
し
て
い
る
は
ず
の
定
子
が
登
場
し
た
。
「
あ
あ
へ
　
「
枕
草

子
]
な
ん
だ
O
」
と
ほ
っ
と
す
る
。
定
子
が
「
さ
る
こ
と
や
あ
り
し
」
と
尋
ね

る
と
'
清
少
納
言
は
と
ぼ
け
て
「
何
と
も
知
ら
で
侍
り
L
を
'
行
成
の
朝
臣
の

と
り
な
し
た
る
に
や
侍
ら
む
」
と
答
え
る
あ
た
り
へ
た
ま
に
は
素
直
に
「
は
い

そ
う
で
す
」
と
言
え
よ
t
と
突
っ
込
み
た
-
な
る
の
は
'
『
枕
草
子
』
　
に
ど
っ

ぷ
-
と
つ
か
り
す
ぎ
た
せ
い
だ
ろ
う
か
。
さ
て
へ
　
そ
の
返
答
に
対
し
て
定
子
は

「
う
ち
笑
ま
せ
給
」
う
の
で
あ
る
。
久
し
ぶ
り
に
笑
っ
た
定
子
だ
が
'
あ
と
何

度
こ
ん
な
昔
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
出
て
-
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
と
t
な
ん
だ

か
す
っ
き
り
と
読
み
切
れ
た
感
じ
が
し
な
か
っ
た
。

学
習
記
録
⑧
r
枕
草
子
』
　
r
二
月
つ
ご
も
り
こ
ろ
に
」

「
五
月
ば
か
り
」
と
同
様
に
'
清
少
納
言
が
中
宮
定
子
に
代
わ
っ
て
機
知
教
養

を
披
露
す
る
話
だ
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
構
図
は
'
「
栄
花
物
語
』
を
読
む

前
に
学
習
し
た
コ
呂
に
初
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
』
や
『
大
納
言
殿
参
-
給
ひ
て
』

な
ど
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
枕
草
子
」
の
中
で
'
機
知
教
養
を
発
揮
し

華
や
か
さ
を
演
出
す
る
役
目
が
'
中
開
自
家
の
衰
退
を
境
目
と
し
て
'
定
子
や

伊
周
の
中
開
自
フ
ァ
ミ
リ
ー
か
ら
清
少
納
言
自
身
に
移
り
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。

清
少
納
言
が
　
「
枕
草
子
』
を
い
つ
書
い
た
の
か
不
明
だ
が
'
定
子
の
死
後
に
書

い
た
の
だ
と
仮
定
す
れ
ば
'
清
少
納
言
が
大
好
き
な
中
開
自
家
の
衰
退
を
ふ
ま
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え
た
上
で
'
そ
れ
を
全
く
感
じ
さ
せ
な
い
　
「
書
き
方
」
を
し
て
い
る
の
だ
と
思

う
。
そ
の
当
時
の
辛
い
空
気
の
中
で
'
か
つ
て
の
華
や
か
さ
を
取
り
戻
そ
う
と

し
て
ム
ー
ド
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
必
死
に
な
っ
て
い
る
登
場
人
物
清
少
納
言
の

姿
が
'
事
後
に
「
楽
し
い
中
開
自
家
」
を
記
録
に
留
め
よ
う
と
冷
静
に
筆
を
執
っ

て
い
る
作
者
清
少
納
言
の
姿
と
同
時
に
感
じ
ら
れ
る
。
『
枕
草
子
』
学
習
も
終
わ

り
に
近
づ
い
て
き
て
'
自
分
の
中
で
は
だ
い
ぶ
消
化
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。※

こ
こ
で
再
び
テ
キ
ス
ト
を
　
F
枕
草
子
L
　
に
戻
し
た
。
『
枕
草
子
』
記
事
に

は
年
代
が
確
定
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
が
'
「
五
月
ば
か
り
月
も
無
う
」

「
二
月
つ
ご
も
り
頃
に
」
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
は
'
道
隆
死
去
に
よ
る

中
開
自
家
没
落
後
の
出
来
事
と
し
て
位
置
づ
け
て
授
業
で
取
り
扱
っ
た
。

学
習
記
録
⑦
の
生
徒
が
「
な
ん
だ
か
す
っ
き
-
と
読
み
切
れ
た
感
じ
が
し

な
か
っ
た
」
と
言
い
'
⑧
の
生
徒
が
「
自
分
の
中
で
は
だ
い
ぶ
消
化
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
'
実
は
同
じ
郡
な
の
で
あ

ろ
う
。
学
習
記
録
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
⑦
の
生
徒
は
叙
述

内
容
を
理
解
し
た
上
で
の
「
問
い
」
が
立
っ
て
い
る
こ
と
を
「
す
っ
き
り

と
読
み
切
れ
た
感
じ
が
し
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
「
問
い
」
が
立
っ
た
と
い
う
側
か
ら
説
明
し
て
い
る
の
が
⑧

の
生
徒
で
あ
る
。

学
習
記
録
⑨
r
枕
草
子
し
　
「
大
道
生
昌
が
家
に
」

定
子
は
泣
い
て
い
て
も
お
か
し
-
な
い
状
況
で
あ
る
が
'
意
外
な
こ
と
に

笑
っ
て
い
る
(
と
記
述
さ
れ
て
い
る
)
。
清
少
納
言
が
強
引
に
'
定
子
が
笑
う
状

況
を
作
り
だ
し
た
の
だ
が
'
私
に
は
ち
ょ
っ
と
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

そ
も
そ
も
す
ご
い
勢
い
で
転
が
り
落
ち
て
ゆ
-
中
開
自
家
を
「
楽
し
-
」
書
こ

う
と
す
る
こ
と
自
体
に
'
相
当
の
無
理
が
あ
る
。
そ
の
無
理
を
'
清
少
納
言
が

文
才
で
も
っ
て
ど
う
ね
じ
伏
せ
て
ゆ
く
の
か
'
そ
れ
を
楽
し
み
に
読
ん
で
ゆ
こ

I
S学

習
記
録
⑩
r
枕
草
子
]
　
「
大
進
生
昌
が
家
に
」

清
少
納
言
は
生
昌
に
対
し
て
わ
ざ
と
突
っ
か
か
る
よ
う
に
皮
肉
め
い
た
言
い

方
を
し
て
笑
い
を
と
り
'
そ
の
場
を
和
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

さ
て
'
次
は
い
よ
い
よ
当
主
生
昌
が
出
て
き
て
'
清
少
納
言
が
'
あ
の
行
成
や

公
任
と
互
角
以
上
に
渡
り
合
っ
た
機
知
教
養
の
持
ち
主
だ
と
も
知
ら
ず
に
'
戦

お
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
清
少
納
言
が
'
い
っ
た
い
ど
ん
な
機
知
教
養
を

も
っ
て
返
答
す
る
の
か
へ
彼
女
の
個
人
的
な
怒
り
も
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
'

楽
し
み
な
の
は
私
だ
け
で
は
な
く
へ
　
平
安
時
代
当
時
の
人
々
も
面
自
-
読
ん
だ

に
違
い
な
い
。
中
開
自
家
の
没
落
が
暗
く
悲
し
く
書
か
れ
て
い
た
『
栄
花
物
語
』

に
比
べ
て
t
 
F
枕
草
子
」
　
で
は
す
ご
-
テ
ン
ポ
よ
-
話
が
進
ん
で
ゆ
き
ま
す
。

き
っ
と
'
清
少
納
言
が
す
ご
-
考
え
て
番
い
た
ん
だ
と
思
う
と
'
彼
女
の
健
気

さ
が
伝
わ
っ
て
き
て
'
内
容
が
作
-
話
か
ど
う
か
な
ん
て
気
に
な
ら
な
-
な
っ

て
き
ま
し
た
。

※
こ
の
段
階
に
-
る
と
生
徒
た
ち
は
'
自
ら
立
て
た
「
問
い
」
　
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
視
点
に
基
づ
い
て
'
『
枕
草
子
」
を
読
ん
で
い
る
。
テ
キ
ス
ト

に
見
ら
れ
る
'
清
少
納
言
の
登
場
人
物
と
し
て
と
語
り
手
と
し
て
の
二
重

構
造
を
理
解
し
て
作
品
を
対
象
化
し
て
お
り
'
ま
た
作
者
を
相
対
化
し
て

捉
え
て
い
る
点
が
'
単
元
当
初
の
「
宮
に
初
め
て
参
り
た
る
頃
」
で
の
学
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習
か
ら
の
深
化
で
あ
る
。

四
　
授
業
の
ま
と
め
-
生
徒
の
作
文
か
ら
-

単
元
の
ま
と
め
と
し
て
'
生
徒
が
作
者
・
語
り
手
と
の
向
き
合
う
姿
勢
を
示

し
た
典
型
的
な
も
の
を
'
生
徒
の
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
か
ら
抜
粋
し
て
示
す
。

タ
イ
ト
ル
は
生
徒
自
身
に
よ
る
。

生
徒
レ
ポ
ー
ト
①
「
書
く
こ
と
の
哲
学
」

中
開
自
家
は
清
少
納
言
の
全
て
だ
っ
た
の
だ
。
彼
女
も
'
中
開
自
家
の
没
落

に
涙
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
'
彼
女
は
常
に
笑
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
強
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
わ
れ
は
め
」
と
言
わ
れ
よ

う
と
も
'
中
開
自
家
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
機
知
機
転
は
'
世
論
と
戦

う
唯
1
の
武
器
だ
っ
た
.
彼
女
に
と
っ
て
'
中
開
自
家
の
名
誉
は
自
分
の
名
誉
。

生
き
る
も
死
ぬ
も
一
緒
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
現
に
へ
定
子
の
死
後
'
彼
女
は
華

や
か
な
宮
中
世
界
に
姿
を
現
わ
し
て
い
な
い
。
彼
女
に
と
っ
て
'
「
書
-
」
と
い

う
こ
と
は
'
自
分
の
全
て
を
か
け
た
'
現
実
と
の
戦
い
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
中
開
自
家
の
没
落
と
い
う
現
実
と
は
か
け
粧
れ
て
い
よ
う
が
構
わ
ず
に
'

主
観
的
で
'
こ
び
へ
つ
ら
わ
ず
'
他
者
に
同
情
も
求
め
な
い
　
r
枕
草
子
』
か
ら

は
'
彼
女
の
強
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
に
と
っ
て
「
書
-
」

と
い
う
こ
と
は
事
実
を
つ
た
え
る
た
め
の
手
段
で
は
な
い
。
従
っ
て
へ
他
者
か

ら
評
価
さ
れ
る
筋
合
い
の
も
の
で
も
な
い
。
自
分
に
と
っ
て
の
真
実
を
表
わ
す

も
の
で
あ
り
'
思
う
に
'
「
生
き
る
」
と
い
う
も
の
も
そ
う
い
う
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

生
徒
レ
ポ
ー
ト
②
F
枕
草
子
l
　
の
言
葉

現
代
の
私
た
ち
は
文
字
を
使
い
へ
言
葉
を
使
う
。
時
代
の
発
展
と
共
に
よ
り

便
利
に
よ
り
簡
単
に
文
字
を
言
葉
を
使
い
'
文
章
を
作
る
機
会
が
増
え
て
い
る

け
れ
ど
も
'
一
方
で
は
チ
ャ
ッ
ト
や
掲
示
板
の
よ
う
に
'
言
葉
を
使
い
捨
て
商

品
の
よ
う
に
次
々
と
消
費
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
な
状
況
も
あ
る
。
わ
か
り
や

す
さ
を
求
め
る
社
会
に
迎
合
し
て
'
既
成
の
も
の
の
ア
レ
ン
ジ
だ
け
に
止
ま
っ

て
い
る
気
が
す
る
。
一
方
へ
「
枕
草
子
」
に
は
'
不
遇
の
定
子
を
元
気
づ
け
よ
う
'

偶
像
化
し
よ
う
と
い
う
強
い
書
芸
心
が
あ
る
。
そ
の
意
志
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ

た
　
『
枕
草
子
』
　
に
は
'
例
え
ば
「
を
か
し
」
が
表
わ
す
意
味
内
容
な
ど
に
'
言

兼
の
可
能
性
の
広
が
り
を
感
じ
る
。
こ
れ
は
清
少
納
言
の
教
養
や
機
転
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
'
彼
女
の
強
い
意
志
や
動
機
に
基
づ
い
た
も
の
だ
と
私
は
思
う
。

※
右
の
二
例
以
外
に
も
多
-
の
生
徒
が
'
古
典
の
読
解
を
古
典
の
世
界
の
中

だ
け
で
完
結
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
'
書
く
こ
と
表
現
す
る
こ
と
の

意
味
や
価
値
'
現
代
の
私
た
ち
の
問
題
と
し
て
の
言
葉
の
あ
り
よ
う
な
ど

の
'
生
徒
自
身
の
問
題
に
テ
ー
マ
を
拡
げ
て
思
考
を
深
め
て
い
っ
た
。

五
　
お
わ
り
に
-
生
徒
の
読
み
の
更
新
を
め
ざ
し
て
-

今
回
の
単
元
展
開
の
中
で
'
「
読
ん
で
一
番
印
象
に
残
っ
た
・
面
白
か
っ
た
章

段
」
を
生
徒
に
尋
ね
る
と
'
学
年
二
〇
二
名
中
八
三
名
が
「
大
進
生
昌
が
家
に
」

を
挙
げ
て
い
る
o
こ
の
草
段
は
'
他
の
日
記
的
牽
段
に
比
し
て
'
地
味
で
陰
閑

あ
る
章
段
で
あ
る
。
4
割
以
上
も
の
生
徒
が
こ
の
章
段
を
「
印
象
に
残
っ
た
・

面
白
か
っ
た
」
と
し
て
選
ん
で
い
る
の
は
'
後
半
の
ま
と
め
近
-
に
扱
っ
た
た

め
に
印
象
が
鮮
明
で
あ
る
か
ら
へ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
生
徒
の
記
し
た
理
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由
か
ら
見
て
も
t
 
r
枕
草
子
」
内
に
お
け
る
類
朱
的
章
段
と
日
記
的
串
段
と
の
対

比
や
'
『
枕
草
子
』
と
『
大
鏡
し
『
栄
花
物
語
』
と
の
対
比
か
ら
'
作
者
清
少
納

言
の
意
図
を
自
分
な
り
に
受
け
止
め
て
お
り
'
た
だ
作
品
の
叙
述
内
容
を
ト

レ
ー
ス
す
る
と
い
う
段
階
を
越
え
た
批
評
的
な
視
点
を
持
っ
て
読
ん
で
い
る
。

単
冗
構
成
'
授
業
の
目
的
と
し
て
の
'
生
徒
が
思
考
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
問

い
」
を
立
て
へ
そ
の
「
問
い
」
と
「
答
え
」
と
の
対
応
の
中
で
'
作
者
へ
の

「
問
い
」
が
自
ら
の
「
問
い
」
と
な
る
と
い
う
読
み
の
出
発
点
に
立
つ
こ
と
は

で
き
た
の
で
あ
ろ
う
へ
と
考
え
る
。

(
広
島
大
学
附
属
福
山
中
高
等
学
校
)




