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一
、
は
じ
め
に

　
「
日
本
で
学
ぶ
、
日
本
を
学
ぶ
」

―
外
国
人
に
向
け
た
日
本
へ
の
留
学
を

誘
う
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
は
な
い
が
、
日
本
に
い
な
が
ら
、
ま
だ
ま
だ
日
本
の

こ
と
を
知
ら
な
い
と
感
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
世
間
で
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
」
や
「
多
様
化
社
会
」
が
叫
ば
れ
、「
日
本
を
学
ぶ
」
と
い
う
と
、
そ
れ
は

伝
統
文
化

―
主
に
歌
舞
伎
や
落
語
あ
る
い
は
能
や
狂
言
、
茶
道
な
ど

―
を

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
に
よ
る
体
験
型
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
広
く
提
供
す
る
時
に
も
用

い
ら
れ
る
。

　

一
方
、
日
本
古
典
文
学
に
関
し
て
は
世
界
基
準
で
研
究
が
進
ん
で
い
る
こ
と

は
こ
こ
数
年
、
顕
著
で
あ
る（
１
）。 

た
だ
し
、
日
本
古
典
文
学
に
ふ
れ
る
機
会
は

必
ず
し
も
現
代
に
お
い
て
は
多
く
は
な
く
、
む
し
ろ
教
育
現
場
で
の
授
業
内
に

限
ら
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
高
等
学
校
で
は
古
典
教
育
の
占
め
る
時
間
が
減
少
す
る
と
い
う（
２
）。 

こ
の
時
間
数
の
減
少
に
抗
う
こ
と
は
困
難
で
は
あ
ろ
う
が
、
貴
重
な
古
典
教
育

の
時
間
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
何
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

を
考
え
る
と
き
、
ひ
と
つ
の
指
針
と
し
て
は
古
典
文
学
の
研
究
成
果
と
教
育
・

指
導
内
容
の
よ
り
密
接
な
連
動
で
あ
る
。

　

以
下
、教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
古
典
教
材
『
枕
草
子
』「
う
つ
く
し
き
も
の
」

を
対
象
に
、
何
が
、
ど
う
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
論
じ
た
上
で
、
指
導

の
ポ
イ
ン
ト
の
〈
落
と
し
穴
〉
を
示
し
、
そ
の
見
直
し
と
し
て
「
読
む
こ
と
」

へ
の
方
向
性

―
〈
読
み
の
ベ
ク
ト
ル
〉

―
を
具
体
的
に
提
案
し
た
い
。
こ

の
こ
と
は
限
ら
れ
た
時
間
で
古
典
教
育
に
ふ
れ
る
場
合
に
大
切
な
観
点
と
な
ろ

う
。

『
枕
草
子
』「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
〈
落
と
し
穴
〉

　
　
―
類
聚
的
章
段
の
〈
読
み
の
ベ
ク
ト
ル
〉
―

中
田
幸
司

要
　
約

　
『
枕
草
子
』「
う
つ
く
し
き
も
の
」
に
言
語
学
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
列
叙
法
を
応
用
し
、〈
題
目
〉
と
〈
項
目
〉
の
か
か
わ
り
と
、〈
項
目
〉
の
機
能
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
た
、
現

行
の
高
等
学
校
古
典
教
育
に
お
い
て
問
わ
れ
る
「
共
通
性
」
の
読
み
取
り
に
は
大
切
な
前
提
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
提
起
し
、
多
様
化
社
会
に
お
け
る
古
典
教
育
に
資
す
る
新

た
な
〈
読
み
の
ベ
ク
ト
ル
〉
の
必
要
性
を
示
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
枕
草
子
、
類
聚
的
章
段
、
古
典
教
育
、〈
読
み
の
ベ
ク
ト
ル
〉

所
属
：
文
学
部
国
語
教
育
学
科 
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『枕草子』「うつくしきもの」の〈落とし穴〉

二
、『
枕
草
子
』
類
聚
的
章
段
の
研
究
史
上
の
問
題

　

研
究
史
上
、『
枕
草
子
』
を
広
め
、
か
つ
深
め
た
一
人
に
池
田
亀
鑑
が
い
る
。

池
田
が
『
枕
草
子
』
を
理
解
す
る
た
め
に
示
し
た
分
類
基
準
は
今
日
、
類
聚
的

章
段
・
随
想
的
章
段
・
日
記
的
章
段
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る（
３
）。

こ
れ
ら
の
分

類
基
準
は
有
効
な
点
も
多
い
が
、
分
類
す
る
こ
と
で
見
落
と
し
て
い
る
こ
と
も

あ
る
。
池
田
の
分
類
基
準
に
は
な
に
よ
り
章
段
の
認
識
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
だ
が
、
こ
の
章
段
に
関
し
て
も
問
題
が
残
る
。
そ
の
代
表
的
な
ひ

と
つ
が
章
段
の
区
分
で
あ
る
。
今
日
出
版
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
『
枕
草
子
』
を

確
認
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
高
等
学
校
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
る
「
う
つ
く

し
き
も
の
」
は
、

一
四
四
段
（ 

萩
谷
朴
・
日
本
古
典
集
成
、
渡
辺
実
・
新
日
本
古
典
文
学
大

系
）

一
四
五
段
（
松
尾
聰
・
永
井
和
子
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

一
四
六
段
（ 

田
中
重
太
郎
・
日
本
古
典
全
書
、
石
田
穣
二
・
角
川
ソ
フ
ィ

ア
庫
、
増
田
繁
雄
・
和
泉
叢
書
）

一
五
一
段
（
池
田
亀
鑑
・
岸
上
慎
二
・
秋
山
虔
、
日
本
古
典
文
学
大
系
）

一
五
五
段
（
榊
原
邦
彦
・
枕
草
子　

本
文
及
び
索
引
）

な
ど
と
揺
れ
が
あ
り
、
本
文
を
提
示
す
る
と
き
を
は
じ
め
、
章
段
の
区
分
を
比

較
す
る
と
き
に
は
注
意
を
要
す
る（
４
）。

そ
も
そ
も
章
段
は
便
宜
的
に
区
別
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
す
で
に
編
纂
者
・
校
注
者
の
ひ
と
つ
の
解
釈
が
示
さ
れ
た
結
果

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
章
段
の
区
切
り
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
あ
る

い
は
も
と
よ
り
、
章
段
と
は
何
で
あ
る
の
か
を
今
一
度
検
討
す
る
必
要
も
出
て

き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
近
時
、
津
島
知
明
が
「
も
と
よ
り
伝
本
に
は
第
何

段
と
い
う
区
分
は
な
い
」
と
し
「
章
段
集
合
」
と
い
う
捉
え
方
に
よ
り
複
数
の

連
続
し
た
「
章
段
群
」
を
対
象
に
日
記
的
章
段
を
論
じ
て
い
る（
５
）。
た
と
え
ば
類

聚
的
章
段
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
「
〜
は
」
型
・「
〜
も
の
」
型
に
分

類
で
き
る
が（
６
）、底

本
の
三
巻
本
は
「
〜
は
」
型
も
「
〜
も
の
」
型
も
「
章
段
群
」

を
作
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
確
認
で
き
、
本
稿
に
述
べ
る
「
う
つ
く
し

き
も
の
」も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
類
聚
的
章
段
に
つ
い
て
は
今
日
の
伝
本
に「
類

纂
本
」
が
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、『
枕
草
子
』
の
原
形
を
考
え
て
い
く
上
で

重
要
で
あ
る（

７
）。

　

ま
た
、
な
に
よ
り
も
随
想
的
・
日
記
的
章
段
と
比
べ
て
書
式
に
大
き
な
違
い

が
あ
る
の
が
類
聚
的
章
段
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
ま
か
に
い
え
ば
、
散
文

で
あ
り
な
が
ら
、
韻
文
と
し
て
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ

う
か
、「
い
つ
・
ど
こ
で
・
だ
れ
が
・
な
に
を
・
ど
う
し
た
・
な
ぜ
」
と
い
う

５
Ｗ
１
Ｈ
の
情
報
が
満
た
さ
れ
な
い
〈
余
白
〉
の
あ
る
叙
述
で
あ
る
。

　

特
に
、
冒
頭
に
示
さ
れ
る
「
〜
は
」・「
〜
も
の
」
は
〈
題
目
〉
の
よ
う
で
あ

り
、以
下
に
続
く
内
容
を
〈
項
目
〉
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る（
８
）。

こ
の
〈
題
目
〉

と
〈
項
目
〉
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
、
さ
ら
に
〈
項
目
〉
に
は
何
が
ど

う
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
が
古
典
教
育
に
お
い
て
ど
う
活
用

す
る
の
が
望
ま
し
い
の
か
を
述
べ
て
い
く
。

― 101（2）―



『論叢』玉川大学文学部紀要　第59号

三
、�

教
材
と
し
て
の
『
枕
草
子
』「
う
つ
く
し
き
も
の
」

―
「
共

通
性
」
を
問
う
こ
と

　

今
日
『
枕
草
子
』
は
広
く
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
古
典
文
学
の
研
究

史
か
ら
す
る
と
『
古
今
和
歌
集
』
や
『
伊
勢
物
語
』
あ
る
い
は
『
源
氏
物
語
』

に
比
べ
る
と
浅
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
も
の
の（
９
）、「

国
民
的
古
典
文
学
」
と
も

位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
主
と
し
て
古
典
教
育
に
よ
っ
て
生
徒
に
教
え
ら

れ
、
伝
え
ら
れ
、
読
み
継
が
れ
て
き
た
こ
と
で
広
く
人
々
に
浸
透
し
、「
春
は

あ
け
ぼ
の
」
の
初
段
は
メ
デ
ィ
ア
に
も
時
に
用
い
ら
れ
る）

10
（

。

　

こ
の『
枕
草
子
』を
古
典
教
育
に
お
い
て
教
科
書
に
よ
っ
て
学
ぶ
と
き
に
は
、

そ
の
単
元
の
時
間
に
も
限
り
が
あ
る
こ
と
や
、
学
ぶ
べ
き
項
目
が
多
岐
に
わ
た

る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
読
む
こ
と
」
に
よ
っ
て
思
考
す
る
こ
と
ば
か
り
に
時
間

を
費
や
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
自
ず
と
掲
載
さ
れ
る
章
段
も
限
ら

れ
、
時
に
は
途
中
で
授
業
を
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
の
が
実
状

で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
、『
枕
草
子
』
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
こ
と
も
一
方
で
は
必
要
で

あ
ろ
う
が
、
他
方
、
限
ら
れ
た
部
分
的
な
学
び
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
は
何
か
を

再
考
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
る
た
め
近
時
、
読
者
像

を
と
ら
え
な
お
す
姿
勢
が
示
さ
れ
、
読
み
の
姿
勢
を
新
た
に
す
る
提
唱
も
行
わ

れ
は
じ
め
た）

11
（

。
そ
の
結
果
、
必
ず
し
も
全
文
・
全
体
を
把
握
し
て
い
な
い
、
そ

の
部
分
的
な
範
囲
の
中
で
の
考
察
や
議
論
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
こ

よ
う
。

　

一
方
で
、
教
科
書
に
は
指
定
さ
れ
た
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま

に
限
ら
れ
た
条
件
の
下
で
は
こ
れ
ら
の
考
察
の
ポ
イ
ン
ト
は
よ
り
重
要
に
な
っ

て
こ
よ
う
。
そ
の
た
め
、
今
日
の
教
科
書
に
載
る
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
本

文
と
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
を
あ
げ
て
問
題
点
を
示
し
て
い
く）

12
（

。

　

う
つ
く
し
き
も
の　

瓜
に
か
き
た
る
ち
ご
の
顔
。
雀
の
子
の
ね
ず
鳴
き

す
る
に
を
ど
り
来
る
。
二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご
の
、
急
ぎ
て
這
ひ
来

る
道
に
、
い
と
小
さ
き
塵
の
あ
り
け
る
を
、
目
ざ
と
に
見
つ
け
て
、
い
と

を
か
し
げ
な
る
指
に
と
ら
へ
て
、
大
人
ご
と
に
見
せ
た
る
。
い
と
う
つ
く

し
。
頭
は
あ
ま
そ
ぎ
な
る
ち
ご
の
、
目
に
髪
の
お
ほ
へ
る
を
、
か
き
は
や

ら
で
、
う
ち
か
た
ぶ
き
て
物
な
ど
見
た
る
も
、
う
つ
く
し
。

　

大
き
に
は
あ
ら
ぬ
殿
上
童
の
、
装
束
き
た
て
ら
れ
て
あ
り
く
も
う
つ
く

し
。
を
か
し
げ
な
る
ち
ご
の
、
あ
か
ら
さ
ま
に
抱
き
て
、
遊
ば
し
う
つ
く

し
む
ほ
ど
に
、
か
い
つ
き
て
寝
た
る
、
い
と
ら
う
た
し
。

　

雛
の
調
度
。
蓮
の
浮
き
葉
の
い
と
小
さ
き
を
、池
よ
り
取
り
あ
げ
た
る
。

葵
の
い
と
小
さ
き
。
何
も
何
も
、
小
さ
き
も
の
は
み
な
う
つ
く
し
。

　

い
み
じ
う
白
く
肥
え
た
る
ち
ご
の
、
二
つ
ば
か
り
な
る
が
、
二
藍
の
薄

物
な
ど
、
衣
長
に
て
襷
結
ひ
た
る
が
、
這
ひ
出
で
た
る
も
、
ま
た
短
き
が

袖
が
ち
な
る
着
て
あ
り
く
も
、
み
な
う
つ
く
し
。
八
つ
九
つ
十
ば
か
り
な

ど
の
を
の
こ
子
の
、
声
は
幼
げ
に
て
文
よ
み
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
。

　

鶏
の
雛
の
、
足
高
に
、
白
う
を
か
し
げ
に
、
衣
短
な
る
さ
ま
し
て
、
ひ

よ
ひ
よ
と
か
し
が
ま
し
う
鳴
き
て
、
人
の
後
先
に
立
ち
て
あ
り
く
も
を
か

し
。
ま
た
親
の
、
と
も
に
連
れ
て
立
ち
て
走
る
も
、
み
な
う
つ
く
し
。
か

り
の
こ
。
瑠
璃
の
壺
。 

『
枕
草
子
』
第
一
四
五
段

― 100（3）―



『枕草子』「うつくしきもの」の〈落とし穴〉

　

こ
れ
ら
の
本
文
に
続
い
て
、
教
科
書
ご
と
に
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
が
示
さ
れ

る）
13
（

。
Ａ 

①
作
者
が
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
と
し
て
挙
げ
た
も
の
を
、
箇
条
書
き
に
し

よ
う
。
①
で
挙
げ
た
も
の
に
は
、ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
、考
え
よ
う
。

 

『
新
編
国
語
総
合
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
一
七
年
）

Ｂ 

本
文
で
「
う
つ
く
し
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
共
通
点
が
あ
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
ま
た
現
代
に
も
通
じ
る
感
じ
方

が
あ
る
か
ど
う
か
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

 

『
新
精
選
古
典
古
典
編
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
八
年
）

Ｃ 

「
大
き
に
は
あ
ら
ぬ
殿
上
童
」、「
い
み
じ
う
白
く
肥
え
た
る
児
の
、
二
つ
ば

か
り
な
る
」、「
八
つ
、
九
つ
、
十
ば
か
り
な
ど
の
男
児
」
に
共
通
す
る
「
う

つ
く
し
」
さ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

 

『
新
高
等
学
校
古
典
Ｂ
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
八
年
）

Ｄ 

作
者
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
「
う
つ
く
し
」
と
感
じ
て
い
る
の
か
、
整
理
し

て
み
よ
う
。
ま
た
そ
こ
か
ら
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
共
通
性
を
考
え
て
み

よ
う
。

 

『
高
等
学
校
改
訂
版
標
準
古
典
Ｂ
』（
第
一
学
習
社
、
二
〇
一
八
年
）

Ｅ 

１
「
短
き
が
袖
が
ち
な
る
」、「
衣
短
な
る
さ
ま
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ

う
な
様
子
を
い
う
の
か
、
説
明
し
て
み
よ
う
。

　

  

２
作
者
の
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
見
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、「
う
つ

く
し
き
も
の
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
物
事
の
共
通
点
か
ら
考
え
て
み
よ

う
。

 

『
新
探
求
古
典
Ｂ
古
典
編
』（
桐
原
書
店
、
二
〇
一
八
年
）

　

上
の
Ａ
〜
Ｅ
を
概
観
す
る
と
、
そ
の
傾
向
は
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
共
通
性
を
問
う
も
の
で
あ
る
（
一
部
は
具
体
的
な

対
象
を
示
す
も
の
も
あ
る（
Ｃ
））。
こ
の
共
通
点
・
共
通
性（
以
下「
共
通
性
」）

を
見
出
す
こ
と
に
は
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

四
、〈
項
目
〉
を
列
挙
す
る
こ
と

―
「
列
叙
法
」
を
ヒ
ン
ト
に

　

前
述
し
た
よ
う
に
類
聚
的
章
段
は
冒
頭
に
〈
題
目
〉
と
し
て
「
〜
も
の
」
と

提
示
さ
れ
、
こ
の
ひ
と
つ
の
〈
題
目
〉
に
応
じ
た
〈
項
目
〉
が
以
下
に
続
く
。

こ
の
と
き
、こ
の
〈
題
目
〉
と
〈
項
目
〉
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、

ま
た
、〈
項
目
〉か
ら
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
読
み
取
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
こ
に
「
問
い
」
と
「
答
え
」
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
〜
は
」
型
に
は
〈
主
語

的
題
目
〉
―
〈
述
語
的
項
目
〉、「
〜
も
の
」
型
に
は
〈
述
語
的
題
目
〉
―
〈
主

語
的
項
目
〉
を
見
る
こ
と
な
ど
が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た）

14
（

。

　

古
典
教
育
に
お
け
る
『
枕
草
子
』
類
聚
的
章
段
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ら
の

捉
え
方
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
こ
と
が
ら
を
抽
象
化
す
る
こ

と
で
も
あ
り
、他
の
事
象
に
応
用
で
き
る
汎
用
性
の
高
い
次
元
に
置
き
換
え
て
、

理
解
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
汎
用
性
の
高
い

見
方
と
し
て
、
日
本
語
学
に
お
い
て
は
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
観
点
か
ら
の

指
摘
が
あ
る）

15
（

。
多
門
靖
容
は
〈
題
目
〉
と
〈
項
目
〉
を
「
カ
テ
ゴ
リ
」
と
「
メ

ン
バ
」
と
し
て
把
握
し
た
。
こ
の
観
点
は
さ
ら
に
、レ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
「
列

叙
法
」
と
い
う
観
点
へ
と
継
承
さ
れ
、
森
雄
一
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
。
森

は
、

― 99（4）―
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類
似
性
を
も
と
に
メ
ン
バ
ー
を
列
挙
す
る
こ
と
で
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
形
成
を
見
て
、
そ
こ
に
表
現
者
の
比
喩
的
発
想
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る

と
多
門
の
論
を
と
ら
え
な
お
し
て
い
る
。
こ
の
「
比
喩
的
発
想
」
と
は
、
一
方

で
抽
象
的
な
事
象
を
具
体
的
に
し
て
い
く
こ
と
、
つ
ま
り
喩
え
て
い
く
こ
と
に

も
つ
な
が
る
が
、
森
の
指
摘
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
列
挙
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注
視
し
た
点
に
あ
る
。
森
は
そ
れ
を
「
列
叙
法
」
と
し
て
、
以
下
の

野
上
弥
生
子
の
用
例
に
そ
の
特
徴
を
読
み
取
る）

16
（

。

　

堀
川
の
一
条
通
り
に
近
い
空
地
の
、
は
じ
め
は
ほ
ん
の
二
、三
軒
の
露

店
が
い
っ
ぱ
し
の
市
場
に
な
っ
て
、
た
え
ず
景
気
の
よ
い
売
り
声
を
た
て

て
い
る
魚
屋
、
八
百
屋
、
鍋
釜
、
桶
、
ざ
る
、
箒
木
の
荒
物
屋
か
ら
、
ら

し
ゃ
の
合
羽
、
鍔
広
帽
子
、
縫
い
取
り
の
手
巾
、
ね
り
玉
の
頸
飾
り
、
と

触
れ
こ
み
の
南
蛮
物
も
い
か
さ
ま
も
の
ば
か
り
の
雑
貨
屋
、食
べ
も
の
屋
、

そ
れ
に
交
っ
て
呉
服
屋
ま
で
が
、
屋
台
の
ま
わ
り
に
か
っ
と
虹
が 

た
つ

ほ
ど
派
手
に
並
べ
た
て
た
染
物
、
織
物
、
綾
、
綸
子
、
繻
子
、
緋
繻
子
、

な
ん
で
も
ご
ざ
い
ま
す
る
で
、
つ
い
川
向
こ
う
の
西
陣
を
尻
眼
に
か
け
て

の
商
い
振
り
を
見
せ
た
。 

野
上
弥
生
子
『
秀
吉
と
利
休
』

　

こ
の
例
に
は
、
列
叙
法
の
上
記
の
二
つ
の
特
色
が
複
合
さ
れ
た
形
で
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
下
線
部
の
表
現
は
、
言
語
の
持
つ
省
略
性
と
い
う
性
質

か
ら
は
、「
染
物
な
ど
」
と
か
「
様
々
な
物
」
と
か
表
現
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
、
個
々
の
事
物
を
並
べ
た
て
る
こ
と
は
、
言
語
の
省
略
性

へ
の
抗
議
と
し
て
の
彩
的
性
格
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ

ら
の
物
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形

成
し
て
い
る
。
こ
の
二
面
性
の
両
方
が
あ
る
も
の
を
列
叙
法
の
特
色
が
よ

く
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
考
え
、「
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
成
」
の
側
面

が
強
く
あ
ら
わ
れ
た
も
の
を
典
型
的
な
列
挙
法
と
し
た
い
。

　

右
に
見
た
「
列
叙
法
」
と
い
う
観
点
は
、
古
典
教
育
に
お
け
る
類
聚
的
章
段

を
理
解
す
る
上
で
も
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。な
ぜ
な
ら
、〈
項
目
〉

は
そ
も
そ
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
教
科
書
に
掲
載
さ

れ
た
前
述
の
Ａ
〜
Ｅ
を
見
る
と
、
こ
の
前
提
と
な
る
点
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
教
科
書
に
も
通
じ
る
、
前
述
の
「
共
通
性
」

を
問
い
、
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
な
に
よ
り
も
「〈
項
目
〉

が
列
挙
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
を
検
討
す
る
必
要
が
本
来
は
あ
る
も

の
の
、
そ
の
余
地
が
な
く

―
少
な
く
と
も
教
科
書
に
明
記
さ
れ
ず
に

―
、

現
行
の
Ａ
〜
Ｅ
の
よ
う
な
「
共
通
性
」
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
列
挙

の
さ
れ
方

―
「
列
叙
法
」
を
ヒ
ン
ト
に
し
て

―
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
ま

ず
は
こ
の
章
段
に
対
峙
す
る
上
で
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

改
め
て
教
科
書
に
示
さ
れ
た
こ
と
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
「
箇
条
書
き
に
し

よ
う
」（
Ａ
）が
も
っ
と
も
象
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
こ
に
い
う「
箇
条
書
き
」

が
〈
項
目
〉
の
列
挙
を
ふ
ま
え
た
と
き
に
可
能
と
な
る
「
箇
条
書
き
」
と
理
解

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
列
挙
は
ど
の
よ
う
に
理

解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
森
が
例
と
し
て
あ
げ
た
も
の
は
、
単
純
な
名

詞
の
並
列
で
あ
っ
た
。「
う
つ
く
し
き
も
の
」
に
も
文
末
に
は
「
雁
の
子
。
瑠

― 98（5）―
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璃
の
壺
。」
と
名
詞
の
並
列
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
属
性
が
さ
ま
ざ
ま
と

も
な
っ
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
な
お
さ
ら
、
こ
れ
ら
の
名
詞
の
並
列
と
の
位

相
差
を
吟
味
す
る
余
地
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
森
は
列
叙
の
意
味
と
し
て「
個
々
の
事
物
を
並
べ
た
て
る
こ
と
は
、

言
語
の
省
略
性
へ
の
抗
議
と
し
て
の
彩
的
性
格
を
醸
し
出
し
て
い
る
」
と
い

う）
17
（

。
た
し
か
に
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
〈
項
目
〉
は
「
瓜
に
か
き
た
る
ち
ご

の
顔
。
雀
の
子
の
ね
ず
鳴
き
す
る
に
を
ど
り
来
る
、
な
ど
」
と
し
て
閉
じ
ら
れ

る
こ
と
は
な
く
、
以
下
に
〈
項
目
〉
が
続
く
と
い
う
こ
と
は
「
省
略
性
へ
の
抗

議
」、
つ
ま
り
は
省
略
を
避
け
る
志
向
が
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
よ
う
。
一

方
で
、
す
ぐ
に
結
論
が
で
る
も
の
で
は
な
い
が
、
何
を
も
っ
て
〈
項
目
〉
を
列

挙
す
る
こ
と
が
閉
じ
ら
れ
た
の
か
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う）

18
（

。
省
略
を
避
け

る
志
向
に
よ
っ
て
列
挙
を
続
け
る
と
い
う
連
続
性
を
も
つ
の
が
「
う
つ
く
し
き

も
の
」
の
〈
項
目
〉
と
〈
項
目
〉
の
つ
な
が
り
で
あ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
こ
れ

ら
を
推
進
さ
せ
る
べ
き
表
現
を
追
う
〈
読
み
の
横
ベ
ク
ト
ル
〉
が
働
い
て
い
る

と
考
え
た
い
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
〈
項
目
〉
を
掘
り
下
げ
て
い
く
背
景
を
追
う

〈
読
み
の
縦
ベ
ク
ト
ル
〉
と
と
も
に
古
典
教
育
に
お
け
る
読
み
の
方
法
の
提
案

と
な
る
。
以
下
、
具
体
的
に
〈
読
み
の
ベ
ク
ト
ル
〉
を
考
え
て
い
く
。

五
、�「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
〈
項
目
〉
を
読
む

―
前
文
か
ら
後

文
へ
の
〈
読
み
の
横
ベ
ク
ト
ル
〉

　
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
は
冒
頭
を
見
る
と
、

　

う
つ
く
し
き
も
の
。
瓜
に
か
き
た
る
ち
ご
の
顔
。
雀
の
子
の
ね
ず
鳴
き

す
る
に
を
ど
り
来
る
。

と
あ
る
。
瓜
に
か
か
れ
た
ち
ご
の
顔
と
は
具
体
的
な
事
物
で
あ
る
が
、
雀
が
踊

る
よ
う
に
や
っ
て
く
る
の
は
そ
の
様
子
で
あ
り
状
態
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
「
か

わ
い
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
通
じ
る
と
は
い
え
、
明
ら
か
に
質
が
異
な
る
。

さ
ら
に
、

　

二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご
の
、
急
ぎ
て
這
ひ
来
る
道
に
、
い
と
小
さ

き
塵
の
あ
り
け
る
を
、
目
ざ
と
に
見
つ
け
て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
指
に

と
ら
へ
て
、
大
人
ご
と
に
見
せ
た
る
。

と
い
う
の
も
そ
の
よ
う
な
様
子
で
あ
り
状
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
直
前
の
雀
と
ち

ご
の
違
い
は
あ
る
が
、
通
じ
る
と
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
雀
と
ち

ご
の
属
性
と
も
い
え
る
詳
述
さ
れ
た
内
容
を
比
較
し
て
み
る
と
、
さ
ら
に
違
い

は
明
ら
か
に
な
る
。

　

雀
は
ど
こ
を
通
っ
て
き
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ち
ご
は
急
い
で

這
っ
て
き
た
道
、
さ
ら
に
そ
の
途
中
の
塵
、
そ
し
て
そ
れ
を
指
で
と
っ
て
大
人

に
見
せ
る
と
い
う
過
程
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
雀
に
関
す
る
情
報
と
ち
ご
に
関

す
る
情
報
の
量
に
は
明
ら
か
に
多
寡
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
雀
は
ね
ず
鳴
き
へ

の
反
応
を
含
め
て
か
わ
い
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
ち
ご
は
め
ざ
と
く
自
ら
が
塵
を

見
つ
け
、
指
に
と
り
、
大
人
に
見
せ
る
と
い
う
一
連
の
行
為
が
か
わ
い
い
の
で

あ
る
（
あ
る
い
は
こ
の
と
き
の
大
人
の
反
応
も
影
響
し
て
い
る
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
の
部
分
に
み
る
〈
項
目
〉
の
列
挙
を
み
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
〈
項
目
〉
間
に
は
大
き
な
位
相
差
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
先
を
読
む

― 97（6）―
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と
「
小
さ
き
も
の
は
み
な
う
つ
く
し
」
と
あ
る
。
こ
の
評
言
に
は
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
共
通
性
」
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
部
分
が
い

わ
ゆ
る
重
要
な
根
拠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
評
言
は
そ
れ
ま
で
の
〈
項
目
〉
の
列
挙
に
対
し
、
い
っ
た
ん
列
挙
の
流
れ

が
中
止
し
、
そ
こ
ま
で
を
ふ
り
か
え
り
、
総
括
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に

問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
列
挙
さ
れ
た
〈
項
目
〉
に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
と
な
る
属
性
が
示
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
部
分
を
そ
ぎ
落
と
す
よ

う
に
、
抽
象
化
さ
れ
て
し
ま
い
、「
小
さ
い
も
の
は
か
わ
い
い
」
こ
と
に
収
束

さ
れ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
評
言
は
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
教
科
書
が
求
め
る
「
共
通
性
」
を
見
出

す
上
で
の
根
拠
の
ひ
と
つ
を
担
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
、〈
項
目
〉
の

表
層
的
な
読
み
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。〈
項
目
〉が
列
挙
さ
れ
る
と
き
、

こ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
ま
と
め
は
、〈
項
目
〉
の
個
性
を
消
し
て
し
ま
う
恐
れ

が
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
、
章
段
の
主
題
な
ど
を
理
解
し
よ
う
と
す
る

上
で
は
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、「
共
通
性
」
を
問
う
こ
と
は
、
実

は
属
性
を
脇
へ
置
く
こ
と
で
あ
り
、読
む
こ
と
に
と
っ
て
、求
め
ら
れ
る
の
は
、

ま
ず
は
〈
項
目
〉
間
の
違
い
、
つ
ま
り
位
相
差
で
あ
ろ
う
。
そ
の
特
徴
を
理
解

す
る
上
で
は
、「
共
通
性
」
を
問
う
こ
と
は
功
と
罪
の
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、こ
の
「
小
さ
き
も
の
は
み
な
う
つ
く
し
」
は
、〈
項
目
〉
と
〈
項
目
〉

を
つ
な
ぐ
機
能
を
示
し
て
い
る
点
で
も
重
要
な
評
言
で
あ
る
。「
う
つ
く
し
き

も
の
」
は
「
瓜
〜
」
と
「
雀
の
子
〜
」
以
下
を
読
み
進
め
る
と
き
、〈
項
目
〉

間
の
関
連
性
が
見
出
し
に
く
い
。
い
わ
ば
物
語
や
日
記
の
よ
う
に
は
結
び
つ
い

て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
瓜
に
顔
を
か
い
た
と
こ
ろ

に
雀
の
子
が
来
て
…
…
」
な
ど
と
い
う
文
脈
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
大
き
な
余
白
が
あ
り
、「
な
ぜ
瓜
の
〈
項
目
〉
の
あ
と
に
〈
雀
の
子
〉

の
〈
項
目
〉
が
続
く
の
か
」、
あ
る
い
は
「
瓜
か
ら
雀
の
子
へ
と
い
う
展
開
を

い
か
に
理
解
す
る
か
」
と
い
う
問
題
も
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
す

る
答
え
の
ひ
と
つ
が
「
小
さ
き
も
の
は
み
な
う
つ
く
し
」
と
な
る
の
だ
が
、
こ

れ
が
答
え
と
し
て
十
分
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
〈
項
目
〉
に
選
ば
れ
た
も
の
が
何
を
根
拠
に
こ
の
順
序
に
列
挙
さ
れ
た
の
か

の
、
今
は
十
分
な
答
え
を
持
ち
え
な
い
が
、「
う
つ
く
し
き
も
の
」
を
読
む
上

で
は
、
従
来
の
読
む
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
よ
り
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
た

し
か
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
前
文
か
ら
後
文
へ
と
読
む
こ
と
は
〈
項
目
〉
が

次
の
〈
項
目
〉
に
つ
な
が
る
推
進
力
と
重
な
っ
て
い
る

―
こ
れ
ら
を
〈
読
み

の
横
ベ
ク
ト
ル
〉
と
す
る

―
が
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
い
わ
ゆ
る
散
文
と
は
異
な

り
、
文
脈
と
し
て
の
つ
な
が
り
が
あ
る
読
み
は
単
純
に
通
用
し
な
い
。
あ
る
い

は
、
冒
頭
の
〈
題
目
〉
が
根
底
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
読
み
が
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
列
挙
さ
れ
た
〈
項
目
〉
の
位
相
差
の
読
み
取
り
や
こ
れ
ら

を
中
止
す
る
表
現
の
あ
る
こ
と
を
丁
寧
に
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

六
、�「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
〈
項
目
〉
を
読
む

―
項
目
の
背
景

を
ふ
ま
え
る
〈
読
み
の
縦
ベ
ク
ト
ル
〉

　
〈
項
目
〉
を
理
解
す
る
と
き
、
前
述
の
〈
項
目
〉
の
列
挙
に
観
点
を
お
く
一

方
で
、
一
つ
ひ
と
つ
の
〈
項
目
〉
の
背
景
を
可
能
な
限
り
掘
り
下
げ
、
ふ
ま
え

て
い
く
読
み

―
こ
れ
ら
を
〈
読
み
の
縦
ベ
ク
ト
ル
〉
と
す
る

―
も
提
唱
し

て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、〈
瓜
に
か
き
た
る
ち
ご
の
顔
〉
に
関
し
て
、
瓜
に

顔
を
描
く
こ
と
は
現
代
社
会
で
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
れ

― 96（7）―
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が
可
能
な
の
か
、
そ
れ
が
可
能
な
時
代
背
景
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
こ
と
へ
の

言
及
で
あ
る
。
数
多
あ
る
野
菜
や
果
実
の
中
か
ら
瓜
が
示
さ
れ
た
の
は
、
瓜
が

紙
媒
体
の
代
わ
り
と
し
て
存
在
し「
書
か
れ
る
も
の
」で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

す
で
に
「
瓜
に
歌
を
書
き
つ
け
て
贈
る
記
事
が
義
孝
集
な
ど
の
私
家
集
に
散
見

さ
れ
る
」
こ
と
や
、
さ
ら
に
は
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
に
関
し
て
も
瓜
が
「
画

を
描
き
愛
玩
も
さ
れ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

19
（

。

　

そ
こ
で
、
和
歌
史
を
確
認
す
る
と
、
清
少
納
言
の
時
代
の
私
家
集
に
は
次
の

よ
う
な
用
例
が
み
ら
れ
る）

20
（

。

①　

な
い
し
と
こ
ろ
に
立
よ
り
て
、
人
の
有
し
か
は
、
う
（
或
オ
ハ
シ
ト
コ
ロ

ニ
）
り
に
か
き
て

　

  

こ
そ
は
こ
れ
ひ
と
よ
は
ひ
と
よ
つ
ら
な
か
ら
立
や
す
ら
ひ
し
う
り
に
や
は
あ

ら
ぬ

 

実
頼
Ⅰ
・『
清
慎
公
集
（
書
陵
部
蔵
五
〇
一
・
四
六
）』
一
四
六

②　

ま
ら
う
ど
め
き
た
る
人
ま
う
で
き
て
、
人
の
も
と
に
、
ち
ひ
さ
き
う
り
に

か
ほ
か
き
て
お
こ
せ
た
り

　

  

な
が
れ
て
も
う
は
（（
マ
マ
））
ひ
の
そ
の
の
み
づ
ほ
ぞ
ち
ひ
と
り
は
み
ず
の

う
り
と
し
ら
な
む

　
『
能
宣
集
』（
能
宣
Ⅲ
・
書
陵
部
蔵「
三
十
六
人
集
」五
一
〇
・
一
二
）（
二
七
九
）

参
考　

こ
れ
が
か
へ
し
し
て
と
あ
れ
ば

　

  

う
み
わ
た
り
か
は
ひ
の
そ
の
に
な
る
な
れ
ば
な
み
の
み
た
て
る
う
り
に
や
あ

る
ら
ん
（
二
八
〇
）

③ 　

や
す
の
ふ
、
ふ
み
を
こ
す
れ
と
、
い
ひ
も
は
な
た
ね
は
、
う
り
に
か
き
て

う
り
ふ
山
そ
の
ほ
と
ゝ
の
み
た
の
め
つ
ゝ
ひ
さ
し
く
な
る
は
つ
ら
き
わ
さ
か

な

 

『
馬
内
侍
集
』（
三
手
文
庫
蔵
辰
・
二
六
五
・
二
六
九
）
八
一

の
よ
う
に
、
①
②
③
か
ら
瓜
を
詠
む
和
歌
は
瓜
そ
の
も
の
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
③
の
馬
内
侍
は
、

　

生
没
年
未
詳
。
天
暦
初
年945

〜950

頃
の
出
生
か
。
中
古
三
十
六
歌

仙
の
一
。
紫
式
部
・
清
少
納
言
・
和
泉
式
部
・
赤
染
衛
門
ら
と
比
肩
す
る

才
女
と
さ
れ
た
。
右
馬
頭
源
時
明
の
女
。
は
じ
め
斎
院
選
子
内
親
王
に
仕

え
、
そ
の
後
中
宮
定
子
に
仕
え
て
掌
侍
と
な
り
、
馬
内
侍
・
中
宮
内
侍
と

呼
ば
れ
、
晩
年
出
家
し
て
宇
治
院
に
住
ん
だ
。
馬
内
侍
集
は
、
九
七
〇
年

ご
ろ
以
降
そ
の
晩
年
、
お
そ
ら
く
は
十
一
世
紀
初
頭
の
こ
ろ
ま
で
の
歌
稿

を
、ほ
ぼ
年
代
順
に
集
め
た
自
撰
家
集
で
あ
ろ
う
。
こ
の
家
集
に
よ
れ
ば
、

藤
原
朝
光
・
伊
尹
・
道
隆
・
実
方
・
道
兼
・
高
階
明
順
ら
の
権
門
や
公
達

と
の
間
に
恋
愛
遍
歴
を
重
ね
た
ら
し
い
。
馬
内
侍
が
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
「
大
斎
院
前
御
集
」
と
あ
い
俟
っ
て
、
円
融
・
花
山
・
一
条
朝
の
女

房
の
歌
を
知
る
上
で
の
好
材
料
で
あ
る）

21
（

。

と
あ
る
こ
と
や
、

④　

或
女
の
も
と
に
、
ち
ひ
さ
き
う
り
に
か
き
て

　

  

お
も
は
す
に
つ
ら
く
も
あ
る
か
な
う
り
つ
く
り
い
か
に
な
る
よ
の
人
の
こ
ゝ

ろ
そ

 

『
大
弐
高
遠
集
』（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
平
安
私
家
集
十
二
』）
一
一
六
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を
詠
ん
だ
藤
原
高
遠
は
、

　

天
暦
三949

〜
長
和
二1013

・
五
・
一
六
。
祖
父
小
野
宮
実
頼
、
父
参

議
斎
敏
。
永
祚
二
年990

非
参
議
、
兵
部
卿
・
左
兵
衛
督
を
経
て
、
寛
弘

元1004

太
宰
大
弐
（
家
集
「
大
弐
高
遠
集
」
の
書
名
は
そ
れ
に
よ
る
）。

佐
理
・
公
任
は
従
兄
弟
。
一
条
天
皇
の
笛
の
師
（
枕
草
子

）
22
（

）。

と
い
う
よ
う
に
『
枕
草
子
』
に
も
登
場
し
、
ま
さ
に
執
筆
時
の
時
代
背
景
と
し

て
和
歌
を
書
き
つ
け
る
対
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
次
の
和
泉
式
部

の
存
在
は
見
逃
せ
な
い
。

⑤　

夕
く
れ
に
、
ち
ゐ
さ
き
う
り
を
斎
院
よ
り
給
は
せ
た
る
に
、
か
き
つ
け
て

ま
い
ら
す

　

夕
き
り
は
た
つ
を
み
ま
し
や
う
り
ふ
山
こ
ま
ほ
し
か
り
し
わ
た
り
な
ら
て
は

 

和
泉
式
部
Ⅰ
『
和
泉
式
部
集
（
榊
原
家
本
）』
五
八
〇

⑥　

 

ほ
か
な
る
は
ら
か
ら
の
も
と
に
、
い
と
に
く
さ
け
な
る
う
り
の
、
人
の
か

を
の
か
た
に
な
り
た
る
に
か
き
つ
け
て

　

も
し
我
を
恋
し
く
な
ら
は
こ
れ
を
み
よ
つ
け
る
心
の
く
せ
も
た
か
は
す

 

和
泉
式
部
Ⅱ
『
和
泉
式
部
集
続
集
（
榊
原
家
本
）』
三
五
四

⑦　

 

お
さ
な
き
ち
こ
の
あ
る
を
み
て
、
わ
か
こ
に
せ
ん
と
云
人
に
、
い
と
に
く

け
な
る
う
り
の
あ
る
に
か
き
て

　

  

た
ね
か
ら
に
か
く
な
り
に
け
る
う
り
な
れ
は
そ
の
あ
き
ゝ
り
に
た
ち
も
ま
し

ら
し

 

和
泉
式
部
Ⅱ
『
和
泉
式
部
集
続
集
（
榊
原
家
本
）』
四
二
四

⑧　

久
し
う
を
と
せ
ぬ
人
に
、
う
り
に
か
き
て

　

と
へ
と
お
も
ふ
人
の
を
と
せ
て
う
り
う
山
久
し
く
な
る
は
つ
ら
き
わ
さ
か
な

 

赤
染
衛
門
Ⅰ
『
赤
染
衛
門
集
（
榊
原
家
本
）』
一
六
三

と
い
う
。
⑤
〜
⑧
の
中
で
も
特
に
⑥
は
瓜
が
顔
の
形
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
、

⑦
は
歌
を
詠
む
き
っ
か
け
に
「
お
さ
な
き
ち
ご
」
を
も
と
に
し
た
と
な
る
と
、

単
に
和
歌
を
書
き
つ
け
た
以
上
に
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
と
の
近
似
を
感
じ
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
和
泉
式
部
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

　

和
泉
式
部
（
天
元
元978

こ
ろ
〜
没
年
不
明
）
は
越
前
守
大
江
雅
致
の

女
。
和
泉
守
橘
道
貞
と
結
婚
し
一
女
（
の
ち
の
小
式
部
内
侍
）
を
な
し
た

が
、為
尊
親
王
、つ
い
で
敦
道
親
王
と
の
恋
に
陥
る
。
中
宮
彰
子
に
仕
え
、

藤
原
保
昌
と
結
婚
し
、
晩
年
は
不
明
。
拾
遺
集
以
下
に
二
四
七
首
入
集
す

る）
23
（

。

と
し
て
、
あ
る
い
は
、『
紫
式
部
日
記
』
に
は
清
少
納
言
へ
の
批
評
に
先
立
っ

て
和
泉
式
部
の
和
歌
へ
の
批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る）

24
（

。
こ
の

よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
〈
項
目
〉
を
掘
り
下
げ
、
背
景
を
追
究
す
る
〈
読
み
の
縦

ベ
ク
ト
ル
〉
を
推
進
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
時
代
背
景
、
さ
ら
に
人
間

関
係
や
生
活
空
間
を
示
し
、
表
現
を
人
の
営
み
と
し
て
立
体
化
さ
せ
る
こ
と
を

古
典
教
育
に
活
用
す
る
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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七
、
お
わ
り
に

　
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
は
高
等
学
校
の
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
る
著
名
な
章

段
で
あ
る
。
今
日
、
断
片
的
に
し
か
古
典
文
学
に
ふ
れ
る
機
会
が
な
い
現
代
人

に
お
い
て
、
古
典
教
育
に
お
い
て
経
験
す
る
時
間
は
貴
重
で
あ
り
、
よ
り
充
実

し
た
時
間
と
な
る
よ
う
、
教
師
は
そ
の
時
間
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

　

特
に
「
共
通
性
」
を
考
え
る
こ
と
に
は
、
実
は
〈
題
目
〉
と
〈
項
目
〉
の
関

係
、
あ
る
い
は
そ
の
列
挙
の
あ
り
方
を
ふ
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
類

聚
的
章
段
の
書
式
が
散
文
と
し
て
は
特
異
で
あ
る
が
た
め
の
対
応
が
不
可
欠
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
の
見
方
を
す
れ
ば「
抽
象
か
ら
具
体
へ
」

の
再
認
識
と
も
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
他
者
の
具
体
的
な
経
験
を
、
自
ら
に

活
か
す
上
で
大
切
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
で
も
あ
る
。
こ
の
抽
象
と
具
体
に
関

し
て
は
佐
藤
勝
明
が
教
材
と
し
て
の
『
枕
草
子
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。　

『
枕
草
子
』
で
は
、か
ろ
う
じ
て
「
に
く
き
も
の
」「
あ
り
が
た
き
も
の
」

「
う
つ
く
し
き
も
の
」「
う
れ
し
き
も
の
」
な
ど
が
、
具
体
性
が
あ
り
、
筆

者
の
も
の
の
見
方
も
明
確
か
つ
独
創
的
で
あ
り
、
読
者
の
主
体
的
な
読
み

に
も
堪
え
う
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
が
、
個
々
に
扱
う
よ
り
は
こ
れ
ら
を

通
し
て
、
筆
者
の
具
体
的
な
事
物
の
挙
げ
方
を
一
つ
一
つ
検
証
し
、
そ
の

独
創
性
と
向
か
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
よ
り
効
果
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る）

25
（

。

　

こ
こ
に
あ
る
独
創
性
を
見
出
す
こ
と
と
同
時
に
、
自
ら
の
経
験
に
活
か
す
抽

象
と
具
体
の
往
還
を
学
ば
せ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
限
ら
れ
た
古
典

教
育
に
お
い
て
は
、
抽
象
と
具
体
の
往
還
、
あ
る
い
は
根
本
的
な
問
い
と
し
て

の
〈
項
目
〉
の
列
挙
の
方
法
、〈
項
目
〉
間
の
位
相
差
な
ど
を
考
え
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
よ
う
。
一
方
で
〈
項
目
〉
の
背
景
を
追
究
し
、
表
現
を
人
の
営
み
へ

と
立
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
身
近
な
人
間
関
係
や
生
活
空
間
等
も

示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

教
科
書
に
指
定
さ
れ
る「
共
通
性
」を
問
う
こ
と
は
あ
る
意
味〈
落
と
し
穴
〉

に
は
ま
り
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
も
古
典
教
育
に
は
古
典
文
学

そ
の
も
の
へ
の
関
心
や
興
味
を
芽
生
え
さ
せ
る
大
切
な
役
割
が
あ
る
。
こ
れ
ら

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
古
典
教
育
の
空
間
と
時
間
は
、
今
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や

多
様
化
社
会
に
お
け
る
目
指
す
べ
き
あ
り
方
の
ひ
と
つ
と
な
り
え
よ
う
。
そ
の

た
め
の
〈
読
み
の
横
ベ
ク
ト
ル
〉
な
ら
び
に
〈
読
み
の
縦
ベ
ク
ト
ル
〉
を
提
案

し
論
じ
た
次
第
で
あ
る
。

注（
１
） 

筆
者
も
二
〇
一
七
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
リ
ス
ボ
ン
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
研
究

学
会
（E

A
JS

）
国
際
大
会
に
参
加
し
、
海
外
の
日
本
文
学
研
究
者
と
交
流
、

情
報
交
換
を
す
る
機
会
を
得
た
が
、
そ
の
知
見
の
広
さ
、
深
さ
は
た
い
へ
ん
刺

激
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

（
２
） 

二
〇
一
八
年（
平
成
三
〇
年
）七
月
に
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
は
、

共
通
必
履
修
科
目
と
し
て
「
現
代
の
国
語
」
及
び
「
言
語
文
化
」
を
、
選
択
科

目
と
し
て
「
論
理
国
語
」、「
文
学
国
語
」、「
国
語
表
現
」
及
び
「
古
典
探
究
」

を
そ
れ
ぞ
れ
新
設
し
た
。
中
で
も
古
典
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
九
年
（
平
成

二
一
年
）
で
は
選
択
科
目
と
し
て
「
古
典
Ａ
」（
２
単
位
）・「
古
典
Ｂ
」（
４
単

位
）
だ
っ
た
の
が
、「
古
典
探
求
」（
４
単
位
）
と
な
っ
た
。
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（
３
） 

池
田
亀
鑑
は
当
初
「
類
纂
的
」・「
随
筆
的
」・「
日
記
的
」
と
し
た
。
こ
れ
以
後
、

研
究
者
に
よ
っ
て
分
類
の
名
称
に
異
同
が
あ
る
が
、
今
日
汎
用
性
の
高
い
名
称

を
本
論
で
は
使
用
す
る
。

（
４
） 
各
教
科
書
が
出
典
と
す
る
の
は
概
ね
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本（
岩
波
書
店
）

と
新
編
日
本
古
典
全
集
本
（
小
学
館
）
の
ど
ち
ら
か
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
三
巻

本
系
統
を
底
本
と
し
て
い
る
。
な
お
、
筆
者
に
よ
る
「
章
段
対
照
表
」
が
枕
草

子
研
究
会
他
編
『
枕
草
子
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
に
あ
る
。

（
５
） 

津
島
知
明
「
秀
句
の
あ
る
対
話

―
『
枕
草
子
』
九
七
段
か
ら
一
〇
二
段
ま

で
の
日
記
回
想
章
段
群

―
」（『
國
學
院
大
學
紀
要
』
第
五
四
巻
、
二
〇
一
六

年
一
月
）

（
６
） 

た
だ
し
、「
た
ふ
と
き
こ
と　

九
条
の
錫
杖
。
念
仏
の
回
向
」（
二
六
一
）と
い
っ

た
「
〜
こ
と
」
型
と
と
ら
え
ら
れ
る
章
段
も
存
在
す
る
。

（
７
） 

拙
論
『
平
安
宮
廷
文
学
と
歌
謡
』（
笠
間
書
院
、二
〇
一
二
年
）
第
十
四
章
「
歌

謡
と
『
枕
草
子
』

―
「
歌
は
」・「
河
は
」
章
段
と
の
関
わ
り
を
中
心
に

―
」・

第
十
五
章
「『
枕
草
子
』
類
聚
章
段
と
作
者
の
手
法

―
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」

章
段
の
叙
述
を
中
心
に

―
」
な
ど
に
お
い
て
類
聚
的
章
段
を
論
じ
た
。

（
８
） 

圷
美
奈
子
は
「〝
題
〞
の
草
子

―
『
枕
草
子
』

―
「
和
漢
古
典
籍
に
お
け

る
「
標
題
文
芸
」
の
基
礎
的
研
究
」『
標
題
文
芸
』（
参
）
二
〇
〇
五
年
三
月
に

お
い
て
類
聚
的
章
段
の
題
の
挙
げ
方
を
「
標
題
文
芸
」
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直

し
、『
枕
草
子
』
に
お
け
る
《
標
題
》
に
は
〈
主
題
性
〉
を
有
す
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。

（
９
） 

前
田
雅
之『
な
ぜ
古
典
を
勉
強
す
る
の
か
：
近
代
を
古
典
で
読
み
解
く
た
め
に
』

（
文
学
通
信
、
二
〇
一
八
年
）。
前
田
は
『
古
今
和
歌
集
』・『
伊
勢
物
語
』・『
源

氏
物
語
』
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
加
え
た
も
の
が
「
古
典
」
と
呼
ぶ
の
に
ふ
さ

わ
し
い
こ
と
を
近
時
、
改
め
て
提
唱
し
て
い
る
。

（
10
） 

二
〇
一
九
年
一
月
二
六
日
か
ら
の
Ｊ
Ｒ
東
海
の
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
「
そ
う
だ
、
京

都
行
こ
う
」
に
は
「
二
〇
一
九 

春
は
あ
け
ぼ
の
・
日
の
出
編
」
と
し
て
二
代

目
ナ
レ
ー
タ
ー
柄
本
佑
の
初
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
放
映
さ
れ
は
じ
め
た
。

（
11
） 

小
森
潔
「『
枕
草
子
研
究
』
論

―
『
言
説
史
』
へ

―
」（『
國
語
と
國
文
學
』

平
成
十
七
年
五
月
特
集
号
、
二
〇
〇
五
年
五
月
）
あ
る
い
は
古
瀨
雅
義
「
あ
と

が
き
」（
浜
口
俊
裕
・
古
瀨
雅
義
編
『
枕
草
子
の
新
研
究
―
作
品
の
世
界
を
考

え
る
』、
二
〇
〇
六
年
、
新
典
社
）
な
ど

（
12
） 

本
文
は
三
巻
本
を
底
本
と
し
た
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
『
枕
草
子
』（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
を
用
い
た
。

（
13
） 

教
科
書
会
社
に
よ
っ
て
「
学
習
」、「
学
習
の
手
引
き
」、「
研
究
」
な
ど
と
い

わ
れ
る
。

（
14
） 

上
野
理
は｢

枕
草
子
『
み
る
に
こ
と
な
る
こ
と
な
き
も
の
の
文
字
に
か
き
て

こ
と
ご
と
し
き
も
の
』
考
」（『
古
代
研
究
』
第
一
号
、一
九
七
一
年
十
月
。『
枕

草
子　

表
現
と
構
造
』、
有
精
堂
、
一
九
九
四
年
に
再
録
）
に
お
い
て
特
に
「
〜

も
の
」
型
に
つ
い
て
、

 

　

  「

―
も
の
」
型
類
聚
章
段
の
通
性
と
し
て
一
つ
の
法
則
め
い
た
も
の
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「

―
な
る
も
の
」
を
〈
問
〉
と
し
、
そ
の
下
に

列
挙
す
る
品
名
や
事
象
を
〈
答
〉
と
す
る
と
、複
雑
な
〈
問
〉
の
場
合
は
〈
答
〉

が
簡
単
に
な
り
、〈
問
〉
が
無
限
定
な
も
の
は
〈
答
〉
で
限
定
す
る
。
つ
ま
り
、

〈
問
〉と〈
答
〉と
は
難
易
や
限
定
の
程
度
に
お
い
て
反
比
例
す
る
と
い
う〈
法

則
〉
で
あ
る
。

 

と
、
法
則
性
を
指
摘
す
る
。

（
15
） 

多
門
靖
容
（
二
〇
〇
一
）「
類
聚
章
段
の
思
考

―
枕
草
子
の
感
性
」『
表
現

研
究
』
九
四
号

（
16
） 

森
雄
一
「
列
叙
法
の
二
面
性
と
そ
の
周
辺
」（『
成
蹊
國
文
』
第
四
十
七
号
、

二
〇
一
四
年
三
月
）。

（
17
） 

森
前
掲
論
文
。

（
18
） 〈
項
目
〉
の
原
資
料
か
ら
記
録
・
採
取
さ
れ
た
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
も
有
効

で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
女
房
達
の
や
り
と
り
の
結
果
が
反
映
さ
れ
た
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
場
の
時
間
的
制
約
が
自
ず
と
影
響
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い

は
下
賜
さ
れ
た
紙
の
量
を
考
慮
し
た
こ
と
な
ど
も
想
起
で
き
る
。

（
19
） 『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』「
瓜
」
の
項
目
、
安
村
史
子
担
当
。

（
20
） 
私
家
集
は
『
新
編
私
家
集
大
成
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』（
エ
ム
ワ
イ
企
画
、

二
〇
〇
八
年
）
に
よ
る
。

（
21
） 『
新
編
私
家
集
大
成
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』『
馬
内
侍
集
』解
題
、今
井
源
衛
担
当
。
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（
22
） 『
新
編
私
家
集
大
成
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』『
馬
内
侍
集
』
解
題
、有
吉
保
担
当
。

（
23
） 『
新
編
私
家
集
大
成
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』『
和
泉
式
部
集
』
解
題
、
藤
岡
忠
美

担
当
。

（
24
） 『
紫
式
部
日
記
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
載
る
。

 

　

和
泉
式
部
と
い
ふ
人
こ
そ
、
お
も
し
ろ
う
書
き
か
は
し
け
る
。
さ
れ
ど
、
和

泉
は
け
し
か
ら
ぬ
か
た
こ
そ
あ
れ
、
う
ち
と
け
て
文
は
し
り
書
き
た
る
に
、
そ

の
か
た
の
才
あ
る
人
、
は
か
な
い
言
葉
の
に
ほ
ひ
も
見
え
侍
る
め
り
。
歌
は
、

い
と
を
か
し
き
こ
と
。
も
の
お
ぼ
え
、
歌
の
こ
と
わ
り
、
ま
こ
と
の
歌
詠
み
ざ

ま
に
こ
そ
侍
ら
ざ
め
れ
、
口
に
ま
か
せ
た
る
言
ど
も
に
、
必
ず
を
か
し
き
一
ふ

し
の
目
に
と
ま
る
詠
み
添
へ
侍
り
。
そ
れ
だ
に
、
人
の
詠
み
た
ら
む
歌
難
じ
こ

と
わ
り
ゐ
た
ら
む
は
、「
い
で
や
さ
ま
で
心
は
得
じ
、
口
に
い
と
歌
の
詠
ま
る

る
な
め
り
」と
ぞ
見
え
た
る
す
ぢ
に
侍
る
か
し
。「
恥
づ
か
し
げ
の
歌
よ
み
や
」

と
は
お
ぼ
え
侍
ら
ず
。（
山
本
淳
子
訳
注『
紫
式
部
日
記
』角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、

二
〇
一
〇
年
）

（
25
）
佐
藤
勝
明
「
高
校
『
国
語
Ⅰ
』
の
古
典
教
材
」（
和
洋
女
子
大
学
紀
要　

第

三
十
六
集
（
文
系
編
）、
一
九
九
六
年
三
月
）

 

（
な
か
だ　

こ
う
じ
）
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Analytic pitfalls found in “Endearingly lovely things” in 
Makura no soshi: Reconsideration of strategic directional 

approach to analysis is needed to avoid pitfalls in  
interpretation of classic chapters.

Koji NAKADA

Abstract

　This article will discuss the common approach to analyze the theme and the elements found 
within a classic chapter, such as “Endearingly lovely things,” and to explore the function of each 
element to the whole work using the linguistic method of accumulation.  Further discussion chal-
lenges the current standard analytical approach adopted by the secondary level Japanese classi-
cal literature education.  Author suggests a comprehensive approach of introducing the classic lit-
erature to high school classrooms by incorporating not only the lateral examination of the 
elements, but also an in-depth/vertical analysis of each element in historic or situational perspec-
tives.  Without both the vertical and lateral examination, one would be left with only an incom-
plete and potentially shallow interpretation of the work.

Keywords:	 The eleventh century Japanese literature, Japanese classical literature, classical litera-
ture education， Makura no soshi, literary function, analytical approaches, 
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