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加
藤
弓
枝
（
名
古
屋
市
立
大
学
）

同
志
社
大
学
古
典
教
材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン

タ
ー
」）
で
は
、
有
志
か
ら
明
治
時
代
以
前
の
和わ

本ほ
ん

（
日
本
の
伝
統

的
な
装
訂
で
作
ら
れ
た
書
物
）
を
募
り
、
寄
贈
さ
れ
た
書
物
を
、
授

業
で
の
使
用
を
検
討
し
て
い
る
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
・

高
等
専
門
学
校
の
教
員
へ
無
償
で
貸
し
出
す
「
和
本
バ
ン
ク
」
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、
二
〇
二
一
年
十
一
月
よ
り
試
行
的
に
開
始
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
取
り
組
み
の
背
景
・
経
緯
、
利
用
方
法
等

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

実
践
2

古
典
籍
無
償
貸
出
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
和
本
バ
ン
ク
」
の
す
す
め

1　
「
和
本
バ
ン
ク
」
開
始
の
背
景
と
目
的

「
和
本
バ
ン
ク
」
の
取
り
組
み
は
、
二
〇
二
一
年
度
日
本
近
世
文

学
会
春
季
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
山
田
和
人
セ
ン

タ
ー
長
の
「
古
典
教
育
に
学
会
は
何
が
で
き
る
か
」
と
い
う
発
表

で
、
呼
び
か
け
を
行
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。

セ
ン
タ
ー
長
の
「
子
ど
も
が
古
典
籍
に
触
れ
る
経
験
は
教
育
的

効
果
が
高
く
、
雑ざ
っ

本ぽ
ん

・
端は

本ほ
ん

で
も
そ
の
効
果
は
薄
ま
ら
な
い
。
教

育
現
場
で
活
用
で
き
る
和
本
を
ご
提
供
い
た
だ
き
た
い
。」
と
い

う
呼
び
か
け
に
、
賛
同
者
か
ら
セ
ン
タ
ー
へ
の
和
本
の
寄
贈
が
続

き
、
現
在
ま
で
に
百
点
以
上
の
和
本
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
当
初

は
「
雑ざ
っ

端ぱ

バ
ン
ク
」
と
命
名
し
、
蔵
書
整
理
を
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、
作
業
が
一
段
落
し
実
際
に
試
行
的
に
運
用
を
開
始
す
る
に
あ

た
り
、名
称
を
よ
り
一
般
的
な
「
和
本
バ
ン
ク
」
と
変
更
し
ま
し
た
。

寄
贈
書
の
内
容
は
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
古
典
文
学
、
漫
画

の
元
祖
と
も
呼
ば
れ
る
草く
さ

双ぞ
う

紙し

、
江
戸
の
古こ

地ち

図ず

、
昔
の
子
ど
も

が
実
際
に
遊
ん
だ
双す
ご

六ろ
く

、
明
治
の
教
科
書
な
ど
、
学
術
的
な
も
の

か
ら
遊
戯
的
な
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
寄
贈
さ
れ
た
和

本
の
内
容
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
文
学

作
品
は
、
古
典
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ご
く
一
部
で
あ
り
、
古
典
と
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［実践 2］古典籍無償貸出プロジェクト「和本バンク」のすすめ

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

は
大
海
の
ご
と
く
深
く
て
広
い
も
の
で
す
。

「
和
本
バ
ン
ク
」
は
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
で
は
な
く
、
実
際
に

和
本
を
手
に
取
り
、
め
く
っ
て
み
た
り
、
匂
い
を
嗅か

い
だ
り
、
意

外
な
軽
さ
や
重
さ
を
実
感
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
一
人
で
も
多
く

の
子
ど
も
に
、
和
本
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
、
古
典
と
い
う
過

去
の
遺
産
を
リ
ア
ル
に
受
け
止
め
る
体
験
を
し
て
も
ら
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

2　
「
和
本
バ
ン
ク
」
を
活
用
し
た
授
業
実
践
例

二
〇
二
二
年
三
月
に
は
、
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校

の
協
力
を
得
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
予
防

対
策
を
取
っ
た
上
で
、「
和
本
バ
ン
ク
」
を
活
用
し
た
特
別
授
業

を
、
セ
ン
タ
ー
研
究
員
で
も
あ
る
加
藤
直
志
さ
ん
（
同
校
）
に
加

え
、
外
部
講
師
と
し
て
三
宅
宏
幸
さ
ん
（
愛
知
県
立
大
学
）・
筆
者

（
名
古
屋
市
立
大
学
）
が
中
学
三
年
生
の
国
語
の
授
業
時
間
に
実
施

し
ま
し
た
。
授
業
内
容
は
、加
藤
直
志
さ
ん
に
よ
っ
て
実
践
3「
実

際
の
和
本
を
利
用
し
た
出
前
授
業
」
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
授
業
者
と
し
て
感
じ
た
こ
と
を
簡
単
に
報

告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

特
別
授
業
の
当
日
は
、
古
典
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
、
古
典

へ
の
興
味
関
心
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
異

な
る
和
本
を
配
付
し
、
文
字
・
挿
絵
・
大
き
さ
・
重
さ
・
紙
と
い

う
五
つ
の
観
点
か
ら
、
現
代
の
書
物
と
の
相
違
点
と
共
通
点
を
考

察
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ま
た
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
て
い
る
和

本
の
内
容
に
つ
い
て
も
書
名
や
挿
絵
な
ど
を
ヒ
ン
ト
に
ま
と
め
て

も
ら
う
こ
と
に
。
授
業
の
後
半
に
は
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
発
表
時
間

を
設
け
ま
し
た
が
、
生
徒
た
ち
の
鋭
い
考
察
に
舌
を
巻
き
ま
し
た
。

同
校
で
は
く
ず
し
字
資
料
を
用
い
た
特
別
授
業
を
以
前
よ
り
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
本
物
の
和
本
が
持
つ
効
用
で
し
ょ
う
か
、
い

ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
も
例
年
よ
り
課
題
の
考
察
が
詳
細
で
し
た
。
例

え
ば
、
多
色
刷
り
の
古
典
籍
を
観
察
し
た
こ
と
で
現
代
の
染
料
と

の
発
色
の
違
い
に
言
及
し
た
り
、
和
本
の
軽
さ
や
丈
夫
さ
か
ら
和

紙
の
優
位
性
に
踏
み
込
ん
だ
り
、
実
際
に
手
に
取
っ
た
か
ら
こ
そ

気
付
け
る
意
見
が
次
々
と
出
さ
れ
、
外
部
講
師
の
二
人
は
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
参
加
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
生
徒
た
ち
の
活
気
を

対
面
時
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
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3　
「
和
本
バ
ン
ク
」
の
利
用
方
法

「
和
本
バ
ン
ク
」
の
利
用
申
込
方
法
は
、
同
志
社
大
学
古
典
教

材
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
の
「
和
本
バ
ン
ク
」

https://kotekiri20.wixsite.com
/cdem

cjl

﹇
図
1
﹈
の
ペ
ー
ジ

に
あ
る
「
問
合
せ
フ
ォ
ー
ム
」
か
ら
ご
利
用
希
望
で
あ
る
旨
を
ご

連
絡
い
た
だ
く
だ
け
で
す
。
申
し
込
み
を
受
け
て
、
セ
ン
タ
ー
研

究
員
が
貸
出
可
能
リ
ス
ト
を
お
送
り
し
ま
す
。
ご
利
用
者
に
は
、

そ
の
和
本
リ
ス
ト
の
な
か
か
ら
ご
希
望
の
和
本
を
お
選
び
い
た
だ

き
ま
す
。

持
続
可
能
な
運
営
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
在
よ
り
も

利
用
者
が
大
幅
に
増
加
し
た
場
合
に
は
、
送
料
を
負
担
い
た
だ
く

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
和
本
の
貸
出
自
体
は

無
償
と
す
る
な
ど
、
教
育
機
関
の
負
担
は
可
能
な
限
り
抑
え
る
予

定
で
す
。

先
に
述
べ
た
通
り
、「
和
本
バ
ン
ク
」
に
所
蔵
さ
れ
る
和
本
は
、

国
語
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
『
竹た
け

取と
り

物も
の

語が
た
り』『

伊い

勢せ

物
語
』『
源げ
ん

氏じ

物
語
』『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』『
百
ひ
ゃ
く

人に
ん

一い
っ

首し
ゅ

』
と
い
っ
た
著
名
な
古
典
文
学

作
品
を
は
じ
め
、
草
双
紙
・
地
図
・
双
六
や
浮
世
絵
と
い
っ
た
多

分
野
に
わ
た
り
ま
す
。

本
書
刊
行
時
点
ま

で
に
、
関
東
・
東
海
・

関
西
地
区
の
複
数
の

小
学
校
・
中
学
校
・

高
等
学
校
の
先
生
方

か
ら
ご
利
用
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
事
後

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
次

の
よ
う
な
感
想
を
頂

戴
し
ま
し
た
。

⑴
国
語
の
仮
名
の
由

来
で
使
用
し
ま
し

た
。
子
ど
も
た
ち

は
想
像
以
上
に
興
味
深
々
で
し
た
。
竹
取
物
語
は
ち
ょ
っ
と
読

め
た
！　

と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。
実
際
に
本
物
に
触
れ
る
こ
と

で
そ
の
時
代
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
で
し
た
。（
小
学

校
教
諭
）

⑵
三
代
和
歌
集
の
授
業
に
て
利
用
し
ま
し
た
。
学
び
の
あ
と
に
和 図 1　「和本バンク」トップページ
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［実践 2］古典籍無償貸出プロジェクト「和本バンク」のすすめ

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

本
を
出
す
と
、
本
当
に
驚
い
た
様
子
で
、
優
し
く
手
に
取
っ
て

め
く
っ
た
り
、
匂
い
を
嗅
い
で
み
た
り
、
一
部
分
に
読
み
取
れ

る
文
字
を
見
つ
け
て
興
奮
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。（
中
学
校
教

諭
）

⑶
初
め
て
和
本
に
触
る
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、「
読
め
な

い
！
」「
案
外
読
め
る
！
」「
軽
い
！
」
な
ど
、
様
々
な
反
応
を

し
て
い
ま
し
た
。
三
年
生
は
竹
取
物
語
や
徒
然
草
の
冒
頭
、
ま

た
仁に
ん
な
じ

和
寺
に
あ
る
法
師
な
ど
を
昨
年
度
学
ん
で
い
た
た
め
、
該

当
箇
所
を
示
し
て
あ
げ
ま
し
た
。
中
に
は
そ
の
部
分
を
読
む
た

め
に
授
業
後
に
「
も
う
一
度
見
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
来
て
く
れ

る
生
徒
も
お
り
ま
し
た
。（
中
高
一
貫
校
教
諭
）

4　

古
典
教
材
の
未
来
を
切
り
拓
く
！
＝
コ
テ
キ
リ

山
田
セ
ン
タ
ー
長
は
、
自
身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
T
w
i
t
t
e
r
や

F
a
c
e
b
o
o
k
等
）
で
「
和
本
は
過
去
・
現
在
・
未
来
を
つ
な

ぐ
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
だ
が
、
そ
こ
に
存
在
す
る
だ
け
な
ら
文
化
遺

産
で
あ
る
。し
か
し
、そ
れ
が
活
用
さ
れ
る
と
文
化
資
源
と
な
る
。」

と
発
信
し
て
き
ま
し
た
。
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
古
典
教
材
の
未
来

を
切
り
拓
く
！
」
研
究
会
（
通
称
「
コ
テ
キ
リ
の
会
」）
を
年
二
回

開
催
し
て
い
ま
す
が
、今
後
も
和
本（
や
そ
こ
に
記
さ
れ
た
く
ず
し
字
）

が
文
化
遺
産
・
文
化
資
源
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、
そ
の
価
値
を

教
育
の
現
場
で
問
い
直
し
続
け
、
成
果
を
研
究
集
会
な
ど
で
公
開

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
和
本
バ
ン
ク
」
な
ど
の
活
動
を
拡
げ
る
に
は
、
現
場
の
教
員
の

協
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
現
在
セ
ン
タ
ー
で
は
、
和
本
の
専
門
知

識
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
授
業
者
で
も
手
軽
に
利
用
で
き
る
よ
う
な

教
材
を
開
発
し
て
お
り
、「
和
本
バ
ン
ク
」
に
つ
い
て
も
、
よ
り

利
用
し
や
す
い
シ
ス
テ
ム
に
改
善
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
教
材
デ
ー
タ
を
共
有
し
、
相
互
利
用
で
き
る
教
材
デ
ー
タ

バ
ン
ク
を
構
想
中
で
あ
り
、
本
書
の
刊
行
を
き
っ
か
け
に
、
今
後

も
和
本
や
く
ず
し
字
を
用
い
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
教
材
を
開
発
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

コ
テ
キ
リ
の
会
へ
の
参
加
者
は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
増
加
し
て

い
ま
す
が
、
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
活
動
の
認
知
度
は
高
い
と
は
言

え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
着
実
に
そ
の
輪
は
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま

す
。
今
後
も
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
教
員
の
み
な
ら
ず
、
学
生
や
院

生
、
研
究
者
、
司
書
、
学
芸
員
、
出
版
社
、
一
般
の
人
々
と
一
緒
に
、

古
典
教
材
の
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。


