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三
浦
和
尚

三
省
堂『
古
典
Ａ
』

―
―
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て
る

は
じ
め
に

　

こ
の
た
び
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
伴
い
、

新
し
い
教
科
書
『
古
典
Ａ
』
が
編
纂
さ
れ
、
二

七
年
度
か
ら
全
国
の
生
徒
た
ち
に
届
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
新
し
い
科
目
「
古

典
Ａ
」
に
期
待
さ
れ
る
内
容
を
考
察
す
る
と
と

も
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
教
科
書
と
し
て
の
三

省
堂
『
古
典
Ａ
』
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と

す
る
。

一　

育
て
る
べ
き
力

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、
旧
来

の
「
言
語
事
項
」
が
拡
大
さ
れ
、「
伝
統
的
な

言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
と

さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
小
学
校
に
お
い
て
い

わ
ゆ
る
「
古
典
」
が
学
習
内
容
と
な
っ
た
こ
と

は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
が
、
高
等
学
校
の
古
典
学
習
に
一

定
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
が
、
実
体
と
し
て
は
当
面
、
そ
う
い
っ
た
変

化
と
い
う
よ
り
も
、「
古
典
Ａ
」「
古
典
Ｂ
」
と

科
目
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
ど
の
よ
う
な
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
古
典

学
習
を
保
証
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
吟
味
の

ほ
う
が
課
題
と
し
て
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
実
は
古
典
学
習
は
私
た
ち
教
師
が
期
待

す
る
ほ
ど
は
生
徒
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
は

い
な
い
、
と
い
う
現
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

古
典
学
習
指
導
に
お
い
て
は
、
育
て
る
べ
き

古
典
の
力
を
、「
自
力
で
古
典
を
読
む
力
」
と

考
え
る
の
か
、「
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親

し
む
態
度
」
と
考
え
る
の
か
、
二
つ
の
ベ
ク
ト

ル
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。無
論「
自

力
で
古
典
を
読
む
力
」
の
育
成
の
先
に
―
あ
る

い
は
そ
れ
に
並
行
し
て
―
、「
生
涯
に
わ
た
っ

て
古
典
に
親
し
む
態
度
」
が
育
成
さ
れ
る
の
で

あ
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
最
も
ま
っ

と
う
な
教
育
で
あ
る
。
最
終
的
に
ベ
ク
ト
ル
は

一
致
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
う
ま

く
い
っ
て
い
な
い
状
況
が
現
実
で
は
な
い
か
。

「
古
典
を
読
む
力
」
を
育
て
よ
う
と
し
て
、
そ

の
こ
と
を
性
急
に
進
め
、
結
果
的
に
「
古
典
嫌

い
」「
古
典
離
れ
」
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
傾
向

は
否
定
し
が
た
い
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、「
古
典
Ａ
」
の
学
習
の
趣

旨
に
お
い
て
は
、「
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に

親
し
む
態
度
」
の
育
成
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

　

私
自
身
は
、
古
典
学
習
の
意
義
を
、

・
日
本
語
の
歴
史
を
と
ら
え
る
。

・
日
本
の
文
化
や
精
神
の
歴
史
を
と
ら
え
る
。

・「
文
学
」
と
し
て
味
わ
い
、
言
葉
や
人
間
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
。

と
い
っ
た
点
に
お
い
て
考
え
て
い
る
が
、「
生

涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
」
の
育
成

を
考
え
た
場
合
、「
日
本
語
の
歴
史
」
と
い
う

よ
り
も
「
文
学
と
し
て
の
味
わ
い
（
面
白
さ
）」
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『
古
典
Ａ
』

を
先
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
語
釈
や
文
法
を
扱
い
つ

つ
、
い
わ
ゆ
る
現
代
語
訳
が
で
き
た
と
こ
ろ
で

ほ
ぼ
学
習
が
完
結
し
て
い
る
と
い
う
授
業
で
は

な
く
、
現
代
語
訳
を
用
い
て
で
も
内
容
を
深
め

て
い
く
発
問
・
課
題
や
活
動
に
支
え
ら
れ
る
授

業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。

二　

学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
位
置
づ
け

　

こ
れ
ま
で
述
べ
た
点
を
、
も
う
少
し
詳
し
く

学
習
指
導
要
領
の
側
面
か
ら
見
て
み
よ
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
『
古
典
Ａ
』
は
、『
現
代

文
Ａ
』
と
対
に
な
っ
た
教
科
書
で
、
基
本
的
に

は
二
単
位
も
の
で
あ
り
、旧
来
の「
古
典
講
読
」

を
精
神
と
し
て
継
承
し
た
教
科
書
で
あ
る
。

　

い
さ
さ
か
煩
雑
に
な
る
が
、
新
し
い
「
古
典

Ａ
」
の
性
格
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま

で
の
「
古
典
講
読
」
と
新
し
い
「
古
典
Ｂ
」
と

の
違
い
を
、
学
習
指
導
要
領
に
示
す
目
標
か
ら

見
て
み
よ
う
。

○
「
古
典
講
読
」
の
目
標

　

古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
我
が
国
の
文
化
と
伝
統
に
対
す

る
関
心
を
深
め
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に

親
し
む
態
度
を
育
て
る
。

○
「
古
典
Ａ
」
の
目
標

　

古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
、
古
典
に
関

連
す
る
文
章
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が

国
の
伝
統
と
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育

て
る
。

○
「
古
典
Ｂ
」
の
目
標

　

古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む
能
力

を
養
う
と
と
も
に
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、

考
え
方
を
広
く
し
、
古
典
に
つ
い
て
の
理
解

や
関
心
を
深
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊

か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
。

　

こ
の
よ
う
に
比
べ
て
み
る
と
、「
古
典
講 

読
」
を
「
古
典
Ａ
」
が
受
け
継
い
で
い
る
こ
と

が
よ
く
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
の
主
眼
は
、「
古

典
Ｂ
」
の
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読

む
能
力
を
養
う
」
で
は
な
く
、「
古
典
と
し
て

の
古
文
と
漢
文
、
古
典
に
関
連
す
る
文
章
を
読

む
」
で
あ
り
、「
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親

し
む
態
度
を
育
て
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が

よ
く
わ
か
る
。「
古
典
Ｂ
」
が
「
伝
統
的
な
言

語
文
化
」
と
い
う
よ
り
も
「
読
む
こ
と
」
に
力

点
が
置
か
れ
る
の
に
対
し
て
、「
古
典
Ａ
」
は

「
読
む
こ
と
」
よ
り
も
「
伝
統
的
な
言
語
文
化

に
親
し
む
」
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
る
と
い
う

説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
も
、
同
様
の
趣
旨
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、「
古
典
講
読
」
に
は
な
い

「
古
典
に
関
連
す
る
文
章
」
が
入
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
古
典
Ａ
」
は
、「
古
典
講
読
」
で
い

わ
れ
た
言
語
活
動
の
取
り
入
れ
や
現
代
語
訳
の

活
用
を
さ
ら
に
進
め
る
性
格
の
も
の
だ
と
言
え

る
。
内
容
の
取
扱
い
⑶
イ
で
記
さ
れ
る
「
教
材

に
は
、
古
典
に
関
連
す
る
近
代
以
降
の
文
章
を

含
め
る
こ
と
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
日
本
漢

文
、
近
代
以
降
の
文
語
文
や
漢
詩
文
な
ど
を
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
は
、
ま
さ
に
そ
の

方
向
性
の
文
言
で
あ
ろ
う
。

　

三
省
堂
の
『
古
典
Ａ
』
は
、
こ
う
い
っ
た
国

語
学
習
の
在
り
方
の
具
現
化
を
求
め
て
編
纂
さ

れ
た
教
科
書
で
あ
る
。

三　

新
し
い
三
省
堂
『
古
典
Ａ
』

　

新
し
い
三
省
堂
『
古
典
Ａ
』
は
、
こ
れ
ま
で

述
べ
た
よ
う
に
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨

を
生
か
す
と
と
も
に
、「
生
涯
に
わ
た
っ
て
古

典
に
親
し
む
態
度
」
の
育
成
の
具
現
化
を
図
る

こ
と
の
で
き
る
教
科
書
で
あ
る
。

　

「
古
文
」
の
領
域
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み

る
と
、
三
省
堂
『
古
典
Ａ
』
は
次
の
よ
う
な
特

色
を
持
っ
て
い
る
教
科
書
で
あ
る
と
説
明
で
き

る
。

○
親
し
み
や
す
い
題
材

　

古
文
教
材
は
す
べ
て
説
話
を
取
り
あ
げ
た
。



88

　

説
話
だ
か
ら
親
し
み
や
す
い
と
短
絡
的
に
語

る
つ
も
り
は
な
い
が
、
説
話
は
基
本
的
に
そ
の

範
囲
で
完
結
し
や
す
い
短
い
物
語
で
あ
る
。
ま

た
、
説
話
と
し
て
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
た
こ
と

は
、
そ
こ
に
文
学
と
し
て
の
価
値
、
人
間
と
し

て
の
価
値
が
あ
る
と
長
い
歴
史
が
証
明
し
て
き

た
も
の
で
も
あ
る
。
生
徒
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、

誰
が
、
ど
う
し
た
と
い
っ
た
物
語
の
骨
格
を
理

解
し
つ
つ
、
そ
の
面
白
さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
長
い
物
語
の
一
部
の

よ
う
な
、
前
後
の
脈
絡
や
、
複
雑
な
人
間
関
係

の
理
解
を
前
提
と
し
な
く
て
も
読
め
る
と
い
う

点
で
、
生
徒
の
負
担
感
が
減
ぜ
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
生
徒
た
ち
は
、
短
く
、
最
小
限
の
前
提

と
な
る
知
識
し
か
必
要
と
し
な
い
説
話
の
そ
れ

ぞ
れ
の
面
白
さ
に
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
入
っ
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
古
文
へ
の
親
し

み
を
生
み
出
す
第
一
歩
は
、
そ
う
い
う
点
に
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

○
過
不
足
の
な
い
傍
訳

　

生
徒
の
学
習
負
担
を
考
慮
し
、
適
宜
傍
訳
を

付
し
た
。
そ
れ
は
、
物
語
の
内
容
に
で
き
る
だ

け
早
く
入
っ
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め

で
あ
る
。

　

一
方
で
、
現
代
語
訳
と
い
う
形
は
あ
え
て
避

け
た
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
原
文
を
尊

重
し
、
原
文
を
繰
り
返
し
音
読
し
、
原
文
に
よ

り
な
が
ら
解
釈
し
て
い
く
こ
と
を
大
切
に
す
る

た
め
で
あ
る
。
両
者
を
共
に
満
た
す
た
め
に
、

傍
訳
の
量
に
は
慎
重
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

○
読
み
を
深
め
、
学
び
の
定
着
を
図
る
「
学
習

の
手
引
き
」

　

「
学
習
の
手
引
き
」
は
「
課
題
」
と
「
演
習
」

で
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
課
題
」
は
、
語
釈
や

文
法
に
か
か
る
内
容
は
な
る
べ
く
避
け
、
本
文

の
内
容
の
探
究
そ
の
も
の
の
課
題
を
精
選
し
た
。

ま
た
「
課
題
」
は
、「
読
み
の
着
眼
点
」
で
も

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
読
み
方
」
を
示
す
も

の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
演
習
」
は
、
そ

の
教
材
の
中
か
ら
特
徴
的
な
文
法
事
項
等
を
取

り
出
し
、
確
認
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
問
題
に
し
た
が
っ
て
生
徒
た
ち
が
学
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
、
重
要
な
文
法
事
項
の
定
着
を
図
る

こ
と
が
で
き
る
。

○
古
典
文
学
の
世
界
を
広
げ
る
コ
ラ
ム

　

古
典
文
学
の
世
界
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め

る
た
め
に
、
ま
た
、
発
展
的
な
学
び
の
入
り
口

に
な
る
よ
う
に
、
適
宜
教
材
に
関
連
す
る
コ
ラ

ム
を
置
い
た
。
そ
の
内
容
は
例
え
ば
次
の
通
り

で
あ
る
。

・
芥
川
龍
之
介
と
説
話

　

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
絵
仏
師
の
執
心

（
絵
仏
師
良
秀
、
家
の
焼
く
る
を
見
て
喜
ぶ

こ
と
）」
に
合
わ
せ
、
芥
川
龍
之
介
の
「
地

獄
変
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
芥
川
に
と
っ
て

の
古
典
作
品
の
意
味
が
述
べ
ら
れ
る
と
と
も

に
、「
両
者
を
読
み
比
べ
て
み
よ
う
」
と
い

う
課
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。

・
説
話
と
中
国
の
文
章

　

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
後
の
千
金
（
の

こ
と
）」
は
、『
荘
子
』
の
一
節
を
原
典
と
し

た
説
話
で
あ
る
。
中
国
の
書
物
が
こ
う
し
た

形
で
日
本
で
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を

紹
介
し
て
い
る
。

・
古
典
の
中
の
「
同
じ
話
」

　

『
今
昔
物
語
集
』
の
「
姨
母
捨
山
（
信
濃

の
国
の
姨
母
棄
山
の
こ
と
）」
の
話
は
、『
大

和
物
語
』
や
『
俊
頼
髄
脳
』
な
ど
に
も
同
じ

よ
う
な
話
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
『
俊
頼
髄
脳
』
と
比
べ
、
両
者
の
作
品
の

性
格
の
違
い
（
文
種
）
に
言
及
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
三
省
堂
『
古
典
Ａ
』
は
、

学
習
指
導
要
領
の「
目
標
」に
掲
げ
ら
れ
る「
我

が
国
の
伝
統
と
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し
む
態
度
を
育
て

る
」
こ
と
を
、
生
徒
の
立
場
、
生
徒
の
目
線
に

立
っ
て
真
に
具
現
化
す
る
教
科
書
で
あ
る
。

　

広
く
生
徒
の
学
び
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
や
ま
な
い
。

 

（
み
う
ら 
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）


