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な
ぜ
古
典
を
勉
強
す
る
の
か

　

か
つ
て
高
校
の
教
師
を
し
て
い
た
と
き
に
「
な
ぜ

古
典
を
勉
強
す
る
の
か
」
と
、
生
徒
か
ら
質
問
さ
れ

た
。
と
り
あ
え
ず
納
得
す
る
答
え
は
「
受
験
に
あ
る

か
ら
」
だ
が
、
こ
の
答
え
は
、
生
徒
も
私
も
本
当
の

と
こ
ろ
は
腑
に
落
ち
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、「
人
生
に
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
る
。

壁
に
当
た
っ
た
と
き
、
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
異
文

の
で
は
な
い
か
と
密
か
に
思
っ
た
。

伝
承
の
大
切
さ

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
一
、二
年
、
気
持
ち
が
変
わ
っ
て

き
た
。
祖
先
か
ら
長
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
昔
話
な
ど

が
伝
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
を
、
い
ろ
い
ろ

な
研
究
者
か
ら
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
い
ま
や
、
日
本
で
は
、
昔
話
の
伝
承
は
途
絶
え
た
。

子
ど
も
の
本
や
絵
本
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
媒
体
に
よ
っ
て
再
話
さ
れ
る
だ

け
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
伝
え
ら
れ
て
き
た
内
容
を

大
き
く
逸
脱
し
、
意
味
が
す
っ
か
り
異
な
っ
て
し
ま

う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
も
と
も
と
多
少
の
違

い
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
え
て
い
く
中
で

語
り
手
の
個
性
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
だ
。
ま
ず
は
伝

え
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
大
切
な
の
だ
」
と
い
う
考
え

方
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
昔
話
の
採
集
、
分
析

を
続
け
て
き
た
研
究
者
が
、「
人
は
生
き
て
い
く
上

で
様
々
な
思
い
や
考
え
を
抱
く
が
、
そ
れ
を
語
り
た

い
と
欲
求
す
る
の
が
人
間
。
そ
こ
に
文
学
は
生
ま
れ

る
。
文
字
は
な
く
と
も
、
文
明
は
不
充
分
で
も
、
文

学
を
持
た
な
い
民
族
は
な
い
」
と
、
昔
話
の
伝
承
の

必
要
性
を
強
く
語
る
こ
と
ば
に
心
動
か
さ
れ
た
。

　

私
た
ち
は
祖
先
か
ら
、
物
語
の
形
で
、
あ
る
い
は

歌
の
形
で
、
人
生
の
意
味
や
日
々
の
悩
み
の
解
決
の

方
法
、
人
の
持
つ
情
や
信
条
を
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

化
が
何
か
ヒ
ン
ト
を
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
外
国

の
知
識
や
考
え
方
、
感
性
は
刺
激
的
で
、
い
い
智
恵

を
提
供
し
て
く
れ
る
が
、
過
去
に
戻
っ
て
祖
先
が
語

り
継
ぎ
、
書
き
継
い
で
来
た
物
語
な
ど
か
ら
は
勇
気

が
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
古
典
を
勉

強
す
る
の
だ
」
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
う
は
考
え
た
も
の
の
、
古
典
を
知
ら
な
く
て
も

生
き
て
は
い
け
る
、
無
理
矢
理
に
勉
強
す
る
よ
り
、

関
心
を
も
っ
た
と
き
に
改
め
て
ひ
も
と
く
方
が
い
い
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こ
と
ば
の
解
釈
と
背
景
の
歴
史
や
文
化
状
況
を
説
明

し
な
け
れ
ば
伝
わ
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
だ

が
、
そ
う
し
た
工
夫
を
加
え
て
で
も
、
民
族
が
伝
え

て
き
た
文
学
、
す
な
わ
ち
伝
承
を
後
世
に
伝
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
今
は
危
機
感
を
も
っ
て

感
じ
て
い
る
。
目
の
前
の
若
者
た
ち
に
伝
え
な
け
れ

ば
、
次
の
世
代
に
伝
わ
ら
な
い
。
今
の
時
代
の
子
ど

も
た
ち
が
知
ら
な
け
れ
ば
、
本
当
に
途
絶
え
て
し
ま

う
の
だ
と
い
う
危
機
感
で
あ
る
。

子
ど
も
に
と
っ
て
の
伝
承

　

一
方
、
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
日
々
起
こ
っ
て
い
る
。
私
が
現
在
接
し
て
い
る
の

は
十
代
の
終
わ
り
か
ら
二
十
代
の
女
性
た
ち
が
多
い

が
、時
折
彼
女
た
ち
の
悩
み
に
接
す
る
こ
と
が
あ
る
。

以
前
は
も
う
少
し
若
い
世
代
の
思
い
に
接
す
る
体
験

も
し
た
。
そ
の
中
で
感
じ
る
の
は
、
生
き
る
た
め
の

〈
智
恵
と
勇
気
〉
が
、
子
ど
も
と
そ
の
周
辺
の
大
人

に
も
う
少
し
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

子
ど
も
に
と
っ
て
、
生
き
る
た
め
の
〈
智
恵
と
勇

気
〉
は
、
知
識
だ
け
で
は
身
に
付
か
な
い
。
身
近
な

と
こ
ろ
に
い
て
、
愛
情
を
持
っ
て
見
守
る
大
人
が
存

在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
血
と
な
り
肉
と
な

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
大
人

の
存
在
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と
思
う
が
、
幼
い
子
ど

も
の
場
合
は
、こ
の〈
智
恵
と
勇
気
〉は〈
物
語
経
験
〉

に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、直
接
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
こ
と
、あ
る

い
は
本
や
絵
本
を
親
し
い
大
人
に
読
ん
で
も
ら
う
こ

と
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
近

な
大
人
の
存
在
と
そ
の
愛
情
を
感
じ
、
そ
し
て
物
語

の
中
に
展
開
す
る
人
生
の〈
智
恵
と
勇
気
〉を
身
に
染

み
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

　

こ
う
し
た
〈
物
語
経
験
〉
を
幼
い
頃
か
ら
繰
り
返

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
想
像
力
の
翼

を
広
げ
、
物
語
世
界
を
い
っ
そ
う
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
物
語
を
、
身
近
な

大
人
、
あ
る
い
は
同
年
代
や
異
年
齢
の
子
ど
も
た
ち

と
直
接
交
流
す
る
中
で
体
験
で
き
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

の
豊
か
な
想
像
力
の
翼
を
他
者
と
共
有
す
る
喜
び
も

感
じ
、
そ
こ
に
子
ど
も
同
士
の
、
ま
た
子
ど
も
と
大

人
と
の
「
心
の
絆
」
を
結
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

  
伝
承
に
よ
る
〈
物
語
経
験
〉
の
重
要
性
は
、
長
年

民
族
が
培
っ
て
き
た
生
き
る
た
め
の〈
智
恵
と
勇
気
〉

を
次
世
代
の
一
人
ひ
と
り
に
確
実
に
伝
え
、
そ
の
一

人
ひ
と
り
の
人
生
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に

次
へ
の
伝
承
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
だ

け
、
受
け
止
め
た
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
伝
承
に
よ

る
〈
物
語
経
験
〉
は
深
く
浸
透
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

メ
キ
シ
コ
の
先
住
民
ウ
ィ
チ
ョ
ー
ル
族
や
イ
ラ
ン

の
民
族
と
交
流
し
、
伝
承
を
採
集
し
に
行
っ
て
い
る

研
究
者
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
現
在
で
も
二
十

代
の
若
者
ま
で
民
族
に
伝
わ
る
物
語
を
す
ぐ
に
語
っ

て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
。
そ
れ
は
遠
い
異

国
の
、
私
た
ち
に
は
関
係
の
な
い
事
の
よ
う
に
思
い

が
ち
で
あ
る
。

　

だ
が
、
絵
本
の
読
み
語
り
、
昔
話
の
ス
ト
ー
リ
ー

テ
リ
ン
グ
の
現
場
に
接
す
る
と
、
話
に
夢
中
に
な
っ

て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
様
子
に
驚
か
さ
れ
、
人
は
誰

で
も
話
を
直
接
語
り
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
好
き
だ
と

い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
積
み
重
ね
が
子
ど
も
た

ち
に
〈
智
恵
と
勇
気
〉
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
思
い

を
は
せ
た
と
き
、
前
述
の
地
域
の
若
い
世
代
が
当
た

り
前
の
よ
う
に
伝
承
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
が
、
に

わ
か
に
羨
望
の
思
い
と
共
に
迫
っ
て
く
る
の
だ
。

　

ア
フ
リ
カ
の
昔
話
の
採
集
に
行
き
、
一
族
の
中
に

一
緒
に
住
ん
で
話
を
聞
き
続
け
た
研
究
者
は
、
昼
間

の
労
働
に
疲
れ
た
親
た
ち
に
代
わ
っ
て
、
祖
父
母
た

ち
が
孫
た
ち
に
長
年
の
経
験
を
踏
ま
え
た
人
生
へ
の

向
き
合
い
方
を
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
通
し
て
語
っ
て
い

く
伝
承
の
場
を
説
明
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
、
人
が

生
き
る
上
で
伝
承
が
い
か
に
大
切
か
と
い
う
こ
と
を

物
語
っ
て
い
た
。

　

私
に
は
、
口
承
や
書
承
に
よ
る
伝
承
、
す
な
わ
ち

語
り
継
が
れ
、
書
き
継
が
れ
て
き
た
物
語
を
伝
え
て

い
く
こ
と
の
重
要
性
が
切
実
な
問
題
と
し
て
迫
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
古
典
を
学

ぶ
理
由
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

古
典
の
お
も
し
ろ
さ

　

現
在
私
が
担
当
し
て
い
る
の
は
、
近
代
以
前
日
本
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児
童
文
学
と
い
う
分
野
で
あ
る
。
日
本
の
子
ど
も
が

か
つ
て
ど
の
よ
う
な
文
学
体
験
を
し
て
き
た
の
か
を

考
え
る
と
、
ま
ず
は
口
承
や
書
承
に
よ
る
昔
話
、
伝

説
、
神
話
、
説
話
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
絵

巻
物
や
絵
入
り
本
が
一
部
の
子
ど
も
た
ち
に
物
語
を

提
供
し
て
き
た
。『
更
級
日
記
』
の
主
人
公
が
『
源

氏
物
語
』
を
読
む
話
、
旅
の
途
中
で
「
竹
芝
寺
の
伝

説
」
を
聞
く
話
は
、
そ
の
状
況
を
想
像
さ
せ
る
。

　

さ
ら
に
、多
く
の
物
語
を
提
供
し
た
「
御
伽
草
子
」

は
、
木
版
刷
り
の
絵
入
り
本
に
よ
っ
て
広
く
一
般
に

浸
透
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
い

て
、同
じ
く
木
版
刷
り
の「
上
方
絵
本
」、「
草
双
紙
」、

「
豆
本
」
な
ど
の
絵
草
紙
が
子
ど
も
の
読
み
物
と
も

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

  

こ
れ
ら
の
作
品
に
触
れ
て
み
る
と
い
ろ
い
ろ
な
意

外
な
こ
と
に
ぶ
つ
か
る
。
例
え
ば
、「
御
伽
草
子
」

の
「
一
寸
法
師
」
は
姫
に
恋
し
、
そ
の
思
い
を
遂
げ

る
た
め
に
手
段
を
選
ば
ず
策
略
を
め
ぐ
ら
す
。「
も

の
く
さ
太
郎
」
は
思
い
切
っ
た
方
法
で
気
に
入
っ
た

女
性
を
見
つ
け
る
が
、
そ
の
心
を
つ
か
ん
だ
き
っ
か

け
は
天
性
の
和
歌
の
才
能
だ
っ
た
。「
天
稚
彦
草
子
」

の
主
人
公
の
娘
は
困
難
に
出
会
う
度
に
根
気
強
く
乗

り
越
え
て
恋
す
る
夫
と
の
出
会
い
を
手
に
入
れ
る
。

「
鉢
か
づ
き
」
の
主
人
公
の
姫
は
、
恐
る
恐
る
恋
を

し
て
い
く
内
に
成
長
し
、た
く
ま
し
く
な
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
鬼
に
瘤
取
ら
る

る
事
」「
雀
報
恩
の
事
」
で
は
、
村
人
や
家
族
に
軽

ん
じ
ら
れ
て
い
る
爺
や
婆
が
、
我
を
忘
れ
て
踊
る
こ

と
や
雀
の
世
話
に
夢
中
に
な
る
姿
に
生
き
る
力
の
発

露
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

絵
を
中
心
と
し
、
文
が
加
わ
っ
て
物
語
を
展
開
し

て
い
く
、
今
日
の
絵
本
、
マ
ン
ガ
の
源
と
も
考
え
ら

れ
る
絵
草
紙
で
は
、
素
朴
な
が
ら
力
強
い
絵
や
、
先

行
す
る
絵
巻
物
や
手
描
き
の
絵
入
り
本
を
継
承
し
つ

つ
新
し
さ
を
加
味
し
た
物
語
に
魅
力
を
感
じ
る
。

『
き
ん
と
き
お
さ
な
だ
ち
』
は
金
太
郎
絵
本
の
源
だ

が
、
力
強
く
躍
動
的
な
描
線
に
主
人
公
の
快か
い

童ど
う

丸ま
る

の

強
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
一
方
、
そ
の
快
童
丸
を
抱

き
、
見
つ
め
る
山
姥
の
言
動
に
は
母
親
の
あ
ふ
れ
ん

ば
か
り
の
愛
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
金
太
郎
は
成

長
し
て
源
頼
光
の
四
天
王
の
一
人
と
な
る
が
、
頼
光

た
ち
の
英
勇
譚
は
繰
り
返
し
描
か
れ
続
け
た
。
そ
こ

に
は
神
の
助
力
を
も
ら
っ
て
仲
間
と
助
け
合
い
な
が

ら
と
て
つ
も
な
い
鬼
神
た
ち
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く

頼
光
た
ち
の
物
語
が
展
開
す
る
。
荒
唐
無
稽
で
は
あ

る
が
、
今
日
人
気
を
集
め
て
い
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の

冒
険
物
語
に
通
じ
る
魅
力
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

　

想
像
力
の
豊
か
さ
は
江
戸
期
の
絵
草
紙
に
多
く
見

ら
れ
る
が
、『
真
字
・
草
字
く
ら
ゐ
諍
ひ
』
で
は
カ

タ
カ
ナ
と
ひ
ら
が
な
が
合
戦
を
す
る
と
い
う
発
想
が

お
も
し
ろ
い
。『
道
具
の
化
物
尽
し
』
で
は
、
日
用

品
が
次
々
と
化
け
て
い
く
絵
が
生
き
生
き
と
描
か
れ

て
い
る
。『
是
は
御
ぞ
ん
じ
の
ば
け
物
に
て
御
座
候
』

で
は
、
室
町
期
の
異
類
合
戦
物
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら

も
、
新
旧
の
化
物
た
ち
が
子
ど
も
た
ち
の
人
気
を
か

け
て
戦
い
合
う
発
想
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
さ
れ
た
化

物
た
ち
の
絵
に
漂
う
可
笑
味
に
新
し
さ
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
絵
草
紙
に
は
作
品
の
作
り
手

と
読
者
で
あ
っ
た
江
戸
期
の
庶
民
の
生
活
に
根
ざ
し

た
〈
智
恵
と
勇
気
〉
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
嫁

入
り
次
第
を
動
物
な
ど
の
異
類
で
描
い
た
嫁
入
り
物

に
は
、
結
婚
を
め
ぐ
る
行
事
が
順
を
追
っ
て
描
か
れ

る
中
に
、
力
強
く
日
常
生
活
を
生
き
て
い
く
人
々
の

江戸期の絵草紙。江戸中期に江戸で出版された赤本『鼠の嫁入』を改装して出版し
た作品。初産で子どもが生まれる場面。江戸期の出産の風俗が描かれ、子どもの誕
生を祝う家内の様子が描かれている。江戸後期に改装されるほど浸透した。家蔵。
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姿
が
見
出
せ
る
。『
お
に
の
四
季
あ
そ
び
』『
雷
の
四

季
咄
』
は
、
天
上
世
界
で
さ
ま
ざ
ま
な
天
候
を
生
み

だ
し
て
い
る
鬼
た
ち
の
姿
を
描
い
て
い
る
が
、
い
ろ

い
ろ
な
仕
事
の
作
業
風
景
や
家
庭
内
の
団
欒
な
ど
が

取
り
こ
ま
れ
、
日
々
の
生
活
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
古
典
の
物
語
に
は
、
今
日
伝
わ
っ
て

い
る
話
と
は
異
な
る
面
が
見
ら
れ
た
り
、
そ
こ
に
力

づ
け
て
く
れ
る
も
の
を
見
出
し
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
る
。「
古
典
に
は
意
外
性
が
あ
っ
て
が
お
も
し
ろ

い
と
思
う
け
ど
、
ど
う
？　

捨
て
た
も
の
じ
ゃ
な
い

よ
。」
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
で
、
現
在
は
、「
伊
曾
保

物
語
」「
御
伽
草
子
」「
赤
本
」「
上
方
絵
本
」「
豆
本
」

な
ど
を
教
材
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
意
外
な
思
い
か

ら
関
心
を
持
っ
て
読
み
進
め
、
想
像
力
を
た
く
ま
し

く
さ
せ
る
と
、
古
典
の
中
に
現
代
の
私
た
ち
に
も
通

じ
る
人
々
の
生
き
る
姿
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
に
力
づ
け
て
く
れ
る
も
の
を
見
出
し
、
古

典
を
読
む
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

古
典
の
読
み
方

　

古
典
を
読
む
と
き
に
は
、
語
釈
や
注
釈
の
必
要
性

が
障
害
と
な
っ
て
敬
遠
さ
れ
た
り
、
堅
苦
し
く
な
っ

た
り
す
る
。
だ
が
、
長
い
年
月
を
越
え
て
き
た
作
品

に
は
、
必
ず
魅
力
が
あ
る
。
古
典
が
伝
え
て
き
た
物

語
に
は
生
き
る
た
め
の
〈
智
恵
と
勇
気
〉
が
、
わ
く

わ
く
す
る
物
語
展
開
、
言
葉
遊
び
や
語
調
の
楽
し
さ

や
笑
い
、
素
朴
な
が
ら
力
強
い
絵
、
意
外
な
発
想
な

か
と
う　

や
す
こ　

梅
花
女
子
大
学
文
化
表
現
学
部
児
童
文

学
科
教
授
。
近
代
以
前
日
本
児
童
文
学
を
担
当
。
専
門
は
江

戸
期
の
絵
草
紙
。
著
書
に
『
幕
末
・
明
治
豆
本
集
成
』
等
。

ど
と
共
に
つ
ま
っ
て
い
る
。
幼
い
子
ど
も
ほ
ど
、
こ

の
語
り
継
が
れ
、
読
み
継
が
れ
た
物
語
を
経
験
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
ず
は
、
内
容
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
言
葉
や

文
章
を
工
夫
し
、
絵
な
ど
視
覚
的
な
情
報
も
加
え
、

読
み
語
り
や
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
、
絵
本
や
紙
芝

居
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
伝
え
方
を
取
り
込
み
な
が
ら
、

伝
来
の
物
語
に
触
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る
。

　

昔
話
、
伝
説
、
説
話
、
神
話
、
絵
巻
物
、
絵
入
り

本
、
絵
草
紙
な
ど
、
掘
り
起
こ
し
た
い
教
材
は
ま
だ

ま
だ
あ
る
。
教
材
化
や
指
導
方
法
に
は
乗
り
越
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
が
、

今
伝
え
な
け
れ
ば
途
絶
え
て
し
ま
う
の
が
、
伝
承
で

あ
り
、
古
典
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
途
絶
え
さ
せ
て
し

ま
う
に
は
あ
ま
り
に
も
惜
し
い
、生
き
る
た
め
の〈
智

恵
と
勇
気
〉
が
あ
る
。
大
人
が
愛
情
を
持
っ
て
、
直

に
こ
れ
ら
の
物
語
を
伝
え
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
そ

れ
を
喜
び
を
も
っ
て
受
け
止
め
て
く
れ
、
ま
た
次
の

世
代
へ
と
引
き
継
い
で
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
家
庭

や
地
域
、
そ
し
て
学
校
で
、
豊
か
な
〈
物
語
経
験
〉

が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
、今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
。

江戸後期から明治前期に盛んに出版された豆本。右から江戸末期出版の『冨貴遊』（日用品が擬人化され、それぞれ愚痴を言い合う内容）、『桃
太郎』。明治前期出版の『花咲爺』、『宮本武勇伝』（宮本武蔵の逸話集）。それぞれ表紙は色刷り、中は墨刷り。木版による出版。家蔵。


