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一　

古
典
教
育
は
ど
こ
に
あ
る
の
か

　

現
行
の
小
学
校
の
国
語
教
科
書
に
は
、
韻
文
と
し

て
万
葉
集
や
古
今
集
の
歌
、
芭
蕉
、
蕪
村
、
一
茶
の

句
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。教
科
書
に
よ
っ
て
は
、

「
竹
取
物
語
（
冒
頭
）」「
百
人
一
首
」「
枕
草
子
（
春

は
あ
け
ぼ
の
）」「
平
家
物
語
（
冒
頭
）」「
論
語
」「
狂

言
」
な
ど
の
本
文
が
掲
載
さ
れ
、
な
か
に
は
、「
桃

源
郷
も
の
が
た
り
」
と
し
て
陶
淵
明
の
「
桃
花
源
記
」

が
松
井
直
の
再
話
の
か
た
ち
で
載
せ
ら
れ
て
い
る
も

の
も
あ
る
。

　

国
語
教
育
の
な
か
の
古
典
教
育
に
お
い
て
は
、「
過

去
の
長
い
年
月
に
亘
っ
て
、多
く
の
人
に
尊
重
さ
れ
、

愛
好
さ
れ
て
き
た
文
献
」（
時
枝
誠
記
）、
す
な
わ
ち

古
文
と
し
て
の
日
本
の
古
典
文
学
や
漢
詩
文
と
し
て

の
中
国
の
古
典
文
学
が
そ
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
学
習
活
動
に
お
い
て
は
、
そ
の
本
文
を
「
声
に

出
し
て
読
む
こ
と
」が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、

基
本
と
な
っ
て
い
る
の
は
、古
文
や
漢
文
に
親
し
み
、

　

そ
れ
な
ら
ば
、国
語
教
育
に
お
け
る
古
典
教
育
は
、

大
学
入
試
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
の
こ
と
は
あ
な
が
ち
に
否
定
し
が
た
い
現
実

で
は
あ
る
が
、
一
方
で
そ
れ
は
、
一
面
的
に
す
ぎ
る

と
い
う
ふ
う
に
も
お
も
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
も
っ

と
古
典
文
学
の
世
界
に
ふ
れ
、
親
し
み
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
古
典
文
学
を
愛
好
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
も
お
も
っ
て
い
る
し
、
日
本
語
の
力
を
ゆ
た
か

に
す
る
た
め
に
も
古
典
を
大
事
に
し
て
ほ
し
い
と
も

お
も
っ
て
い
る
。

二　

古
典
教
育
は
何
を
め
ざ
す
の
か

「
う
さ
ぎ
と
か
め
」
の
話
は
、
幼
い
子
ど
も
に
も
な

じ
み
の
あ
る
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
、
古
代

ギ
リ
シ
ア
人
・
イ
ソ
ッ
プ（
ア
イ
ソ
ポ
ス
）の
つ
く
っ

た
お
話
で
あ
る
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
ま
し
て
や
、
こ
の
話
が
い
つ
日
本
に
も
た
ら

さ
れ
た
の
か
を
知
る
人
は
も
っ
と
少
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
い
わ
ゆ
る
『
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
』
は
、
い
ま

か
ら
四
百
年
以
上
前
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
徒
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は
『
伊
曾
保
物
語
』

と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。「
北
風
と
太
陽
」
の
話
や
肉
を
く
わ
え
た
犬
が

川
面
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
み
て
肉
を
失
う
話
な

ど
、
数
々
の
お
話
が
い
ま
も
子
ど
も
た
ち
の
読
み
物

と
な
っ
て
い
る
。

　

イ
ソ
ッ
プ
の
お
話
を
読
む
こ
と
は
、
そ
れ
を
学
習

作
品
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
と
い
う
作
品
主
義
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。

　

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、古
文
や
漢
文
（
訓
読
文
）

の
言
い
ま
わ
し
、
い
わ
ゆ
る
文
語
文
の
表
現
は
、
耳

慣
れ
な
い
こ
と
ば
、「
む
か
し
の
人
の
こ
と
ば
」
で

あ
り
、
違
和
感
を
も
た
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
独
特
の
韻
律
に
興
味
や
関
心
を
お

ぼ
え
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
意

味
の
わ
か
ら
な
い
世
界
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

わ
た
し
た
ち
教
員
は
、『
源
氏
物
語
』
や
『
史
記
』

を
は
じ
め
、
日
本
の
古
典
文
学
に
ゆ
か
り
の
あ
る
、

数
々
の
名
だ
た
る
作
品
を
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
て

い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
訳
文
で
は
な
く
、
そ
の
当

時
の
こ
と
ば
を
と
お
し
て
理
解
し
て
ほ
し
い
と
望
ん

で
い
る
。
そ
れ
は
、
現
実
的
に
は
、
大
学
入
試
に
古

文
や
漢
文
が
出
題
さ
れ
る
の
で
、
古
文
や
漢
文
を
原

文
に
ち
か
い
か
た
ち
で
読
み
解
く
力
を
つ
け
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
。
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の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
古
典
教
育
な
の

か
。
中
学
校
で
は
、「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
の
故
事

や
「
株
を
守
る
」
話
な
ど
が
教
材
化
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
古
典
教
育
の
範
疇
の
な
か
で
扱
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、
義
務
教
育
段
階
で
イ
ソ
ッ
プ
の
話

が
古
典
教
育
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
江
戸
時
代
の
『
伊

曾
保
物
語
』を
当
時
出
版
さ
れ
た
本
文
の
か
た
ち（
版

本
）
で
読
め
ば
古
典
教
育
に
な
る
の
か
。
わ
た
し
た

ち
教
師
は
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
も
う
一
度
、
問
い
直

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
な
よ
た
け
の
か
ぐ
や
姫
」
の
話
す
な
わ
ち
『
竹
取

物
語
』
は
、『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
は
、「
物
語
の
い

で
き
は
じ
め
の
祖お
や

」（「
絵
合
」）
と
評
価
さ
れ
、
長
い

間
に
わ
た
っ
て
読
ま
れ
て
き
た
作
品
で
は
あ
る
が
、

そ
の
原
本
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に

し
て
も
、紫
式
部
の
自
筆
本
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
古
典
文
学
作
品
を
本
文
そ
の
も
の
に

即
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
の
専
門
家
に

と
っ
て
も
実
は
至
難
の
わ
ざ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、『
竹
取
物
語
』
が
お
も

し
ろ
い
話
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
文
学
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
い
る
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
、
い
ま
も

子
ど
も
た
ち
に
も
親
し
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

古
典
教
育
の
対
象
と
さ
れ
る
文
学
が
、
古
文
だ
か

ら
漢
文
だ
か
ら
、
古
典
教
育
が
成
立
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
語
教
育
に
お
い
て
、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
は
、
不
動
の
地
位
を
し
め
、
繰
り

返
し
読
ま
れ
、
こ
よ
な
く
大
事
に
さ
れ
て
い
る
。
古

典
の
古
典
た
る
ゆ
え
ん
は
、
古
い
時
代
の
も
の
で

あ
っ
て
も
、
時
代
を
こ
え
て
、
そ
の
作
品
が
繰
り
返

し
読
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
読
者
が

汲
め
ど
尽
き
ぬ
魅
力
を
感
じ
取
る
と
い
う
と
い
う
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
は
、
そ
の
本
文
の
こ
と
ば

づ
か
い
が
文
語
文
で
あ
る
の
か
、
ど
う
か
の
問
題
で

は
な
く
、
再
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
現
代
語
訳
さ

れ
た
も
の
で
あ
れ
、マ
ン
ガ
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、

そ
の
作
品
の
な
か
の
こ
と
ば
や
表
現
が
い
か
に
読
者

の
生
活
や
人
生
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
か
、
ま
た
再

び
繰
り
返
し
そ
の
作
品
を
読
ん
で
み
た
い
と
お
も
う

の
か
ど
う
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
わ
た
し

た
ち
は
教
師
は
、
ど
こ
か
で
、
子
ど
も
た
ち
に
、
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
版
で
は
な
く
、
作
品
そ
の
も
の
を
、
原

文
に
ち
か
い
か
た
ち
の
古
文
や
漢
文
そ
の
も
の
を
読

ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
し
、
読
め
る
力
を
つ
け

て
や
り
た
い
と
努
力
し
て
い
る
。

三　

古
典
教
育
は
こ
と
ば
・
日
本
語
の
教
育

　

国
語
教
育
の
な
か
の
古
典
教
育
は
、
や
は
り
こ
と

ば
・
日
本
語
の
教
育
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
か
わ
り

は
な
い
。「
難
波
津
に
咲
く
や
木
の
花
冬
ご
も
り
今

は
春
べ
と
咲
く
や
木こ

の
花
」。
こ
れ
は
、
九
〇
五
年

成
立
の
『
古
今
集
』
の
「
仮
名
序
」
に
ひ
か
れ
た
歌

で
あ
り
、
百
人
一
首
カ
ル
タ
を
は
じ
め
る
と
き
の
歌

い
出
し
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
を
注
釈
や
参
考
書
な
く

そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か

し
、
こ
の
歌
に
あ
る
「
咲
く
」
や
「
花
」
や
「
春
」

や
「
冬
」
は
、
い
ま
も
わ
た
し
た
ち
が
つ
か
っ
て
い

る
こ
と
ば
・
日
本
語
で
あ
る
。
実
は
、
国
語
教
育
の

な
か
の
古
典
教
育
が
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
点

は
、
こ
う
し
た
こ
と
ば
が
日
本
語
と
し
て
い
ま
も
連

綿
と
し
て
使
い
続
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
語
学
教
育
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
文
学
教
育
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
、
読
書
教
育
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る

に
せ
よ
、
わ
た
し
た
ち
は
、
根
本
に
お
い
て
、
こ
と

ば
・
日
本
語
の
教
育
と
し
て
の
古
典
教
育
の
あ
り
か

た
を
探
求
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

こ
と
ば
・
表
現
は
、
つ
ね
に
誰
か
に
向
け
て
差
し

出
さ
れ
て
い
る
。
古
典
文
学
作
品
の
こ
と
ば
・
表
現

も
ま
た
、
時
代
を
こ
え
て
た
え
ず
わ
た
し
た
ち
に
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
い
る
。
い
ま
と
は
時

代
を
異
に
す
る
古
典
の
世
界
に
ふ
れ
な
が
ら
、
わ
た

し
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
・
日
本
語
力
を

豊
か
に
し
て
い
く
国
語
教
育
を
め
ざ
し
た
い
。

た
な
か　

と
し
や　

大
阪
教
育
大
学
准
教
授
。
現
在
、
大
学

院
実
践
学
校
教
育
専
攻
（
夜
間
）
で
、
現
職
の
先
生
方
と
社

会
に
ひ
ら
か
れ
た
国
語
の
授
業
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。


