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「
読
み
取
る
」

こ
と
、

そ
し
て
伝
え
る
こ
と

黒
揮

弘
光

よ
り
良
い
古
典
の
授
業
を
目
指
す
た
め
に

O
重
要
語
句
の
意
味
と
文
法
関
係
(
漢
文
で
は
句
法
)
の
説
明

を
し
た
後
、
現
代
語
訳
を
し
て
お
し
ま
い
と
い
う
授
業
は
、

生
徒
の
古
典
離
れ
を
招
い
て
し
ま
う
。

O
教
師
が
、
自
分
の
目
で
読
み
、
自
分
の
頭
で
考
え
、
自
分
自

身
で
納
得
の
い
く
読
み
取
り
を
し
た
う
え
で
授
業
に
臨
む
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。

↑
 

教
師
自
身
が
、
自
分
の
教
え
る
文
章
・
作
品

(
H
教
材
)
に

知
的
興
味
を
持
ち
、
共
感
や
感
銘
を
覚
え
て
い
る
か
ど
う
か

が
、
生
徒
を
魅
き
つ
け
る
授
業
に
で
き
る
か
ど
う
か
に
宜
結

す
る
。

O
具
体
的
な
読
み
取
り
、
授
業
準
備
と
し
て
は
、

ω辞
書
、
文
法
蓄
を
使
い
、
さ
ら
に
は
注
釈
書
、
教
授
用
資

料
等
を
活
用
し
て
、
基
本
的
な
読
み
取
り
、

す
る
。

ω標
準
的
な
解
釈
や

ρ
定
説
H

と
な
っ
て
い
る
理
解
・
読
み

取
り
の
中
に
、
自
分
の
納
得
で
き
な
い
も
の
や
、
掘
り
下

げ
が
不
十
分
、
ま
た
は
不
適
切
と
思
わ
れ
る
も
の
は
な
い

か
と
確
認
す
る
↓
自
分
自
身
で
納
得
の
い
く
読
み
取
り
・

解
釈
が
得
ら
れ
た
か
。

O
適
切
で
、
見
落
と
し
の
な
い
読
み
取
り
を
目
指
す
う
え
で
の

着
眼
点

ω語
句
の
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
、
確
実
、
か
つ
自
覚
的
に

と
h
b
』
え
る
。

側
・
「
あ
は
れ
な
り
」
と
「
を
か
し
」
の
差
違
を
ど
う
感

じ
取
り
、
ど
う
教
え
る
か
。

・
「
推
量
」
の
助
動
詞
が
い
く
つ
も
あ
る
理
由
を
ど
う
考

え
、
ど
う
教
え
る
か
。

ω表
現
の
し
か
た
と
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
技
巧
、
そ
れ

に
よ
る
表
現
効
果
を
把
握
す
る
。

側
・
『
源
氏
物
語
』
桐
壷
巻
の
は
じ
め
の
部
分
に
あ
る
「
ま

つ
は
さ
せ
給
ふ
」
・
・
-
な
ぜ
「
ま
つ
は
す
」
と
い
う
、

め
っ
た
に
使
わ
れ
な
い
語
を
使
っ
た
の
か
。
す
ぐ
後

の
部
分
で
は
「
さ
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
」
と
い
う
、
ご
く

普
通
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

解
釈
を
確
認
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-
『
平
家
物
語
』
忠
度
都
落
の
は
じ
め
の
部
分
に
あ
る
、

さ
し
て
意
味
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
表
現
の
意
図

は
?
(
「
侍
五
騎
、
童
一
人
、
わ
が
身
と
も
に
七
騎
」

「
薩
摩
守
馬
よ
り
下
り
」
)

ωそ
の
文
章
・
作
品
の
背
景
に
あ
る
状
況
と
の
関
わ
り
を
踏

ま
え
た
読
み
取
り
を
す
る
。

側
・
『
伊
勢
物
語
』
梓
弓
の
は
じ
め
に
「
宮
仕
へ
し
に
と

て
行
き
け
る
ま
ま
に
、
三
年
来
ざ
り
け
れ
ば
」
・
・
.

「
三
年
」
と
い
う
時
間
の
経
過
が
、
当
時
(
こ
と
に

若
い
女
性
に
と
っ
て
)
ど
ん
な
重
み
を
持
っ
て
い
た

カ
・
『
平
家
物
語
』
忠
度
都
落
で
、
俊
成
に
対
し
て
述
べ
た

忠
度
の
言
葉
に
、
「
一
首
な
り
と
も
御
思
を
か
う
ぶ
ら

う
(
か
う
ぷ
り
で
ご
と
二
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

懇
願
の
真
意
(
死
後
で
あ
っ
て
も
自
分
の
歌
は
き
っ

と
撰
ば
れ
て
入
集
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
自
信
は
な
い

の
か
。
)
。

ωそ
の
文
章
・
作
品
の
構
成
に
も
目
を
配
る
。

側
『
源
氏
物
語
』
桐
査
巻

・
冒
頭
の
「
い
と
や
ん
ご
と
な
き
際
に
は
あ
ら
ぬ
」
で
、

す
で
に
更
衣
と
わ
か
る
。
産
後
の
「
同
じ
ほ
ど
、
そ

れ
よ
り
下
蕗
の
更
衣
」
で
、
大
納
言
家
か
ら
の
入
内

と
わ
か
る
。
現
在
の
読
者
の
理
解
よ
り
少
し
ず
つ
早

い
段
階
で
の
認
識
が
可
能
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
。

@
「
現
代
語
訳
が
で
き
た
」
と
い
う
段
.
階
は
、
読
み
取
り
の

入
り
口
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
現
代
文
の
授
業

な
ら
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
ス
タ
ー
ト
・
ラ
イ
ン
の
は
ず
。
そ
れ

が
古
典
の
ゴ
ー
ル
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
)
。

具
体
的
な
作
品
の
読
み
取
り
・
掘
り
下
げ

ω
「
信
濃
路
は
今
の
墾
道
刈
株
に
足
踏
ま
し
な
む
く
つ
は
け

わ
が
管
」
(
『
万
葉
集
』
東
歌
)

・
妻
が
恐
れ
て
い
る
事
態
・
・
・
失
が
、
篠
竹
や
細
い
木

な
ど
の
、
先
の
尖
っ
た
切
り
株
で
足
裏
に
傷
を
負
う
こ

と
(
破
傷
風
菌
や
ブ
ド
ウ
状
球
菌
の
感
染
に
よ
り
、
死

に
至
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
)

0

・
「
く
つ
は
け
」
と
懇
願
さ
れ
た
夫
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

「
く
つ
」
を
手
に
入
れ
る
の
か
・
・
・
旅
の
途
中
で
買

っ
た
り
、
自
分
で
作
っ
た
り
す
る
の
は
不
可
能
↓
こ
う

歌
っ
た
と
き
に
、
妻
が
自
分
で
作
っ
た
く
つ
を
渡
し
て
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い
る
は
ず
。

ω
「
韓
衣
裾
に
取
り
つ
き
泣
く
子
ら
を
置
き
て
そ
来
ぬ
や
母

な
し
に
し
て
」
(
『
万
葉
集
』
防
人
歌
)



-
な
ぜ
「
裾
に
取
り
つ
き
」
な
の
か
・
・
・
初
め
か
ら
裾

に
は
す
が
り
つ
か
な
い
は
ず
。
↓
何
度
か
腰
や
足
、
手

な
ど
に
す
が
り
つ
い
て
は
引
き
離
さ
れ
た
後
、
も
う
地

面
を
遣
っ
て
父
を
追
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
で
あ
る

こ
と
が
推
察
で
き
る
。

・
「
韓
衣
」
は
枕
詞
な
の
か
・
・
・
当
時
の
庶
民
は
貫
頭
衣

を
若
て
い
た
は
ず
(
「
裾
」
は
無
い
。
)
。
や
は
り
、
旧

来
の
説
の
よ
う
に
、
防
人
の
制
服
と
考
え
た
方
が
妥
当

で
は
な
い
か
。

・
「
置
き
て
そ
来
ぬ
や
」
を
「
置
い
て
来
て
し
ま
っ
た
よ
」

と
現
代
語
に
置
き
換
え
て
も
、
「
そ
」
で
強
め
、
「
や
」

で
詠
嘆
し
て
い
る
ト

l
ン
の
悲
痛
さ
は
表
現
で
き
な

い
。
「
授
業
」
の
利
点
を
生
か
し
、
教
師
の
芦
(
語
り
)

で
、
で
き
る
限
り
そ
の
ト

l
シ
を
再
現
し
て
伝
え
る
こ

と
が
大
切
だ
。

ω
『
伊
勢
物
語
』
東
下
よ
り

・
「
か
か
る
道
は
い
か
で
か
い
ま
す
る
」
・
・
・
普
通
の
疑

問
文
の
よ
う
な
現
代
語
訳
に
な
っ
て
い
る
。
「
い
か
で

か
」
は
、
反
語
表
現
と
な
る
こ
と
が
普
通
で
、
時
と
し

て
、
「
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
持
っ
た
強
い
疑
問
と
な
る
(
『
大
鏡
』
太
政
大
臣
道

長
伝
に
、
兼
家
の
一
言
葉
と
し
て
「
い
か
で
か
か
か
ら
む
」

と
あ
る
の
も
そ
の
一
例
。
)
。
「
修
行
者
」
の
驚
樗
ぶ
り

を
反
映
さ
せ
た
訳
を
工
夫
す
る
こ
と
が
必
要
。

・
「
駿
河
な
る
宇
津
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に

逢
は
ぬ
な
り
け
り
」
・
・
-
四
・
五
句
が
「
そ
の
人
」
(
京

に
い
る
女
性
)
を
薄
情
と
恨
む
歌
意
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
着
目
し
、
グ
恋
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
M
M

を
駆
使
し
た
歌

と
し
て
と
ら
え
る
。

-
「
渡
し
守
」
「
は
や
舟
に
乗
れ
。
日
も
暮
れ
ぬ
」
と

い
う
言
葉
に
敬
語
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

に
若
目
す
る
こ
と
が
必
要
(
「
修
行
者
」
は
尊
敬
動
詞

「
い
ま
す
」
を
使
っ
て
い
る
。
)
・
・
・
当
然
の
礼
儀
も

あ
づ
ま
ぴ
と

弁
え
な
い

M
M

東
人
d

を
描
写
し
、
避
遠
の
地
に
来
て
し

ま
っ
た
と
い
う
思
い
を
強
調
し
て
い
る
。

ω
『
大
和
物
語
』
摸
捨
よ
り

・
「
を
ば
」
を
「
伯
母
」
「
叔
母
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
は

慎
重
を
要
す
る
・
・
・
可
能
性
と
し
て
は
両
方
あ
り
得

る
が
、
「
叔
母
」
で
あ
る
蓋
然
性
の
方
が
高
い
(
「
伯
母
」

で
あ
れ
ば
、
当
時
の
結
婚
適
齢
期
を
過
ぎ
て
い
る
公
算

が
高
い
。
こ
の
時
代
、
更
級
の
「
高
き
山
の
ふ
も
と
」

の
農
村
で
は
、
女
手
ひ
と
つ
で
農
作
業
を
し
て
生
き
て

い
く
の
は
難
し
く
、
独
身
の
ま
ま
で
い
る
女
性
は
か
な

の
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「
叔
母
」
で
あ
れ
ば
、
ま
だ

結
婚
適
齢
期
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
幼
い
甥
を
引
き

取
っ
た
こ
と
で
、
自
分
の
結
婚
は
諦
め
ざ
る
を
え
な
い

境
遇
に
な
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
(
後
の
ス
ト
ー
リ

ー
展
開
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
叔
母
」
の
憐
れ
さ
が

際
立
っ
て
く
る
。
)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
軽
々
に
漢
字
表

記
を
す
る
の
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
「
伯
母
」

「
叔
母
」
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
、
幼
い
甥
を
か
か
え

て
の
生
活
が
き
わ
め
て
貧
し
く
、
苦
し
い
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
「
老
い
か
が

ま
り
て
」
「
い
と
い
た
う
老
い
て
、
二
重
に
て
ゐ
た
り
」

と
い
う
状
態
で
あ
る
(
こ
の
頃
の
「
を
ぱ
」
の
年
齢
が

三
十
歳
そ
こ
そ
こ
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
も
、
生

徒
に
と
っ
て
は
驚
き
で
あ
る
。
)
。
ち
な
み
に
、
「
わ
か

き
」
「
わ
か
く
」
の
表
記
に
「
若
」
を
用
い
る
の
も
、

生
徒
を
ミ
ス
・
リ
ー
ド
す
る
倶
れ
が
あ
る
。

・
こ
の
文
章
に
は
、
「
を
ば
」
の
心
情
に
つ
い
て
の
表
現
が

「
限
り
な
く
喜
び
て
」
し
か
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
・
・
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
沿
っ
て
、
「
を

ば
」
の
心
情
を
推
察
さ
せ
る
授
業
が
望
ま
し
い
。
こ
と

に
、
甥
の
誘
い
に
「
限
り
な
く
」
喜
ん
だ
「
を
ば
」

り
少
な
か
っ
た
は
ず
。
)
。

の

心
情
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
の
後
に
起
こ

る
こ
と
と
の
対
比
の
上
か
ら
も
、
重
要
で
あ
る

0

・
強
調
表
現
が
、
「
い
と
い
た
う
」
「
限
り
な
く
」
「
い
と
限

り
な
く
」
と
い
う
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
い
る
こ
と

に
も
若
目
し
た
い
。
山
上
に
輝
く
月
が
、
こ
の
男
の
心

を
射
抜
く
よ
う
な
効
果
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。

-
「
高
き
山
の
峰
の
、
下
り
来
べ
く
も
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
所

ま
で
「
を
ぱ
」
を
背
負
っ
て
行
く
の
に
要
す
る
時
間
に

若
目
す
る
・
・
・
「
を
ぽ
」
は
、
相
当
早
い
段
階
で
、

寺
へ
の
道
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
。
な
ぜ
そ
れ

を
と
が
め
た
り
、
不
審
に
思
っ
た
り
す
る
表
現
が
な
い

の
か
。
↓
夜
の
山
へ
入
っ
て
行
く
甥
の
意
図
を
、
「
を

ぱ
」
は
察
知
し
、
あ
え
て
無
一
宮
一
同
で
そ
れ
を
受
け
容
れ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

∞
裁
断
橋
接
宝
珠
の
銘
文

-
死
後
三
十
二
年
も
の
歳
月
が
経
つ
で
も
、
息
子
へ
の
愛

情
を
保
ち
続
け
て
い
る
母
の
想
い
を
汲
み
取
る
・

.

.
 

そ
れ
が
眼
目
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ

の
母
の
心
情
を
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
考
え
る
こ
と
も

必
要
で
あ
る
。
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-
こ
の
文
章
は
、
老
い
た
母
(
若
く
て
も
六
十
歳
代
半
ば
。

お
そ
ら
く
は
七
十
歳
前
後
か
)
自
身
が
筆
を
執
っ
て
書

い
た
も
の
で
あ
る
(
表
記
、
及
び
、
「
十
八
に
な
り
た

る
子
」
「
念
仏
申
給
へ
や
」
と
い
う
表
現
か
ら
)
・

僧
侶
や
漢
学
者
な
ど
に
依
頼
し
た
の
で
は
、
漢
字
を
多

用
し
た
文
に
な
っ
て
し
ま
い
、
多
く
の
庶
民
に
は
読
め

な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
母
の
想
い
も
十
分
に

は
反
映
さ
れ
な
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
口
述
し
て
側

近
の
、
文
を
書
き
慣
れ
た
者
に
骨
脅
か
せ
る
こ
と
も
し
て

い
な
い
の
は
、
本
当
な
ら
母
が
自
身
で
人
々
に
、
息
子

「
ほ
り
を
き
ん
助
」
の
た
め
に
「
念
仏
申
給
へ
や
」
と

呼
び
か
け
た
い
想
い
が
強
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
(
こ

の
母
は
橋
の
完
成
前
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
文
章

を
作
っ
た
こ
ろ
に
は
、
病
の
床
に
つ
い
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
)
。

-
母
の
願
い
は
、
自
分
の
死
後
、
誰
も
「
き
ん
助
」

と
を
思
い
出
し
て
念
仏
を
唱
え
て
く
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
事
態
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
母
は
、

目
前
に
迫
っ
て
い
る
自
分
の
死
よ
り
も
、
そ
の
事
態
の

方
が
恐
ろ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
願
い
一
筋
に
こ

の
文
章
を
撮
っ
た
母
が
、
自
分
の
名
を
記
す
こ
と
も
し

。〉
・，ー

て
い
な
い
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

。
こ
の
よ
う
に
掘
り
下
げ
て
読
み
取
る
こ
と
で
、
約
四
百

年
前
に
亡
く
な
っ
た
一
人
の
母
親
の
憩
い
を
確
か
に

受
け
止
め
る
こ
と
(
そ
し
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
後
世
に

伝
え
る
こ
と
)

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

@
 

「
精
進
川
裁
断
橋
銘
文
」

申

@
て
ん
し
ゃ
う
十
人
ね
ん
二
月
十
八
日
に
、
を
た
は
ら
へ
の
御

曲

ち
ん
ほ
り
を
き
ん
助
と
申
十
八
に
な
り
た
る
子
を
た
た
せ

て
よ
り
又
ふ
た
め
と
も
見
さ
る
か
な
し
さ
の
あ
ま
り
に

い
ま
こ
の
は
し
を
か
け
る
成
は
は
の
身
に
は
ら
く
る
い
と

申

そ
く
し
ん
し
ゃ
う
ふ
つ
し
給
へ
い
っ
か
ん
せ
い

此
か
き
つ
け
を
見
る

も
な
り

後
の
よ
の
又
の
ち
ま
て

曲

人
は
念
仏
申
給
へ
や
舟
三
年
の
く
や
う
也

①
名
古
屋
市
熱
田
区
伝
馬
町
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
川
。
一
九
二
六
年
(
大
正

し
ゅ
ん
と

一
五
)
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
。
古
い
橋
は
精
進
川
埋
め
立
て
の
時
に
廃
さ

れ
、
「
裁
断
橋
魁
」
の
石
擦
が
立
っ
て
い
る
。
現
在
の
裁
断
橋
は
、
そ
の

傍
ら
に
、

一
九
六
九
年
(
昭
和
四
四
)
縮
小
復
元
さ
れ
た
も
の
。

②
一
五
九

O
年。

③
豊
臣
秀
吉
が
北
条
氏
征
討
の
た
め
小
岡
原
へ
出
陣
し
た
こ
と
を
さ
す
。

@
(
一
五
七
三

l
一
五
九

O
)
尾
張
国
(
今
の
愛
知
県
)
丹
羽
郡
御
供
所
の
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車
棋
士
、
堀
尾
修
理
亮
の
一
子
。

-
説
に
、
後
に
出
雲
国
(
今
の
島
根
県

松
江
城
主
と
な
っ
た
堀
尾
吉
晴
の
子
と
も
い
う
。

⑤
堀
尾
金
助
の
戒
名
。

⑤
金
助
が
陳
没
し
た
天
王
十
人
年
ご
ろ
、
母
が
息
子
の
供
養
の
た
め
腐
朽
し

て
い
た
裁
断
橋
を
最
初
に
修
築
し
、
三
十
三
回
忌
に
再
度
修
築
の
際
に
銘

文
を
記
し
た
。

(
く
ろ
さ
わ

ひ
ろ
み
つ

元
筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭
)

-6一


