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れ
が
復
刻
の
意
味
で
あ
り
、
こ
の
度
の

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
も
、
そ
れ
を
象

徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

今
回
の
改
訂
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
内

容
読
解
に
傾
倒
し
た
授
業
へ
の
反
省
か

ら
、
「
書
く
こ
と
」
「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
の
領
域
の
配
当
時
間
が
大
幅
に

増
え
た
。
つ
ま
り
、
学
習
者
を
表
現
主

体
と
し
て
育
成
し
て
い
く
こ
と
が
、
今

後
の
国
語
科
教
育
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
先
の
青
木
の
指
摘
が
、「
書

く
こ
と
」
の
学
習
の
増
加
を
企
図
し
た

も
の
で
は
な
く
、
「
読
む
こ
と
」
の
学

習
を
支
え
る
も
の
と
し
て
書
く
活
動
を

位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
、

注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
無

論
、
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
の
充
実
は

　

あ
る
単
元
の
振
り
返
り
を
さ
せ
た
際

の
記
述
を
引
用
す
る
。

・
文
章
の
書
き
方
に
も
筆
者
の
伝
え
た

い
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
と
知
っ
て

感
動
し
た
。

・
こ
れ
か
ら
事
例
や
引
用
を
読
む
と
き

は
、
筆
者
が
ど
う
い
う
意
図
で
そ
の

事
例
を
使
用
し
た
の
か
を
考
え
て
、

事
例
と
主
張
は
本
当
に
結
び
つ
い
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る

よ
う
に
し
た
い
。

・
教
科
書
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
文

章
は
、
文
だ
け
で
な
く
構
成
ま
で
一

貫
し
て
主
張
と
揃
え
て
あ
る
の
だ
な

と
感
心
し
ま
し
た
。
ま
た
、
筆
者
の

経
歴
や
職
業
ま
で
も
が
文
章
の
書
き

方
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
見
方
は
今

回
気
づ
い
た
。

 

　

令
和
２
年
に
復
刻
さ
れ
た
青
木
幹
勇

『
第
三
の
書
く
』
で
は
、
１
９
８
６
年

の
国
語
科
教
育
の
実
態
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

読
む
こ
と
の
指
導
（
学
習
）
に
お
け

る
書
く
こ
と
の
軽
視
、
あ
る
い
は
拒
否

な
ど
の
事
実
は
、
指
導
上
の
大
き
な
欠

陥
と
し
て
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

す
ま
い
。

　

こ
の
指
摘
か
ら
30
年
以
上
が
経
過
し

て
い
る
が
、
青
木
の
指
摘
は
結
局
、
現

場
に
は
届
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ

必
要
で
あ
る
が
、
同
時
に
、「
書
く
こ
と
」

と
の
関
連
の
中
で
「
読
む
こ
と
」
の
学

習
を
位
置
づ
け
な
お
し
て
い
く
こ
と
も
、

新
た
な
学
習
指
導
要
領
下
の
授
業
に
お

い
て
は
重
要
な
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
学
習
指
導
要
領
「
論
理
国

語
」
で
は
、
「
内
容
」
の
「
読
む
こ
と
」

に
お
い
て
は
、
「
エ　

文
章
の
構
成
や

論
理
の
展
開
、
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
、

書
き
手
の
意
図
と
の
関
係
に
お
い
て
多

面
的
・
多
角
的
な
視
点
か
ら
評
価
す
る

こ
と
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
書
き

方
の
特
徴
を
分
析
し
、
そ
の
よ
う
な
書

き
方
を
し
た
書
き
手
の
意
図
を
推
論
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
学
習
者
を
よ
り
良

い
書
き
方
に
出
会
わ
せ
て
い
く
こ
と
が

必
要
な
の
で
あ
る
。
よ
り
良
い
書
き
手

と
の
出
会
い
は
、
自
ら
書
き
手
と
な

る
際
の
枠
組
み
を
学
習
者
に
与
え
得
る
。

つ
ま
り
、
書
き
手
の
立
場
に
立
っ
た
読

み
手
の
育
成
が
、
よ
り
良
い
表
現
者
を

育
て
て
い
く
た
め
の
「
読
む
こ
と
」
の

学
習
に
お
い
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

様
々
な
言
葉
と
出
会
う

授
業
づ
く
り

県
立
岡
山
操
山
高
等
学
校

　
教
諭
　

難
波　

健
悟

１　

書
き
手
と
し
て
の
読
み
手
の

　

立
場

２　

様
々
な
声
に
耳
を
傾
け
る

　

こ
と
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で
は
、
教
師
に
よ
る
教
育
内
容
研
究
（
教

材
研
究
）
が
欠
か
せ
な
い
と
指
摘
し
て

い
る
。
文
章
の
書
き
方
の
特
徴
は
何
か
、

書
き
手
は
な
ぜ
そ
の
書
き
方
を
選
択
し

た
の
か
、
事
例
の
選
択
と
書
き
手
の
立

場
と
の
関
係
は
な
い
の
か
、
引
用
の
多

用
や
題
名
の
意
味
は
書
き
手
の
主
張
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
例
え
ば
こ

う
し
た
観
点
を
持
ち
、
私
た
ち
教
師
自

身
が
、
書
き
手
と
出
会
お
う
と
す
る
強

い
意
志
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
粘
り
強
く
書
き
手
の
声
に
耳
を
傾

け
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
学
習
者
の
声
と
出
会

う
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
ま
ず
、
学

習
者
は
読
め
な
い
存
在
だ
と
い
う
認
識

を
捨
て
、
学
習
者
が
ど
の
よ
う
に
読
ん

で
い
る
か
を
丁
寧
に
看
取
っ
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
宮
本
浩
治
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
学
習
者
の
声
の
中
に
は
、
文

章
の
核
心
を
突
く
よ
う
な
気
付
き
が
拙

い
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
仕

事
は
、
読
め
な
い
学
習
者
に
教
え
込
ん

　

こ
の
よ
う
な
学
習
者
の
言
語
認
識
を

育
む
た
め
に
、
日
々
の
授
業
に
お
い
て

稿
者
が
特
に
留
意
し
て
い
る
こ
と
を
二

つ
述
べ
る
。

　

一
つ
は
、
私
た
ち
自
身
が
書
き
手
の

声
と
出
会
う
こ
と
で
あ
る
。
藤
原
顕
・

荻
原
伸
は
、
深
い
学
び
を
実
践
す
る
上

で
い
く
こ
と
で
は
な
く
、
学
習
者
の
気

付
き
の
価
値
を
見
出
し
、
適
切
に
授
業

の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
点
に
立
ち
、
今
の
時
代

を
生
き
る
私
た
ち
は
、
改
め
て
青
木
の

問
題
意
識
に
出
会
お
う
と
す
る
べ
き
だ
。
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