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あ
ら
ゆ
る
領
域
の
ヒ
ン
ト
が
詰
ま
っ
て
い
る

古
典
籍
（
和
本
）
を
ど
う
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解
し
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用
す
る
か
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こ
こ
で
い
う
「
和わ

本ほ
ん

リ
テ
ラ
シ
ー
」
と
は
、
広
い
意
味
で
は
、
江
戸
時
代
末
ま
で
に

書
写
も
し
く
は
刊
行
さ
れ
た
古
典
籍
（
和
本
）
を
ど
う
読
み
、
理
解
し
、
そ
し
て
活
用

し
て
い
く
か
と
い
っ
た
、
日
本
古
典
籍
に
関
わ
る
総
合
的
な
能
力
を
指
す
も
の
で
す
。

と
同
時
に
、
狭
い
意
味
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
く
ず
し
字
」（
変へ
ん

体た
い

仮が

名な

）
の
読
解
能
力

を
指
し
ま
す
。

　

昨
今
、
こ
の
種
の
能
力
は
い
っ
そ
う
衰
退
の
一い
っ

途と

を
辿た
ど

っ
て
い
ま
す
が
、
二
十
一
世

紀
を
迎
え
て
、
日
本
の
現
状
が
混
迷
を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、〈
古
典
〉
の
重
要
性

は
増
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。〈
古
典
〉
は
文
学
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
存
在
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
ヒ
ン
ト
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
る

〈
古
典
〉
を
存
分
に
理
解
し
吸
収
す
る
た
め
に
、今
こ
そ
「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
の
充
実
を
」

と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
は
、「
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
実
践
記
録
を
集
積
し
発
信
す
る

こ
と
で
、
古
典
も
し
く
は
古
典
籍
を
学
ぶ
方
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
教
え
る
立
場
に
あ

る
方
々
に
も
一
つ
の
指
針
（
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
）
と
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
願
っ
て
発

刊
さ
れ
ま
す
。

　

ど
う
か
、
小
さ
な
動
き
が
や
が
て
日
本
各
地
で
大
き
な
う
ね
り
に
発
展
し
、
老
若
男

女
が
み
な
自
力
で
、〈
古
典
〉
の
豊
か
さ
を
存
分
に
享
受
で
き
る
日
が
来
ま
す
よ
う
に
。

　

二
〇
一
五
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
近
世
文
学
会　

広
報
企
画
委
員
会

＊
第
1
号
「
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
を
転
載

和
本
リ
テ
ラ
シ
ー

ニ
ュ
ー
ズ
と
は
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平
野
多
恵
（
成
蹊
大
学
）　H

IRAN
O

 Tae

　

勤
務
校
の
成
蹊
学
園
は
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
・
大
学
が
吉
祥
寺
の

同
じ
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
あ
る
。
そ
の
ワ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
環
境
を
生
か
し

て
、成
蹊
大
学
の
講
師
陣
に
よ
る
成
蹊
中
学
三
年
生
向
け
の
ゼ
ミ
体
験「
成

蹊
オ
ー
プ
ン
・
ゼ
ミ
」
が
二
〇
一
五
年
の
秋
に
始
動
し
た
。
中
学
生
の
う

ち
か
ら
大
学
の
学
び
を
体
験
す
る
こ
と
で
、
じ
ぶ
ん
の
将
来
や
進
路
を
考

え
、
日
々
の
学
習
を
さ
ら
に
深
い
も
の
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
に
基

づ
く
企
画
で
あ
る
。

　

こ
の
「
成
蹊
オ
ー
プ
ン
・
ゼ
ミ
」
の
第
一
弾
と
し
て
「
和わ

本ほ
ん

の
世
界
」

と
い
う
ゼ
ミ
を
開
講
す
る
機
会
を
得
た
。
明
治
時
代
以
前
に
つ
く
ら
れ
た

和
本
に
つ
い
て
体
験
的
に
学
ぶ
こ
と
で
、
そ
の
和
本
を
手
に
し
て
い
た
む

か
し
の
人
々
と
現
代
の
自
分
が
た
し
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
、
日
本
の
古
典
文
化
へ
の
興
味
・
関
心
を
高
め
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図

し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
ゼ
ミ
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

　
ゼ
ミ
の
概
要

　

成
蹊
オ
ー
プ
ン
・
ゼ
ミ
は
、一
〇
月
～
一
一
月
の
期
間
内
に
全
三
回
（
各

回
八
〇
～
九
〇
分
）、
あ
る
い
は
全
四
回
（
各
回
六
〇
分
）
を
目
安
に
行

わ
れ
た
。
本
ゼ
ミ
の
場
合
、
和
本
づ
く
り
の
体
験
も
含
む
た
め
、
九
〇
分

×
三
回
に
設
定
し
、参
加
者
は
成
蹊
中
学
三
年
生
三
名
（
い
ず
れ
も
女
子
）

で
あ
っ
た
。
ゼ
ミ
に
参
加
す
る
の
は
希
望
者
の
み
で
、
中
学
校
の
授
業
後

に
自
主
的
に
参
加
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
古
典
文
学
や

古
い
本
、
く
ず
し
字
に
関
心
の
あ
る
生
徒
が
集
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第

一
回
目
に
お
こ
な
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
参
加
理
由
を
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、

和
本
を
実
際
に
つ
く
る
の
が
お
も
し
ろ
そ
う
、
古
典
の
授
業
が
好
き
、
書

道
を
習
っ
て
い
る
の
で
く
ず
し
字
を
学
ん
で
み
た
か
っ
た
、
む
か
し
か
ら

人
々
の
身
近
に
あ
っ
た
本
に
興
味
が
あ
っ
た
な
ど
の
回
答
が
あ
っ
た
。

　

各
回
は
、
第
一
回 

は
じ
め
て
の
和
本
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
六
日
）、

第
二
回 
和
本
を
つ
く
ろ
う
（
同
年
一
一
月
二
日
）、
第
三
回 

く
ず
し
字
を

読
も
う
（
同
年
一
一
月
九
日
）
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
こ
な
っ
た
。
以
下
、

各
回
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
紹
介
す
る
。

中
学
三
年
生
の
和
本
体
験

─
成
蹊
オ
ー
プ
ン
・
ゼ
ミ
「
和
本
の
世
界
」

くずし字学習に役立つ最新のコンテンツを欄外で紹介します

実践記録

1
中学生対象



4

第
一
回　

は
じ
め
て
の
和
本

　

は
じ
め
て
和
本
に
触
れ
る
生
徒
の
た
め
に
、
和
本
と
は
何
か
、
そ
の
種

類
と
変
遷
、
綴
じ
方
、
大
き
さ
な
ど
に
つ
い
て
、
実
物
を
手
に
取
っ
て
も

ら
い
な
が
ら
解
説
し
て
い
っ
た
。
は
じ
め
に
写し
ゃ

本ほ
ん

と
版は
ん

本ぽ
ん

を
見
せ
、
も
と

も
と
は
手
で
書
き
写
さ
れ
て
い
た
本
が
、
江
戸
時
代
に
出
版
技
術
が
確
立

す
る
と
版
本
が
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら

に
、
巻か
ん

子す

本ぼ
ん

・
粘で
っ

葉
ち
ょ
う

装そ
う

・
列れ
っ

帖
ち
ょ
う

装そ
う

・
折お
り

本ほ
ん

・
袋
ふ
く
ろ

綴と
じ

の
和
本
を
見
せ
て
、

各
特
徴
を
簡
単
に
説
明
し
た
後
、
そ
の
装そ
う

訂て
い

の
成
立
順
を
考
え
た
。
そ
の

際
、
各
装
訂
の
名
前
を
一
つ
ず
つ
カ
ー
ド
に
記
し
、
そ
れ
を
ゲ
ー
ム
感
覚

で
並
べ
て
も
ら
っ
た
。
自
分
の
頭
で
装
訂
の
違
い
に
向
き
合
っ
て
み
る
こ

と
で
、
教
員
の
解
説
が
じ
ぶ
ん
ご
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
後
、
生
徒
の

考
え
を
聞
き
な
が
ら
、各
装
訂
の
つ
く
り
か
た
と
変
遷
に
つ
い
て
解
説
し
、

本
の
装
訂
は
糊の
り

を
使
っ
た
も
の
と
糸
を
使
っ
た
も
の
に
二
大
別
さ
れ
る
こ

と
も
確
認
し
た
。
現
代
の
本
と
同
じ
く
、
和
本
に
も
美み

濃の

判ば
ん

や
半は
ん

紙し

本ぼ
ん

な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
本
が
あ
る
。
最
後
に
、
大
き
さ
の
異
な
る
和

本
を
見
せ
、
本
の
サ
イ
ズ
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ン
ル
も
異
な
る
傾
向
が
あ
る
こ

と
を
述
べ
て
終
わ
り
と
し
た
。

第
二
回　

和
本
を
つ
く
ろ
う

　

和
本
づ
く
り
の
実
習
を
お
こ
な
っ
た
。
糊
を
使
っ
た
粘
葉
装
と
糸
を

使
っ
た
袋
綴
の
和
本
を
一
冊
ず
つ
手
づ
く
り
し
た
。
つ
く
り
な
が
ら
装
訂

の
違
い
を
実
感
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
、
二
種
類
の
装
訂
に
挑
戦
し
て
も

ら
っ
た
が
、
二
冊
を
完
成
さ
せ
る
に
は
少
し
時
間
が
足
り
な
か
っ
た
。
粘

葉
装
は
時
間
内
に
で
き
あ
が
っ

た
が
、
袋
綴
は
最
後
ま
で
仕
上

が
ら
な
か
っ
た
た
め
、
作
り
方

を
説
明
し
た
う
え
で
次
週
の
第

三
回
目
ま
で
に
つ
く
っ
て
き
て

も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

第
三
回　

く
ず
し
字
を
書
こ
う

　

変へ
ん

体た
い

仮が

名な

（
く
ず
し
字
）
の

初
歩
を
学
び
、
そ
れ
を
ふ
ま
え

て
和
本
の
一
部
を
読
み
、
最
後

に
自
分
の
名
前
を
変
体
仮
名
で

書
い
て
全
三
回
の
締
め
く
く
り

と
し
た
。

　

ま
ず
導
入
と
し
て
、
現
代
の
日
常
生
活
の
中
に
も
変
体
仮
名
が
生
き
て

い
る
こ
と
を
実
感
す
る
た
め
、
割
り
箸
の
外
袋
「
お
て
も
と
」
や
吉
祥
寺

の
和
菓
子
店
の
包
装
紙
、
街
中
の
蕎
麦
屋
な
ど
の
看
板
に
書
か
れ
た
変
体

仮
名
を
取
り
上
げ
た
。ワ
ー
ク
シ
ー
ト
形
式
に
し
て
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、

考
え
て
記
入
し
て
も
ら
っ
た
後
で
、
変
体
仮
名
一
覧
を
配
布
し
、
仮
名
の

母
体
が
「
字じ

母ぼ

」
と
呼
ば
れ
る
漢
字
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

　

次
に
、
第
一
回
目
で
見
せ
た
和
本
か
ら
一
冊
を
選
び
、
そ
の
解
読
に
挑

戦
し
た
。
選
ん
だ
の
は
江
戸
時
代
の
版
本
『
晴せ
い

明め
い

歌う
た

占う
ら

』（
成
蹊
大
学
蔵
）

で
あ
る
。
平
安
時
代
の
陰お
ん

陽
み
ょ
う

師じ

安あ

倍べ

晴せ
い

明め
い

が
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
和
歌

https://itunes.apple.com/ca/app/classical-kana/id1175062883?mt=8
楊
ヤン

暁
ショオ

捷
ジェ

氏作成。連
れん

綿
めん

の筆順を動画で教える「動画・変
へん

体
たい

仮
が

名
な

百語」を受け継いだアプリ。

生徒たちのつくった和本
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占
い
の
本
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
の
占
い
方
を
説
明
し
て
か
ら
、
最

初
の
一
首
を
翻
字
し
た
。
和
歌
は
短
く
、
し
か
も
意
味
が
完
結
し
て
い
る

の
で
、
変
体
仮
名
の
導
入
に
適
し
て
い
る
。
変
体
仮
名
一
覧
と
に
ら
め
っ

こ
し
な
が
ら
一
文
字
ず
つ
読
み
解
い
て
い
く
の
は
、
暗
号
を
読
み
解
く
よ

う
な
感
覚
で
楽
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
ば
で
見
て
い
て
も
集
中
し

て
い
る
の
が
伝
わ
っ
て
き
た
し
、
筋
が
い
い
の
か
、
と
て
も
よ
く
読
め
て

い
て
感
心
し
た
。

　

さ
ら
に
、
自
分
の
名
前
を
変
体
仮
名
で
書
く
練
習
を
お
こ
な
い
、
第
二

回
目
で
つ
く
っ
た
和
本
に
記
し
た
。
せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
で
昔
の
人
に

な
ら
っ
て
筆
に
墨
で
書
く
こ
と
に
し
た
。仮
名
書
道
の
指
導
に
つ
い
て
は
、

成
蹊
大
学
の
社
会
人
大
学
院

生
で
、
書
家
で
も
あ
る
牛う
し

田だ

衣き
ぬ

さ
ん
の
ご
助
力
を
得
た
。

自
分
の
名
前
を
平
仮
名
で
書

き
、
そ
の
仮
名
と
同
じ
音
の

変
体
仮
名
の
候
補
を
選
び
出

す
。
そ
の
候
補
の
中
か
ら
続

け
て
書
い
た
と
き
に
バ
ラ
ン

ス
の
よ
い
組
み
合
わ
せ
を
決

め
た
。

　

最
後
に
手
づ
く
り
の
和
本

二
冊
に
自
分
の
名
前
を
記
し

て
、
自
分
だ
け
の
和
本
ノ
ー

ト
が
完
成
し
た
。
こ
の
二
冊
は
、
こ
の
ゼ
ミ
が
終
わ
っ
た
後
も
生
徒
の
手

元
に
残
る
。
そ
れ
を
見
る
た
び
に
、
こ
の
ゼ
ミ
を
思
い
出
し
、
欲
を
い
え

ば
古
典
の
世
界
を
自
分
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
う

れ
し
い
。

　

私
た
ち
研
究
者
も
、
和
本
を
実
際
に
手
に
取
る
こ
と
で
、
読
ん
だ
り
、

書
い
た
り
、
売
り
買
い
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
そ
の
本
に
関
わ
っ
た

人
々
の
営
み
を
感
じ
と
る
。
本
そ
の
も
の
の
存
在
感
が
想
像
力
を
か
き
た

て
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
た
ち
に
、
と
く

に
こ
れ
か
ら
を
担
う
若
い
人
た
ち
に
、
和
本
の
「
物
」
と
し
て
の
存
在
感

に
触
れ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
手
触
り
に
当
時
の
人
々
の
息
づ

か
い
を
感
じ
、
む
か
し
と
今
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
て
も
ら

え
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

［
付
記
］
本
ゼ
ミ
の
内
容
は
前
任
校
の
十
文
字
学
園
女
子
大
学
短
期
大
学

部
に
お
け
る
授
業
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
授
業
で
は
、
和
本
づ

く
り
や
変
体
仮
名
の
読
み
書
き
の
ほ
か
、
墨
流
し
な
ど
の
装
飾
料
り
ょ
う

紙し

づ

く
り
、
書
誌
調
査
入
門
な
ど
も
お
こ
な
っ
た
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
書
物

の
文
化
─
古
典
文
化
の
体
験
型
授
業
２
」（『
十
文
字
国
文
』
第
一
五
号
、

二
〇
〇
九
・
三
）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

iTunes アプリ「Classical Kana」

自分の名前を変体仮名で書く
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く
ず
し
字
を
用
い
た
古
典
教
育
の
試
行

─
古
典
へ
の
興
味
・
関
心
を
喚
起
し
、
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
教
育
を
目
指
し
て　

実践記録

2
中学生対象

加
藤
弓
枝
（
豊
田
高
専
）　KATO

 Yum
ie

1　

今
後
の
古
典
教
育
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

　

今
春
、
中
学
校
の
新
学
習
指
導
要
領
が
公
示
さ
れ
た
。
現
行
の
学
習
指

導
要
領
で
充
実
し
た
、
古
典
を
含
む
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
指
導

が
、
引
き
続
き
重
視
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
高
等
学
校
で
は
、
古

典
に
対
す
る
学
習
意
欲
の
低
さ
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
次
期
学
習
指
導

要
領
に
は
、
古
典
に
親
し
み
や
す
い
新
た
な
必
修
科
目
を
設
け
る
案
も
出

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
科
目
で
は
文
法
中
心
の
学
習
で
は
な
く
、
古
典
や
関

連
す
る
近
現
代
の
文
章
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
社
会
や
自
分
と
の
関
わ

り
の
な
か
で
古
典
を
生
か
す
学
習
を
重
視
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
生
徒

の
興
味
・
関
心
を
喚
起
し
、
必
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
古
典
教
育
を
探
る
こ

と
が
、
今
後
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
た
び
、
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
の
加か

藤と
う

直た
だ

志し

氏
、
愛
知
県
立
大
学
の
三み

宅や
け

宏ひ
ろ

幸ゆ
き

氏
な
ら
び
に
筆
者
は
、
中
学
生
を
対
象

に
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
江
戸
時
代
の
桃
太
郎
や
猿
蟹
合
戦
を
読
む
と

い
う
二
種
類
の
特
別
授
業
を
協
力
し
て
構
築
し
、
二
年
間
に
計
四
ク
ラ
ス

で
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、適
切
な
教
材
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

生
徒
た
ち
の
古
典
へ
の
関
心
や
意
欲
を
深
め
る
た
め
に
、「
和わ

本ほ
ん

リ
テ
ラ

シ
ー
」が
有
効
な
教
育
方
法
に
な
り
得
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
実
践
を
通
し
て
見
え
て
き
た
効
果
や
課
題
に
つ
い
て
記
し
た
い
。

2　

く
ず
し
字
を
用
い
た
出
前
授
業
を
通
し
て
見
え
て
き
た
も
の

　

出
前
授
業
は
、い
ず
れ
も
各
年
度
末
に
中
学
一
年
生
に
対
し
て
行
っ
た
。

生
徒
た
ち
は
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
則
り
、
小
・
中
学
校
で
音
読
や
朗

読
な
ど
を
通
し
て
古
典
に
親
し
む
教
育
を
受
け
て
い
る
。
よ
っ
て
、
生
徒

ご
と
に
古
典
に
対
す
る
印
象
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
な
か
に
は
古
典
嫌

い
の
者
や
、
学
習
の
必
要
性
に
懐
疑
的
な
者
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
予

見
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
徒
の
学
習
意
欲
に
直
結
す
る
教
材
選
び
は
、

と
り
わ
け
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
幸
い
、
我
々
の
出
前
授

業
で
は
、
江
戸
期
に
刊
行
さ
れ
た
草く
さ

双ぞ
う

紙し

か
ら
、
有
名
な
話
で
、
か
つ
面

白
い
表
現
が
含
ま
れ
、
さ
ら
に
く
ず
し
字
読
解
を
通
し
て
新
た
な
知
見
を

得
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
を
、三
宅
宏
幸
氏
が
適
切
に
選
出
し
て
く
れ
た
。

http://mojizo.nabunken.go.jp/　史料編纂所と奈良文化財研究所が、2016年3月25日に公開した
システムのスマホ・タブレット版。画像処理アプリ「MOJIZOkin（モジゾウキン）」（iOS版）も公開。
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授
業
で
は
、
く
ず
し
字
と
は
何
か
を
解
説
し
た
後
、
グ
ル
ー
プ
を
作
ら

せ
、
ク
イ
ズ
感
覚
で
く
ず
し
字
の
解
読
に
挑
ま
せ
た
が
、
身
近
な
昔
話
の

意
外
な
展
開
に
、
授
業
は
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。
ま
た
、
楽
し
い
だ
け

で
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
、
く
ず
し
字
を
学
ぶ
意
義
や
古
典
を
学
ぶ
意
義
な

ど
に
つ
い
て
も
、
考
え
て
発
表
し
て
も
ら
っ
た
。
生
徒
た
ち
は
積
極
的

に
授
業
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
感
想
も
好
意
的
な
内
容
が
多
数
を
占
め

た
。
よ
っ
て
、
く
ず
し

字
の
読
解
を
通
し
て
古

典
に
親
し
ま
せ
る
こ
と

で
、
興
味
や
関
心
を
喚

起
す
る
よ
う
な
教
育
の

在
り
方
を
探
る
と
い
う
、

本
実
践
の
狙
い
は
あ
る

程
度
達
成
で
き
た
と
い

え
る
。
し
か
し
、
古
典

入
門
期
の
学
習
意
欲
を

そ
の
後
も
持
続
さ
せ
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

3　

古
典
へ
の
学
習
意
欲
を
持
続
さ
せ
る
た
め
に

　

今
後
は
、
様
々
な
学
年
や
多
く
の
学
校
で
実
施
で
き
る
よ
う
な
、
く
ず

し
字
読
解
を
始
め
と
す
る
和
本
を
用
い
た
古
典
教
育
の
構
築
や
、
教
員
が

利
用
し
や
す
い
教
材
開
発
を
推
進
し
た
い
。
く
ず
し
字
や
和
本
は
確
か
に

専
門
性
が
高
い
側
面
は
あ

る
が
、
適
切
な
教
材
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
古
典
へ
の
関
心
を
高

め
る
効
果
的
な
教
育
手
法

と
な
る
。
前
回
の
出
前
授

業
の
際
に
は
、
関
西
の
学

校
か
ら
遙は
る

々ば
る

見
学
に
お
越

し
く
だ
さ
っ
た
方
も
あ
っ

た
。
ま
た
、
加
藤
直
志
氏

は
、
今
年
度
の
フ
ル
ブ
ラ

イ
ト
・
ジ
ャ
パ
ン
主
催
の

日
米
教
員
交
流
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
て
、
本
実
践
の
一
部
を
米
国
で
紹
介
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
和
本

リ
テ
ラ
シ
ー
の
輪
は
、
教
育
現
場
へ
も
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
気
運
が

高
ま
る
こ
と
で
、
志
を
同
じ
く
す
る
方
が
一
人
で
も
多
く
現
れ
て
く
だ
さ

る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

［
付
記
］
授
業
の
詳
細
は
「
く
ず
し
字
に
よ
る
古
典
教
育
の
試
み
─
日
本

近
世
文
学
会
に
よ
る
出
前
授
業
─
」（『
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・

高
等
学
校
紀
要
』
第
六
一
集
、二
〇
一
六
年
一
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
本
報
告
書
は
名
古
屋
大
学
学
術
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
登
録
さ
れ
、

Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
七
月
現
在
）。

スマホ・タブレット版「木簡・くずし字解読システム―MOJIZO―」

生徒は机を向かい合わせにして４人グループに

くずし字教材は取り組みやすい穴埋め問題に



8

短
大
生
に
よ
る
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
と
地
域
貢
献

二
本
松
泰
子
（
長
野
県
短
期
大
学
）　N

IH
O

N
M

ATSU
 Yasuko

　

私
が
現
在
、
勤
務
し
て
い
る
長
野
県
短
期
大
学
で
は
、
多
文
化
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
日
本
語
日
本
文
化
専
攻
に
在
籍
し
て
い
る
学
生
た
ち

に
和わ

本ほ
ん

リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
を
実
践
し
て
い
る
。
以
下
に
、
そ
の
概
要
を
報

告
す
る
。

1　

短
大
の
授
業
に
お
け
る
く
ず
し
字
学
習
の
取
り
組
み
【
一
年
生
】

　

本
学
は
、
現
存
す
る
公
立
短
大
の
中
で
日
本
最
古
（
昭
和
二
五
年

〔
一
九
五
〇
〕
開
学
）
の
歴
史
を
持
つ
。
そ
の
前
身
は
さ
ら
に
古
く
、
昭

和
四
年
（
一
九
二
九
）
創
立
の
長
野
県
女
子
専
門
学
校
に
ま
で
遡
さ
か
の
ぼる
。
い

わ
ゆ
る
女
専
と
し
て
本
学
が
開
学
し
た
と
き
、
最
初
に
設
置
さ
れ
た
学
科

が
国
語
科
で
あ
っ
た
。
現
在
の
日
本
語
日
本
文
化
専
攻
が
そ
の
後
身
に
当

た
る
。
そ
の
た
め
、
本
専
攻
で
は
開
学
以
来
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
、
日
本

文
学
を
学
ぶ
た
め
の
専
門
科
目
が
短
大
に
し
て
は
比
較
的
多
い
。
一
年
次

に
開
講
さ
れ
る
専
門
教
育
科
目
の「
日
本
古
典
文
化
論
基
礎
演
習
」（
半
期
・

必
修
）
と
い
う
古
典
文
学
の
演
習
を
行
う
授
業
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
こ
の
授
業
に
お
い
て
、
本
専
攻
の
一
年
生
た
ち
に
は
毎
年
、
く
ず

し
字
を
学
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
勉
強
法
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
、

近
世
版は

ん

本ぽ
ん

の
影え
い

印い
ん

本
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、
範
囲
を
決
め
て
グ
ル
ー
プ
ご

と
に
そ
の
本
文
を
翻ほ
ん

刻こ
く

・
発
表
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
発
表

と
並
行
し
て
、
適
宜
、
く
ず
し
字
の
小
テ
ス
ト
も
実
施
し
て
い
る
。
毎
週

の
よ
う
に
発
表
と
小
テ
ス
ト
が
あ
る
の
で
、
短
大
生
に
と
っ
て
は
、
負
荷

の
か
か
る
学
習
内
容
で
は
あ
る
が
、
日
本
文
学
系
の
科
目
を
重
視
す
る
本

学
伝
統
の
学
風
も
あ
り
、
み
な
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
く
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
授
業
を
通
し
て
、
本
専
攻
の
一
年
生
は
、
二
年
生
に
な
る
ま
で

に
、
版
本
に
見
え
る
く
ず
し
字
の
ひ
ら
が
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
解

読
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

2　

短
大
の
授
業
に
お
け
る
く
ず
し
字
学
習
の
取
り
組
み
【
二
年
生
】

　

本
専
攻
で
は
、
二
年
次
に
な
る
と
必
修
科
目
と
し
て
「
卒
業
研
究
」
の

科
目
が
開
講
さ
れ
、
全
員
二
万
字
以
上
の
卒
業
論
文
の
執
筆
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
。
毎
年
四
四
人
前
後
が
在
籍
し
て
い
る
本
専
攻
の
学
生
の
う

実践記録

3
大学生（短大生）

対象

https://honkoku.org　京都大学古地震研究会。地震史料「石本文庫」の全翻
ほん

刻
こく

を目指し、
研究者だけでなくアクセスした人が翻刻作業を手がけるサイト。2017 年 1 月公開。
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ち
、
約
一
割
か
ら
二
割
が
「
く
ず
し
字
を
読
解
し
て
卒
論
を
書
き
た
い
」

と
い
う
目
的
で
日
本
古
典
文
学
・
文
化
ゼ
ミ
（
古
典
ゼ
ミ
）
を
希
望
し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
学
生
た
ち
の
多
く
が
卒
論
の
テ
ー
マ
と
し
て
選
ぶ
の

は
、
本
学
付
属
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
和
本
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う

に
、
本
学
の
前
身
で
あ
る
長
野
県
女
子
専
門
学
校
は
国
語
科
か
ら
始
ま
っ

た
た
め
、
開
学
当
時
に
ま
と
ま
っ
た
数
の
和
本
が
付
属
図
書
館
に
寄
贈
さ

れ
た
。
そ
れ
を
受
け
継
い
で
、
現
在
も
本
学
の
付
属
図
書
館
に
は
八
〇
〇

冊
程
度
の
和
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
人
文
学
系
の
学
部
を
持
っ
て
い
る

四
年
制
大
学
の
図
書
館
に
比
較
す
る
と
微
々
た
る
量
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
中
に
は
、
未
だ
翻
刻
が
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
近
世
の
版
本
や
底て
い

本ほ
ん

不

明
の
写し
ゃ

本ほ
ん

な
ど
、
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
テ
キ
ス
ト
も
含
ま

れ
て
い
る
。
古
典
ゼ
ミ
の
学
生
が
卒
論
の
対
象
と
し
て
選
ぶ
の
は
こ
う

い
っ
た
無
名
の
テ
キ
ス
ト
類
で
、
学
生
た
ち
は
そ
れ
を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

な
ど
で
各
自
撮
影
し
、
全
文
の
翻
刻
作
業
を
行
う
こ
と
か
ら
卒
論
研
究
を

始
め
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
、
朱し
ゅ

書が
き

・
墨す
み

書が
き

で
の
書
き
入
れ
が
見

え
る
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
学
生
た
ち
に
と
っ
て
「
母
校
に
し
か
な
い

マ
イ
テ
キ
ス
ト
」
と
い
う
愛
着
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
ら
し
い
。
学
生
た
ち

は
、
こ
の
よ
う
な
愛
着
を
原
動
力
に
し
て
翻
刻
に
励
ん
で
い
る
他
、
ゼ
ミ

の
メ
ン
バ
ー
同
士
で
読
め
な
い
字
を
教
え
合
っ
た
り
し
て
く
ず
し
字
読
解

能
力
を
高
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
和
本
の
「
現
物
」
を
い
つ
で
も
気

軽
に
手
に
取
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
本
学
の
環
境
は
、
学
生
た

ち
が
和
本
に
親
し
み
、
く
ず
し
字
を
読
む
力
を
深
化
さ
せ
る
た
め
に
適
切

な
教
育
現
場
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

3　

和
本
の
展
示
と
地
域
貢
献

　

と
こ
ろ
で
、
長
野
県
短
期
大
学
は
二
〇
一
八
年
度
末
に
閉
学
し
（
一
部

の
学
科
は
二
〇
一
九
年
度
末
）、
そ
の
長
い
歴
史
に
終
止
符
を
打
つ
。
そ

の
後
、
四
年
制
の
長
野
県
立
大
学
が
開
学
す
る
の
で
あ
る
が
、
当
該
の
大

学
に
は
文
系
の
学
科
専
攻
が
な
い
。
そ
こ
で
、
県
短
に
古
典
ゼ
ミ
が
存

在
し
て
い
る
う
ち
に
母
校
の
付
属
図
書
館
の
和
本
の
存
在
を
で
き
る
だ

け
広
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
の
思
い
か
ら
、
二
〇
一
三
年
度
の
古
典

ゼ
ミ
生
た
ち
が
「
長
野
県
短
＊

古
典
ゼ
ミ
翻
刻
Ｈ
Ｐ
」（http://

nagakenn2013koten.seesaa.

net/

）
と
い
う
サ
イ
ト
を
ネ
ッ

ト
上
に
立
ち
上
げ
た
。
同
サ
イ

ト
で
は
、
代
々
の
古
典
ゼ
ミ
生

た
ち
が
卒
論
で
取
り
上
げ
た
付

属
図
書
館
所
蔵
の
和
本
の
翻
刻

文
を
掲
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に

は
、
本
学
は
県
立
の
短
大
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
自
分
た
ち
の
勉

強
の
成
果
を
少
し
で
も
地
域
に

還
元
し
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
機

運
が
高
ま
り
、
二
〇
一
四
年
度

の
六ろ
く

鈴れ
い

祭さ
い

（
学
園
祭
）
か
ら
、

史料翻刻のための Web サイト「みんなで翻刻」

和書展示の準備をする学生
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古
典
ゼ
ミ
で
は
付
属
図
書
館
の
和
本
の
さ
さ
や
か
な
展
示
会
を
行
う
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
展
示
会
は
、
地
域
の
人
た
ち
に
本
学
の
和
本
を
身
近
に

感
じ
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
、
卒
論
で
和
本
を
扱

う
学
生
た
ち
が
企
画
・
運
営
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
付
属
図
書

館
の
和
本
か
ら
、
自
分
た
ち
が
卒
論
で
取
り
組
ん
で
い
る
作
品
や
長
野
県

ゆ
か
り
の
作
品
（『
お
ら
が
春
』
な
ど
）
を
選
び
、
お
手
製
の
装
飾
を
施
ほ
ど
こ

し
た
展
示
机
に
設
置
す
る
。
ま
た
、
作
品
解
説
や
く
ず
し
字
の
解
説
な
ど

を
記
載
し
た
ボ
ー
ド
も
自
分
た
ち
で
手
作
り
し
、
和
本
と
併
せ
て
展
示
す

る
。
当
日
は
、
見
学
者
た
ち
の
質
問
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
下
準

備
を
し
た
学
生
が
展
示
机
に
交
代
で
張
り
付
き
、
と
き
に
は
、
見
学
者
の

リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て

「
く
ず
し
字
ク
イ
ズ
」
を

実
施
す
る
。
こ
の
ク
イ
ズ

は
、
く
ず
し
字
を
い
く
つ

か
記
載
し
た
ポ
ス
タ
ー
を

作
り
、
会
場
の
壁
に
貼
っ

て
何
の
文
字
か
を
当
て
る

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
展

示
机
の
横
に
は
喫
茶
部
と

し
て
、
見
学
に
来
た
人
た

ち
が
寛
く
つ
ろ

げ
る
よ
う
、
茶
菓

を
ふ
る
ま
う
お
店
の
ス

ペ
ー
ス
を
設
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
和
本
の
展
示
と
喫
茶
店
が
一
体
化
し
た
「
和
書
喫
茶
」
は
、

す
べ
て
が
学
生
た
ち
の
手
作
り
に
よ
る
さ
さ
や
か
な
展
示
会
で
は
あ
る

が
、
地
元
の
マ
ス
コ
ミ
に
は
相
応
に
注
目
さ
れ
、
毎
年
さ
ま
ざ
ま
な
新
聞

社
や
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
な
ど
か
ら
取
材
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
マ
ス
コ
ミ
の
効
果
も
あ
り
、
遠
方
か
ら
も
和
書
喫
茶
に
訪
れ
る
人
が

た
く
さ
ん
い
て
、
中
に
は
、
自
宅
の
蔵
に
あ
っ
た
巻ま

き

物も
の

を
持
参
し
て
そ
れ

に
書
い
て
あ
る
く
ず
し
字
を
学
生
に
読
ん
で
も
ら
う
人
も
い
た
。
そ
の
よ

う
な
地
域
の
人
た
ち
と
の
温
か
い
交
流
は
、
学
生
た
ち
に
と
っ
て
良
い
思

い
出
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、マ
ス
コ
ミ
の
取
材
に
対
応
す
る
の
は
、

学
生
た
ち
自
身
で
あ
る
。
本
学
に
は
素
朴
な
気
質
の
学
生
が
多
い
こ
と
か

ら
、
マ
イ
ク
を
向
け
ら
れ
る
と
恥
ず
か
し
が
る
ゼ
ミ
生
も
い
る
が
、
も
う

す
ぐ
閉
学
す
る
母
校
に
埋
も
れ
て
い
る
和
本
を
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
で
き

る
だ
け
た
く
さ
ん
触
れ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
に
支
え
ら
れ
て
、
み

な
熱
心
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
経
験
を
通
し
て
、

学
生
た
ち
に
は
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
く
ず
し
字
を
学
ぶ
意
義

を
実
感
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
く
ず
し
字
読
解
能
力
を
身
に
付
け
た
短
大
生
に
よ
る

地
域
貢
献
の
実
践
例
を
踏
ま
え
る
と
、
和
本
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
の
重
要

性
が
改
め
て
認
識
で
き
る
。
和
本
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
机
上
の
学
問
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
社
会
に
還
元
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な

教
養
そ
の
も
の
で
あ
る
と
確
信
す
る
次
第
で
あ
る
。

http://kotenseki.nijl.ac.jp/　複数の機関が所蔵する古
こ

典
てん

籍
せき

の情報や、その高精細画像を一度に検
索できるポータルサイト。従来より多彩な検索が可能。2017 年 4 月公開。

学生たちによる手作りの展示机
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近
衞
典
子
（
駒
澤
大
学
）　KO

N
O

E N
oriko

1　

Ｐ
Ｔ
Ａ
サ
ー
ク
ル
発
足

　

月
に
一
度
ほ
ど
、
都
立
の
中
高
一
貫
校
で
あ
る
桜
修
館
中
等
教
育
学
校

の
Ｐ
Ｔ
Ａ
サ
ー
ク
ル
「
江
戸
文
化
を
楽
し
む
会
」
で
江
戸
の
版は

ん

本ぽ
ん

を
読
ん

で
い
る
。
こ
の
学
校
は
旧
制
府
立
高
校
、
都
立
大
学
附
属
高
校
の
流
れ
を

汲
む
が
、
二
〇
〇
六
年
に
新
た
に
中
等
教
育
学
校
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ

た
ば
か
り
の
ま
だ
若
い
学
校
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
初
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

も
手
探
り
状
態
で
あ
っ
た
が
、
有
志
が
合
唱
サ
ー
ク
ル
開
設
を
実
現
し
た

の
を
皮
切
り
に
、
フ
ォ
ト
サ
ー
ク
ル
も
誕
生
、
密ひ
そ

か
に
囲
碁
部
も
あ
る
ら

し
く
、
子
供
だ
け
で
な
く
保
護
者
も
楽
し
も
う
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
ふ
れ

て
い
た
。
そ
ん
な
中
、
あ
る
ご
縁
で
和わ

本ほ
ん

輪
読
の
新
規
サ
ー
ク
ル
を
立
ち

上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
読
め
る
な
ら
く
ず
し
字
を
読
ん
で

み
た
い
」
と
言
う
保
護
者
の
言
葉
に
力
を
得
て
、
恐
る
恐
る
副
校
長
先
生

に
ご
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
ぜ
ひ
実
現
し
て
下
さ
い
と
背
中
を
押
し
て
下

さ
っ
た
。
ま
た
当
時
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
も
、
ど
う
せ
な
ら
読
書
だ
け
で
な
く

文
学
散
歩
や
浮
世
絵
鑑
賞
な
ど
、
く
ず
し
字
の
周
辺
を
含
め
た
「
江
戸
文

化
を
楽
し
む
」
会
に
し
た
ら
、
と
ア
ド
バ
イ
ス
下
さ
っ
た
。
そ
こ
で
、
早

速
保
護
者
の
方
々
に
声
を
掛
け
、
二
〇
一
五
年
に
発
足
し
た
。

　

最
初
の
テ
キ
ス
ト
に
選
ん
だ
の
は
梅う

め

暮ぼ

里り

谷こ
く

峨が

の
読よ
み

本ほ
ん

『
斯し

波ば

遠え
ん

説せ
つ

七し
ち

長に
ん
が
ろ
う
臣
』
で
あ
る
。
有
名
な
作
品
で
は
な
い
が
、
未
だ
活
字
化
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
溪け
い

斎さ
い

英え
い

泉せ
ん

の
描
く
蛙
や
妖
怪
の
挿
絵
の
ユ
ニ
ー
ク

さ
に
興
味
を
覚
え
、
数
年
前
に
勤
務
先
の
大
学
三
年
生
対
象
の
演
習
で
取

り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
版
本
に
不
慣
れ
な
学
生
が
、
こ
の
作
品
の
テ
ン

ポ
が
速
く
奇
想
天
外
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
、
授
業

だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
全
編
を
自
力
で
読
も
う
と
意
欲
を
示
す
ま
で
に

な
っ
た
。
こ
の
経
験
を
踏
ま
え
、
読
み
や
す
く
面
白
い
作
品
と
い
う
こ
と

で
選
ん
だ
。
そ
も
そ
も
サ
ー
ク
ル
結
成
の
第
一
の
目
的
が
親
睦
で
あ
り
、

勉
強
会
と
い
う
よ
り
は
「
く
ず
し
字
」
と
い
う
一
般
に
は
馴
染
み
の
な
い

新
し
い
も
の
を
知
り
、
つ
い
で
に
保
護
者
同
士
で
楽
し
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
り
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
何
よ
り
も
会
員
が

興
味
を
持
っ
て
読
み
進
め
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
大
学
教
育
と
社
会
の
関
心
を
「
つ
な
ぐ
」、
そ
ん
な
役
目
が
果
た
せ

和
本
を
読
む
楽
し
み
─
Ｐ
Ｔ
Ａ
サ
ー
ク
ル
で
の
実
践

─

実践記録

4
社会人対象

試験公開「新日本古典籍総合データベース」（国文学研究資料館）
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た
ら
い
い
な
、
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
。

2　

定
例
読
書
会

　

会
場
は
、
学
校
の
授
業
日
で
、
か
つ
授
業
等
に
差
支
え
の
な
い
時
間

帯
に
一
教
室
を
拝
借
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
面
は
月
に
一
回
程

度
、
時
間
は
土
曜
の
午
後
の
二
～
三
時
間
と
し
、
第
一
回
目
の
読
書
会
を

二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
日
の
一
三
時
よ
り
行
っ
た
。
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー

は
筆
者
を
含
め
て
五
人
。
架
蔵
の
版
本
の
第
一
巻
の
コ
ピ
ー
と
手
持
ち
の

く
ず
し
字
字
典
を
人
数
分
用
意
し
て
配
付
し
、ま
ず
は
自
己
紹
介
を
し
た
。

筆
者
以
外
は
く
ず
し
字
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
た
こ
と
が
な
く
、
大
学
で
江
戸

文
学
を
専
攻
し
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
持
参
し

た
和
本
の
実
物
に
触
れ
て
も
ら
い
、
作
品
冒
頭
の
口
絵
や
挿
絵
を
見
な
が

ら
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
物
語
が
始
ま
る
の
か
、
大
づ
か
み
に
説
明
し

た
。
口
絵
の
美
し
さ
に
「
こ
れ
が
版
画
？
」
と
い
う
た
め
息
が
漏
れ
た
。

つ
い
で
本
文
読
解
で
あ
る
。
一
行
目
に
出
て
来
る
仮
名
一
つ
一
つ
に
つ
い

て
、
く
ず
し
字
字
典
を
片
手
に
、
字じ

母ぼ

と
く
ず
し
方
を
黒
板
で
説
明
し
な

が
ら
読
ん
で
い
く
。
同
じ
字
が
何
度
も
登
場
す
る
の
で
、
数
行
進
ん
だ
辺

り
か
ら
、
時
折
メ
ン
バ
ー
を
指
名
し
て
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
小

さ
な
悲
鳴
が
上
が
る
が
、
字
典
を
ひ
っ
く
り
返
し
、
前
の
行
を
必
死
に
目

で
追
っ
て
、
正
解
に
辿
り
着
く
。
こ
う
や
っ
て
徐
々
に
く
ず
し
字
に
慣
れ

て
も
ら
い
、
ま
た
読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
や
作
品
読
解
に
必
要
な
時
代
背

景
に
つ
い
て
も
説
明
を
加
え
て
、
第
一
回
目
は
無
事
に
終
了
し
た
。
字
典

に
つ
い
て
は
購
入
を
勧
め
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
や
は
り
持
っ
て
い
た
方

が
よ
い
と
い
う
声
が
多
か
っ
た
た
め
、安
価
な
も
の
を
こ
ち
ら
で
用
意
し
、

実
費
で
頒は
ん

布ぷ

す
る
こ
と
に
し
た
。

　

以
後
、
慣
れ
る
に
従
っ
て
一
人
が
担
当
す
る
分
量
を
増
や
し
、
数
行
か

ら
半
丁
分
ず
つ
声
に
出
し
て
輪
読
し
、
話
の
切
り
の
よ
い
と
こ
ろ
で
筆
者

が
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
、
と
い
う
形
式
で
進
め
て
い
る
。
会
員

の
上
達
は
目
覚
ま
し
く
、
途
中
入
会
の
方
も
数
回
の
出
席
で
ス
ラ
ス
ラ
読

め
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
詰
ま
る
と
他
の
会
員
か
ら
助
け
船
が
出
さ
れ

る
。
忠
孝
の
精
神
や
親
子
の
情
愛
、
恋
愛
の
機
微
な
ど
に
通
じ
て
い
る
の

は
さ
す
が
年
の
功
、
イ
マ
ド
キ
の
学
生
と
は
理
解
力
が
桁
違
い
で
あ
る
。

ま
た
、
欠
席
者
が
話
が
分
か
ら
な
く
な
ら
な
い
よ
う
、
会
長
さ
ん
が
毎
回
、

読
書
会
後
に
話
の
展
開
を
メ
ー
ル
し
て
下
さ
り
、
そ
の
手
際
の
よ
い
纏ま
と

め

https://www.futurelearn.com/courses/japanese-rare-books-culture　慶應義塾大学が英国
のMOOCs（ムークス）"FutureLearn"で提供したオンライン講座の紹介動画。2016年7月公開。

2016 年　文化祭でのサークル紹介文
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方
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
筆
者
は
く
ず
し
字
の
知
識
に
一
日
の
長
が
あ
る

の
で
解
説
に
回
る
が
、
あ
く
ま
で
も
「
先
生
」
と
「
生
徒
」
の
関
係
で
は

な
く
、
共
に
和
本
を
読
み
楽
し
む
仲
間
と
い
う
対
等
の
ス
タ
ン
ス
を
保
っ

て
い
る
。

3　

江
戸
文
化
を
楽
し
む

  

最
初
の
年
の
年
度
末
。
二
月
、
三
月
は
学
校
と
会
員
の
都
合
が
な
か
な

か
合
わ
な
い
上
に
、
受
験
生
の
親
も
い
て
気
も
そ
ぞ
ろ
。
苦
肉
の
策
で
、

思
い
切
っ
て
読
書
会
は
休
会
と
し
、
春
の
一
日
、
太
田
記
念
美
術
館
で
開

催
中
の
「
勝か
つ

川か
わ

春
し
ゅ
ん

章
し
ょ
う

展
」
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
が
思
い
の

ほ
か
良
か
っ
た
。
予
定
が
立
た
な
か
っ
た
会
員
が
当
日
に
急
遽
参
加
す
る

こ
と
も
、
そ
の
逆
も
可
能
で
あ
る
。
浮
世
絵
は
肩
が
凝
ら
ず
、
美
し
い
色

彩
が
楽
し
め
る
だ
け
で
な
く
、
画
の
中
に
書
い
て
あ
る
文
字
が
読
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
嬉
し
い
実
力
確
認
も
で
き
る
。
ま
た
、
今
読

み
進
め
て
い
る
読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
浮
世
絵
と
の
密
接
な
関
係
も
、

こ
の
展
示
で
よ
く
理
解
さ
れ
た
。
浮
世
絵
鑑
賞
は
初
め
て
、
と
い
う
会
員

が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
が
、
皆
さ
ん
関
心
を
持
っ
て
く
れ
て
、
最
初
の
年
度

の
よ
い
締
め
括
り
と
な
っ
た
。

　

二
〇
一
六
年
秋
に
は
、生
徒
会
が
決
め
た
文
化
祭
の
統
一
テ
ー
マ
が「
江

戸
」
で
あ
る
由
で
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
出
店
す
る
カ
フ
ェ
の
装
飾
に
協
力
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
町
中
で
見
掛
け
る
く
ず
し
字
で
ク
イ
ズ
を
作
る
こ
と
に
し

た
の
だ
が
、
探
せ
ば
身
近
に
結
構
あ
る
の
に
驚
い
た
と
い
う
声
が
多
か
っ

た
。
夏
休
み
の
一
日
を
使
い
、和
紙
で
江
戸
風
の
切
り
絵
細
工
に
も
挑
戦
、

書
道
の
心
得
の
あ
る
会
員
が
く
ず
し
字
風
に
書
い
て
く
れ
た
カ
フ
ェ
の
看

板
を
飾
り
付
け
た
り
と
、
童
心
に
帰
っ
て
大
い
に
盛
り
上
が
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
様
々
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
た
保
護
者
た
ち
が

和
本
で
繋
が
り
、
江
戸
の
世
界
へ
親
近
し
つ
つ
、
Ｏ
Ｂ
も
含
め
て
互
い
の

親
睦
も
深
め
て
い
る
。
私
た
ち
の
活
動
に
最
大
限
の
理
解
を
示
し
て
下
さ

る
学
校
に
心
か
ら
感
謝
し
、
今
後
も
気
長
に
楽
し
く
続
け
て
い
け
れ
ば
と

念
じ
て
い
る
。

佐々木孝浩「Japanese Culture Through Rare Books（古書から読み解く日本の文化）」紹介動画

ある日の読書会。メンバーは現在、12名。
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習
会
の
継
続
的
な
実
現
を
見
据
え
て
事
前
に
入
念
な
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね

た
。
い
ず
れ
も
現
地
の
古
典
籍
を
用
い
、
可
能
な
限
り
英
語
を
併
記
し
た

パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
準
備
し
て
臨
ん
だ
。

１　

ホ
ノ
ル
ル
で
の
日
本
古
典
籍
Ｗ
Ｓ

　

二
月
一
七
日
、
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
Ｗ
Ｓ
（
ハ
ワ
イ
大
学

マ
ノ
ア
校
・
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
・
国
文
研
共
催
）
は
、
ハ
ワ
イ
大
学
の
院

生
に
向
け
て
、
美
術
館
蔵
「
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
」
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を

用
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
バ
ゼ
ル
山や
ま

本も
と

登と

紀き

子こ

司
書
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
に
続
き
、【
基
礎
編
】
と
【
実
践
編
】
か
ら
な
る
講
習
会
を
試
み
た
。

　
【
基
礎
編
】
で
は
、
恋
田
が
同
館
蔵
『
富
士
の
人ひ
と

穴あ
な

草
子
』
を
例
に
く

ず
し
字
を
概
説
し
、
神か
ん

作さ
く

研け
ん

一い
ち

氏
が
書
誌
の
著ち
ょ

録ろ
く

法
を
説
明
し
た
。
古
典

籍
を
「
比
べ
て
考
え
る
」
重
要
性
を
説
き
、
本
Ｗ
Ｓ
の
テ
ー
マ
が
明
示
さ

れ
た
。【
実
践
編
】
で
は
、
寺て
ら

島し
ま

恒つ
ね

世よ

氏
「
百
人
一
首
と
歌か

仙せ
ん

絵え

」、
齋さ
い

藤と
う

真ま

麻お

理り

氏
「
奈
良
絵
本
」、
小こ

林
ば
や
し

健け
ん

二じ

氏
「
鉢
か
づ
き
」、
入い
り

口ぐ
ち

敦あ
つ

志し

氏

「
大お
お

坂ざ
か

物
語
」
の
解
説
が
続
き
、
各
講
師
の
専
門
に
基
づ
い
た
研
究
手
法

や
同
館
蔵
本
の
特
徴
が
示
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
入
口
氏
は
、『
大
坂
物
語
』

を
例
に
、
匡
き
ょ
う

郭か
く

（
版
本
の
本
文
の
外そ
と

枠わ
く

線
）
や
版は
ん

心し
ん

（
各
丁
の
折
り
目
の

恋
田
知
子
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）　KO

ID
A Tom

oko

　

国
文
学
研
究
資
料
館
で
は
年
に
一
度
、
古こ

典て
ん

籍せ
き

を
所
蔵
す
る
機
関
の
職

員
を
対
象
に
、「
日
本
古
典
籍
講
習
会
」
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
古
典
籍

が
広
く
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
書
誌
学
の
知
識
や
整
理
方
法
の
技
術
を
修
得

す
る
た
め
の
研
修
会
で
、
十
数
年
に
わ
た
る
蓄
積
が
あ
る
。
毎
年
、
各
地

か
ら
多
数
の
応
募
が
あ
る
人
気
の
講
習
会
な
の
だ
が
、
最
近
は
海
外
か
ら

の
参
加
者
も
い
る
。
資
料
の
管
理
・
保
存
や
デ
ジ
タ
ル
化
な
ど
、
古
典
籍

を
め
ぐ
る
状
況
は
著
し
く
変
化
し
、
国
内
外
を
問
わ
ず
、
効
果
的
な
活
用

や
環
境
整
備
へ
の
要
求
は
高
ま
る
一
方
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
今い
ま

西に
し

祐ゆ
う

一い
ち

郎ろ
う

館
長
（
当
時
）
の
発
案
に
よ
り
、
講
習
会
を
海

外
で
試
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
一
七
年
春
に
ホ
ノ
ル
ル
と
バ
ー
ク

レ
ー
で
開
催
さ
れ
た
「
日
本
古
典
籍
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（
Ｗ
Ｓ
）」
で
あ

る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
（
Ｕ
Ｃ
Ｂ
）
で
は
前
年
に
試

験
的
に
お
こ
な
っ
て
み
た
の
だ
が
、
今
回
は
先
方
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
講

世
界
に
広
げ
る
「
日
本
古
典
籍
講
習
会
」

─
ホ
ノ
ル
ル
と
バ
ー
ク
レ
ー
を
例
に

─

実践記録

5
外国人対象

くずし字学習支援アプリ "KuLA"（クーラ）のガイドブック。KuLA の使い方、KuLA 以外の
学習方法、刀剣ファンや大学関係者のアプリ活用方法や、くずし字教育の現状などを紹介。
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部
分
）
な
ど
外
見
的
な
特
徴
の
み

か
ら
伝
本
の
分
類
や
比
較
が
可
能

な
こ
と
を
示
し
、
同
一
作
品
の
版

本
を
多
数
所
蔵
す
る
レ
イ
ン
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
特
色
を
活
か
し
た
研

究
手
法
を
解
説
し
た
。

　

豊
富
な
和
本
を
前
に
説
明
し
た

こ
と
で
、
熱
心
な
質
疑
応
答
が
繰

り
返
さ
れ
た
。
美
術
館
の
制
約
か

ら
院
生
が
手
に
取
る
こ
と
は
叶
わ

な
か
っ
た
も
の
の
、
南
み
な
み

清き
よ

恵え

氏
ら
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
方
々
の
ご
尽
力
に
よ

り
、
貴
重
な
古
典
籍
を
存
分
に
「
比
べ
て
考
え
る
」
場
と
な
っ
た
。

２　

バ
ー
ク
レ
ー
で
の
日
本
古
典
籍
Ｗ
Ｓ

　

続
い
て
三
月
三
日
、Ｕ
Ｃ
Ｂ
の
Ｃ
．
Ｖ
．
ス
タ
ー
東
ア
ジ
ア
図
書
館
で
、

同
大
学
の
教
員
や
院
生
を
対
象
に
Ｗ
Ｓ
が
開
催
さ
れ
た
（
同
図
書
館
・
同

日
本
学
研
究
所
・
国
文
研
共
催
）。
マ
ル
ラ
俊と
し

江え

司
書
に
よ
る
イ
ン
ト
ロ

ダ
ク
シ
ョ
ン
の
後
、
神
作
氏
「
は
じ
め
て
の
古
典
籍
」、
落お
ち

合あ
い

博ひ
ろ

志し

氏
「
写

本
の
装そ
う

訂て
い

」
の
【
基
礎
編
】
を
経
て
、【
実
践
編
】
の
講
習
を
お
こ
な
っ

た
。
同
館
「
三み
つ

井い

文ぶ
ん

庫こ

」
蔵
の
古
典
籍
を
材
に
、
恋
田
「
奈
良
絵
本
『
文ぶ
ん

正し
ょ
う

草ぞ
う

子し

』」、
柳や
な

瀬せ

千ち

穂ほ

氏
「
版
本
「
謡
う
た
い

本ぼ
ん

」
三
点
」、
入
口
氏
「
版
本
の

諸
問
題
―
医
学
書
を
例
に
」、
小こ

山や
ま

順
じ
ゅ
ん

子こ

氏
「
稲い
な

葉ば

黙も
く

斎さ
い

自
筆
『
孤こ

松
し
ょ
う

全ぜ
ん

稿こ
う

』」
の
解
説
が
あ
り
、
モ
ノ
に
即
し
た
研
究
方
法
を
提
示
し
た
。
た

と
え
ば
Ｕ
Ｃ
Ｂ
本
『
文
正
草
子
』
に
は
針は

り

目め

安や
す

（
書
写
の
整
正
の
た
め
料

紙
の
各
行
の
首
尾
に
針
で
開
け
た
穴
）
や
挿
絵
の
裏
書
き
が
あ
り
、
奈
良

絵
本
制
作
の
年
代
や
過
程
が
わ
か
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

　

二
つ
の
Ｗ
Ｓ
を
通
し
て
、
多
種
多
彩
な
古
典
籍
を
い
か
に
整
理
・
分
類

し
、
研
究
対
象
と
し
て
活
用
す
る
か
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
が
切
実
に
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
今
回
私
た
ち
が
意
識
し
た
の
は
、
海

外
と
同
環
境
に
身
を
置
い
た
と
仮
定
す
る
こ
と
で
、
未
知
の
作
品
や
伝
本

に
つ
い
て
図
書
館
の
辞
典
や
参
考
書
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
ど
こ
ま
で
明
ら

か
に
で
き
る
か
、
い
わ
ば
研
究
者
の
手
の
内
を
明
か
す
よ
う
努
め
た
。
改

善
点
も
多
々
あ
る
が
、
古
典
籍
を
用
い
た
研
究
の
国
際
化
へ
の
大
き
な
一

歩
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
Ｗ
Ｓ
に
向
け
た
事
前
準
備
が
肝
要

で
、
改
め
て
関
係
各
位
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
今
後
も
互
い
に
議
論
を

重
ね
な
が
ら
よ
り
良
い
も
の
を
作
り
上
げ
た
い
。

［
付
記
］
両
Ｗ
Ｓ
の
概
要
は

『
国
文
研
ニ
ュ
ー
ズ
』
四
七

号
（
二
〇
一
七
年
五
月
）
掲

載
の
神
作
氏
に
よ
る
報
告
を

参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
当

日
の
報
告
資
料
は
各
図
書
館

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
公
開

中
。

飯倉洋一編『アプリで学ぶくずし字』（笠間書院、2017 年）

20 点の『大坂物語』を前に解説する入口氏

奈良絵本『文正草子』の針目安を確認する様子
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編
集
後
記

▽
「
出
前
授
業
」
は
中
学
校
、
高
校
の
現
場
か
ら
幸
い
好
評

で
、前
年
度
実
施
の
学
校
か
ら
は
再
度
の
ご
依
頼
が
あ
っ
た
。

ま
た
新
規
に
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い
た
学
校
も
あ
り
、
多
数

の
学
会
員
の
ご
協
力
を
得
て
、
上
記
の
よ
う
に
実
施
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
今
後
も
一
人
で
も
多
く
の
生
徒
、
児
童
に
、

和
本
と
い
う
未
知
な
る
世
界
を
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
と
願

う
。
▽
本
号
に
は
五
名
の
方
々
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
。

平
野
稿
は
中
学
生
向
け
和
本
レ
ク
チ
ャ
ー
の
実
践
報
告
、
加

藤
稿
は
名
古
屋
大
学
附
属
中
に
お
け
る
出
前
授
業
報
告
、
二

本
松
稿
は
短
大
に
お
け
る
く
ず
し
字
教
育
と
地
域
貢
献
の
報

告
、
近
衞
稿
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
サ
ー
ク
ル
の
試
み
、
恋
田
稿
は
海
外

で
の
日
本
古
典
籍
講
習
会
の
報
告
で
あ
る
。
様
々
な
場
に
、

く
ず
し
字
を
読
み
、
和
本
を
活
か
す
実
践
が
広
が
り
つ
つ
あ

る
こ
と
を
感
ず
る
。
▽
編
集
は
、
広
報
企
画
委
員
会
和
本
リ

テ
ラ
シ
ー
部
門
の
宮
本
祐
規
子
（
日
本
女
子
大
学
（
非
）
／

チ
ー
フ
）・
神
作
研
一
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）・
山や
ま

田だ

和か
ず

人ひ
と

（
同
志
社
大
学
／
副
委
員
長
）・
柳
や
な
ぎ

沢さ
わ

昌ま
さ

紀き

（
中
京
大
学
／
委

員
長
）
が
担
当
し
た
。
▽
本
誌
は
紙
媒
体
で
刊
行
し
、
さ
ら

に
学
会
Ｈ
Ｐ
で
Ｗ
Ｅ
Ｂ
公
開
も
し
て
い
る
。
紙
媒
体
は
当
初

第
三
号
ま
で
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
第
五
号
ま
で
の
継
続
が

決
ま
っ
た
。
関
係
各
位
の
さ
ら
な
る
ご
支
援
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
（
柳
沢
昌
紀
）
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▼
出
前
授
業
の
あ
ゆ
み
（
二
〇
一
六
年
度
実
施
分
）

◆
和
洋
九
段
女
子
高
校
（
高
三
）

　

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
七
日
（
木
）

　

神か
ん

作さ
く

研け
ん

一い
ち

「
江
戸
の
本
い
ろ
い
ろ
─
見
て
、さ
わ
っ
て
、読
ん
で
み
よ
う
─
」

◆
桐
蔭
学
園
中
学
校
男
子
部
・
同
女
子
部
・
中
等
教
育
学
校
（
中
三
）

　
「
昔
の
文
字
を
読
ん
で
み
よ
う
」

　

①
二
〇
一
七
年
二
月
一
五
日
（
水
）

　

井い
の

上う
え

泰や
す

至し

・
神か
ん

林
ば
や
し

尚な
お

子こ

・
土つ
ち

屋や

順
じ
ゅ
ん

子こ

・
宮み
や

本も
と

祐ゆ

規き

子こ

　

②
二
〇
一
七
年
二
月
一
六
日
（
木
）

　

勝か
つ

又ま
た

基も
と
い・
紅く
れ

林
ば
や
し

健た
け

志し

・
佐さ

藤と
う

温あ
つ
し・
藤ふ
じ

井い

史ふ
み

果か

・
二ふ
た

又ま
た

淳じ
ゅ
ん・
牧ま
き

野の

悟さ
と

資し

・
真ま

島し
ま

望
の
ぞ
む

◆
日
本
女
子
大
学
附
属
高
等
学
校
（
高
一
～
三
）

　

二
〇
一
七
年
二
月
二
七
日
（
月
）

　

宮
本
祐
規
子
「 

江
戸
の
絵
本
を
読
ん
で
み
よ
う
」

◆
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
（
中
一
）

　

二
〇
一
七
年
三
月
一
四
日
（
火
）

　

加か

藤と
う

弓ゆ
み

枝え

・
三み

宅や
け

宏ひ
ろ

幸ゆ
き

「
く
ず
し
字
を
よ
ん
で
み
よ
う
」

▼
出
前
授
業
の
実
施
に
つ
い
て

日
本
近
世
文
学
会
で
は
、
く
ず
し
字
の
読
み
方
や
和
本
を
知
っ
て
い
た
だ

く
一
助
と
し
て
、学
会
員
を
講
師
と
し
た
出
前
授
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

主
た
る
対
象
は
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
。
期
日
・
時
間
等
は
ご
相
談
下

さ
い
。
講
師
派
遣
の
諸
費
用
は
、
原
則
と
し
て
学
会
が
負
担
し
ま
す
。
左

記
ア
ド
レ
ス
ま
で
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

広
報
企
画
委
員
会
【E-m

ail:koho@
kinseibungakukai.com

】


