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エッセイ

「
お
も
ひ
」
と
「
か
ん
が
へ
」

松ま
つ

浦う
ら 

寿ひ
さ

輝き

詩
人
、
小
説
家
、
東
京
大
学
名

誉
教
授
。
著
書
に
詩
集
『
冬
の

本
』（
高
見
順
賞
）、
小
説
『
花

腐
し
』（
芥
川
賞
）、
評
論
『
折

口
信
夫
論
』（
三
島
由
紀
夫
賞
）

な
ど
多
数
。

　
わ
た
し
た
ち
は
、現
代
日
本
語
で
、「
恋
人
の
こ
と
を
思
う（
想

う
）」
と
言
っ
た
り
、「
来
週
の
旅
行
の
計
画
を
考
え
る
」
と
言

っ
た
り
す
る
。「
思
う
」
と
「
考
え
る
」、
二
つ
の
漢
字
か
ら
成

る
熟
語
が
「
思
考
」
だ
が
、
同
じ
「
思
考
」
で
も
、
感
情
の
籠

も
っ
た
思
念
を
心
に
漠
然
と
浮
か
べ
る
こ
と
が
「
お
も
う
」、

筋
道
を
立
て
て
理
知
的
に
頭
を
働
か
せ
る
こ
と
が
「
か
ん
が
え

る
」
│
│
わ
た
し
た
ち
は
二
つ
の
動
詞
を
お
お
む
ね
そ
ん
な
ふ

う
に
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
だ
。
幼
年
期
以
来
の
言
語
生
活
の

諸
場
面
の
蓄
積
か
ら
、
そ
う
し
た
使
い
分
け
を
習
得
し
、
そ
れ

に
習
熟
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
た
だ
し
、
さ
ほ
ど
区
別
せ
ず
に
混
用
し
、「
そ
う
思
い
ま
す
」

と
言
っ
た
り「
そ
う
考
え
ま
す
」と
言
っ
た
り
も
し
て
い
る
。「
考

え
ま
す
」
の
方
が
い
く
ら
か
改
ま
っ
た

0

0

0

0

感
じ
に
な
る
と
い
っ
た

と
こ
ろ
か
。
し
か
し
、
二
つ
の
動
詞
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
領
野
は

正
確
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
両
者
は
ど
の

よ
う
に
食
い
違
い
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
重
な
る
の
か
。
そ
ん
な

疑
問
が
ふ
と
湧
く
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
と
き
こ

そ
古
語
辞
典
の
出
番
で
あ
る
。

　「
お
も
ふ
」
に
つ
い
て
、「
オ
モ
（
面
）
オ
フ
（
覆
）
の
約
」

と
説
明
し
て
い
る
辞
典
が
あ
る
。
胸
の
う
ち
に
様
々
な
感
情
を

抱
い
て
い
る
が
、「
お
も
て
」（
オ
モ
（
面
）
テ
（
方
向
）
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
オ
モ
テ
（
表
）
の
意
味
に
も
な
る
）
に
は
出
さ

ず
、
じ
っ
と
蓄
え
て
い
る
と
い
う
の
が
原
義
で
あ
る
、
と
。
共

同
体
の
公
共
の
場
面
に
は
露
出
し
が
た
い
、
顔オ

モ

の
裏
に
（
裏
面

0

0

に
）「
覆
わ
れ
た
」
感
情
│
│
そ
れ
が
「
お
も
ひ
」
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
、「
か
ん
が
ふ
」
は
ど
う
か
。
元
来
は
「
か
む
が
ふ
」、

さ
ら
に
遡
れ
ば
「
か
む
か
ふ
」
な
の
だ
と
い
う
。
カ
は
ア
リ
カ
、

ス
ミ
カ
の
カ
、
す
な
わ
ち
「
所
」「
点
」
で
、
ム
カ
フ
は
両
者

を
向
き
合
わ
せ
る
の
意
。「
か
ん
が
ふ
」
と
は
、
二
つ
の
物
事

を
突
き
合
わ
せ
、
そ
の
合
否
を
調
べ
、
た
だ
す
こ
と
な
の
だ
。

　
語
源
の
探
索
は
、
客
観
的
に
実
証
さ
れ
う
る
場
合
と
推
量
や

想
像
に
よ
る
し
か
な
い
場
合
と
が
あ
る
。「
お
も
ふ
」「
か
ん
が

ふ
」の
以
上
の
よ
う
な
語
源
説
明
が
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
、

国
語
学
の
専
門
家
で
も
な
い
わ
た
し
は
詳
ら
か
に
し
な
い
。
ひ

ょ
っ
と
し
た
ら
、
辞
典
の
項
目
執
筆
者
に
は
ま
こ
と
に
失
礼
な

が
ら
、
ま
っ
た
く
の
憶
測
、
当
て
推
量
、
こ
じ
つ
け
に
近
い
語

源
説
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、た
と
え
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
、

「
お
も
ふ
」
な
ら
「
お
も
ふ
」、「
か
ん
が
ふ
」
な
ら
「
か
ん
が
ふ
」

と
い
う
き
わ
め
て
基
本
的
な
語
彙
が
、
長
い
歳
月
を
く
ぐ
り
抜

け
る
中
で
蒙
っ
て
き
た
変
容
の
過
程
に
、
ふ
と
「
お
も
ひ
」
を

致
さ
せ
て
く
れ
る
、そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
何
が
し
か
「
か
ん
が
へ
」

を
め
ぐ
ら
す
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
と

き
に
こ
う
し
た
記
述
を
参
照
し
て
み
る
の
は
き
わ
め
て
刺
激
的

か
つ
有
用
な
振
る
舞
い
だ
ろ
う
。
自
分
が
日
常
何
げ
な
く
用
い

て
い
る
単
純
な
言
葉
の
う
ち
に
、
民
族
の
歴
史
の
膨
大
な
時
間

が
孕
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
単
に

古
典
を
理
解
す
る
た
め
の
補
助
ツ
ー
ル
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な

い
古
語
辞
典
の
愉
し
み
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。

　
結
局
、
本
来
は
ま
っ
た
く
意
味
を
異
に
す
る
二
語
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
。「
お
も
ひ
」
と
は
も
と
も
と
は
内
に
秘
め
隠
さ

れ
た
思
い
の
こ
と
で
あ
り
、だ
と
す
れ
ば
「
何
々
と
思
い
ま
す
」

な
ど
と
今
日
わ
た
し
た
ち
が
お
お
っ
ぴ
ら
に
口
に
す
る
の
は
、

原
義
と
は
完
全
に
矛
盾
し
た
言
葉
の
使
い
か
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。そ
れ
は
顔
の
表
情
に
表
わ
れ
な
い
よ
う
に
抑
制
し
つ
つ
、

心
の
う
ち
に
じ
っ
と
堪
え
て
い
る
不
安
、
怨
恨
、
執
念
、
恋
情

な
ど
、
何
か
し
ら
激
し
い
情
動
を
孕
ん
だ
思
念
で
あ
っ
た
。
他

方
、「
か
ん
が
ふ
」
と
は
、
二
つ
の
物
事
を
対
峙
さ
せ
、
比
較

考
量
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
厳
格
な
知
性
の
働
き
を
意
味
し
て

い
た
。
そ
の
働
き
が
窮
ま
る
と
こ
ろ
、
調
べ
た
だ
し
、
罰
を
与

え
る
と
い
う
意
味
を
帯
び
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
一
方
は
抑
圧
と
内
向
、
他
方
は
判
断
の
厳
正
と
公
共
性
│
│

相
異
な
る
強
い
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
う
ち
に
蔵
し
た
二
つ
の
動
詞

だ
っ
た
の
だ
が
、
千
年
を
超
え
る
歳
月
の
経
過
の
中
で
、
そ
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
突
出
部
分
が
磨
り
減
り
、
意
味
作
用
の
磁
場
が

徐
々
に
接
近
し
、
重
な
り
合
う
よ
う
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。
冒

頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
思
う
」
と
「
考
え
る
」
の
使
い
分
け

の
感
覚
は
今
日
ま
で
生
き
延
び
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
か
な

り
漠
と
し
た
曖
昧
な
印
象
に
す
ぎ
ず
、
原
義
に
あ
っ
た
よ
う
な

く
っ
き
り
と
し
た
差
異
が
わ
た
し
た
ち
の
意
識
に
の
ぼ
る
こ
と

は
も
は
や
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
つ
ぶ
さ
に
知
れ
ば
、
言
葉

が
湛
え
て
い
る
歴
史
の
時
間
の
厚
み
と
重
み
に
今
さ
ら
の
よ
う

に
目
を
開
か
さ
れ
ず
に
い
ま
い
。
か
く
し
て
、
小
倉
百
人
一
首

に
採
ら
れ
て
い
る
権
中
納
言
敦
忠
の
歌
「
逢
ひ
見
て
の
の
ち
の

心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
も
の
を
思
は
ざ
り
け
り
」
に
秘
め
ら
れ

た
情
念
の
激
し
さ
に
、
改
め
て
心
を
深
く
動
か
さ
れ
る
こ
と
に

も
な
る
の
で
あ
る
。
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午
後
四
時
半

小こ

池い
け 

昌ま
さ

代よ

一
九
五
九
年
生
ま
れ
。
詩
人
・

作
家
。
主
な
作
品
に
『
も
っ
と

も
官
能
的
な
部
屋
』『
バ
バ
、バ

サ
ラ
、
サ
ラ
バ
』『
コ
ル
カ
タ
』

『
タ
タ
ド
』『
こ
と
ば
汁
』『
た
ま

も
の
』
な
ど
。

　
こ
こ
数
年
、「
百
人
一
首
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
和
歌
を

現
代
語
に
訳
し
解
説
を
施
す
。
先
人
の
残
し
た
研
究
書
を
頼
り

に
、
古
人
が
何
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
か
、
そ
の
視
線
の
在
り

か
を
探
っ
て
い
く
。

　
現
代
語
に
な
お
す
に
際
し
、「
歌
意
」
で
な
く
「
詩
」
と
し

て
読
め
る
よ
う
に
試
み
た
。
悪
戦
苦
闘
の
あ
が
き
で
あ
る
。
和

歌
の
凝
縮
力
に
は
凄
い
も
の
が
あ
る
。
原
歌
に
は
並
ぶ
こ
と
す

ら
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
「
詩
」
と
い
う
一
点
の
共
通
項
を
に

ぎ
り
し
め
、
古
語
と
現
代
語
の
間
を
行
き
来
す
る
。
同
じ
日
本

語
で
も
、
異
言
語
の
翻
訳
と
感
触
は
変
わ
ら
な
い
。

夕
さ
れ
ば
　
門
田
の
稲
葉
　
お
と
づ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
芦
の
ま
ろ
や
に
　
秋
風
ぞ
吹
く

　
た
と
え
ば
こ
の
大
納
言
経
信
さ
ん
の
歌
は
、
次
の
よ
う
な
八

行
に
。

ゆ
う
ぐ
れ
に
な
れ
ば

風
が
た
つ

門
前
の
　

一
面
の

稲
の
穂
波
が
揺
れ
て
い
る

風
は
こ
こ

蘆
の
小
屋
に
も
吹
き
渡
っ
て
き
て

秋
の
音

　
冒
頭
の「
夕
さ
れ
ば
」。な
ん
て
綺
麗
な
言
葉
だ
ろ
う
と
思
う
。

夕
方
が
去
る
っ
て
こ
と
？
　
い
い
え
イ
メ
ー
ジ
で
は
逆
。
夕
方

が
来
る
。「
ゆ
ふ
さ
る
」
の
已
然
形
に
格
助
詞「
ば
」
が
つ
い
て
、

「
夕
方
に
な
れ
ば
」
の
意
味
に
な
る
。

　
ち
な
み
に
名
詞
形
は
「
ゆ
ふ
さ
り
」。「
ゆ
ふ
さ
り
つ
か
た
」

と
あ
れ
ば
、
夕
方
の
こ
ろ
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
れ
、
み
ん

な
、
辞
書
に
書
い
て
あ
る
（『
大
修
館
　
全
訳
古
語
辞
典
』）。

　
た
だ
、「
さ
る
」
と
い
う
言
葉
の
感
じ
が
ま
だ
つ
か
め
な
い
。

「
さ
る
」
が
な
ぜ
、「
来
る
」
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
古
語
は
わ
た

し
に
と
っ
て
外
国
語
に
近
い
。
今
度
は
辞
書
で
「
さ
る
」
を
ひ

く
。
す
る
と
、や
は
り
、「
近
づ
く
」
と
「
来
る
」
が
出
て
く
る
。

そ
の
先
に
は
、
こ
ん
な
記
述
も
見
つ
け
た
。

　「
も
と
も
と
『
さ
る
』
は
、
そ
の
場
所
を
離
れ
て
時
間
的
・

空
間
的
に
進
行
す
る
・
移
動
す
る
、
の
意
。
だ
か
ら
…
（
略
）

…
来
る
、
の
意
に
も
用
い
ら
れ
る
」。

　
現
代
語
で
は
、「
こ
こ
か
ら
去
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る

基
準
点
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
言
う
場
合
が
多
い
。
だ
が
古
語

で
は
、「
ゆ
ふ
さ
る
」
の
よ
う
に
、
来
る
、
近
づ
く
、
の
意
味

で
使
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
。
遠
ざ
か
る
だ
け
で
な
く
、
近
づ
く

場
合
も
含
む
。
古
語
の
ほ
う
が
、
範
囲
が
広
い
。
い
や
も
う
こ

れ
は
、
懐
が
深
い
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。
古
語
に
触

れ
る
と
、
指
先
が
温
ま
っ
て
く
る
。

　
さ
ら
に
「
さ
る
」
を
探
検
す
る
。
す
る
と
自
動
詞
と
他
動
詞

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
ゆ
ふ
さ
れ
ば
」
の
「
さ
る
」
は
自

動
詞
。
こ
ち
ら
の
意
志
や
気
持
ち
に
関
係
な
く
、
自
然
に
行
っ

た
り
来
た
り
す
る
と
い
う
の
が
本
来
の
意
味
だ
と
わ
か
る
。
だ

ん
だ
ん
と
「
夕
さ
れ
ば
」
が
ほ
ぐ
れ
て
い
く
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、

こ
と
ば
を
「
灯
り
」
と
し
て
、
い
や
、
こ
と
ば
の
わ
か
ら
な
さ

こ
そ
を
「
灯
り
」
と
し
て
、
い
や
、
そ
れ
を
知
り
た
い
と
い
う

思
い
を
「
灯
り
」
と
し
て
、
辞
書
の
森
を
進
ん
で
い
く
。

　
顔
を
あ
げ
る
と
、「
ゆ
う
が
た
」
が
来
て
い
る
。
ゆ
ふ
さ
る

̶

さ
る̶

Sa-ru

　
と
い
う
音
の
な
か
に
、
ゆ
う
が
た
が
す

っ
と
動
い
た
音
が
す
る
。
わ
た
し
は
う
れ
し
く
な
る
。
風
も
動

い
た
。
目
の
前
に
門
前
の
田
ん
ぼ
。
揺
れ
る
穂
波
が
見
え
て
く

る
。
粗
末
な
芦
の
小
屋
が
見
え
て
く
る
。
千
年
前
の
京
都
・
梅

津
。
わ
た
し
は
そ
こ
を
吹
き
渡
る
風
だ
。

　
風
と
な
っ
て
、
場
所
を
「
お
と
づ
る
」。
お
と
づ
る
の
な
か

の
「
お
と
」
が
気
に
な
る
。
こ
れ
、
音
で
は
？
　
ふ
と
そ
う
思

っ
て
み
た
び
辞
書
を
繰
る
。

　「
訪
問
す
る
、
便
り
を
す
る
、
声
を
た
て
る
、
音
を
た
て
る
」。

や
っ
ぱ
り
出
て
き
た
。「
お
と
づ
れ
は
、
音
連
れ
の
意
」
と
も
。

現
代
語
の
「
訪
れ
る
」
は
無
色
透
明
、
機
能
だ
け
が
見
え
る
動

詞
だ
け
れ
ど
、
も
と
も
と
は
音
を
連
れ
て
、
誰
か
の
元
へ
行
く

こ
と
だ
っ
た
ん
だ
。

　
こ
の
日
、師
賢
朝
臣（
源
師
賢
）の
京
都
郊
外
の
山
荘
に
、人
々

が
集
い
歌
を
詠
ん
だ
。
テ
ー
マ
は
「
田
家
秋
風
」。
一
面
、
黄

金
に
輝
く
稲
穂
。
遠
く
に
ぽ
つ
ん
と
小
さ
な
茅
葺
き
の
家
。
夕

方
の
風
が
涼
し
さ
を
運
ん
で
く
る
。
午
後
四
時
半
。
あ
た
り
は

静
か
で
あ
る
。
聞
こ
え
る
の
は
風
の
音
の
み
。
ま
だ
誰
も
声
を

あ
げ
な
い
。
手
元
の
紙
に
筆
が
走
る
。
歌
が
か
す
か
に
動
き
出

し
て
い
る
。
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エッセイ

物
語
解
釈
の
心
強
い
助
っ
人

大お
お

塚つ
か 

ひ
か
り

一
九
六
一
年
生
ま
れ
。
古
典
エ

ッ
セ
イ
ス
ト
。著
書
に『
源
氏
物

語
』全
訳
六
巻（
ち
く
ま
文
庫
）

な
ど
多
数
。近
刊
に『
本
当
は
ひ

ど
か
っ
た
昔
の
日
本
』（
新
潮
文

庫
）な
ど
。

　
は
じ
め
て
古
語
辞
典
を
買
っ
た
の
は
一
九
七
五
年
。
中
学
三

年
生
の
時
だ
。
以
来
、
四
十
一
年
間
、
数
社
の
古
語
辞
典
を
愛

用
し
て
い
る
。
こ
と
に
『
源
氏
物
語
』
の
現
代
語
訳
を
し
た
時

は
フ
ル
活
用
し
た
。

　
訳
に
迷
う
時
、
第
一
に
前
後
の
文
脈
で
判
断
す
る
。

　
第
二
に
敬
語
や
謙
譲
語
で
判
断
す
る
。

　
た
い
て
い
は
こ
の
あ
た
り
で
解
決
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も

ダ
メ
な
時
は
第
三
に
文
法
で
判
断
す
る
。
こ
の
時
、
古
語
辞
典

の
出
番
と
な
る
。

　
た
と
え
ば
「
紅
葉
賀
」
巻
に
、
主
人
公
の
源
氏
と
藤
壺
の
歌

の
や
り
取
り
が
あ
る
。

〝
よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
慰
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ

の
花
〞

　
周
知
の
よ
う
に
、
源
氏
は
父
帝
の
愛
妃
・
藤
壺
を
犯
し
、
藤

壺
は
不
義
の
子
（
の
ち
の
冷
泉
帝
）
を
生
む
。
そ
の
若
宮
が
は

じ
め
て
宮
中
に
参
内
し
た
の
を
前
に
し
た
源
氏
は
、
愛
ら
し
い

我
が
子
に
心
乱
れ
る
思
い
で
退
出
、常
夏
の
花
（
撫
子
の
異
名
）

に
添
え
て
こ
の
歌
を
藤
壺
に
送
る
。「
撫
子
の
花
…
…
若
宮
を

あ
な
た
に
な
ぞ
ら
え
、
心
を
慰
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
、

か
え
っ
て
花
の
露
に
も
ま
し
て
涙
が
こ
ぼ
れ
る
ば
か
り
」
と
。

　
そ
れ
に
対
し
て
藤
壺
は
こ
う
返
歌
す
る
。

〝
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま

と
な
で
し
こ
〞

　
こ
の
歌
が
問
題
で
、〝
う
と
ま
れ
ぬ
〞
の
解
釈
し
だ
い
で
は

正
反
対
の
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　〝
ぬ
〞
を
打
消
と
と
れ
ば
、

「
あ
な
た
の
袖
を
濡
ら
す
露
の
ゆ
か
り
、
あ
な
た
の
子
で
あ
る

と
思
う
と
、
や
は
り
う
と
め
な
い
大
和
撫
子
…
…
若
宮
で
す
」

　
一
方
、
完
了
と
と
れ
ば
、

「
あ
な
た
の
袖
を
濡
ら
す
露
の
ゆ
か
り
、
あ
な
た
の
子
で
あ
る

と
思
う
と
、
や
は
り
う
と
ま
し
く
な
っ
て
し
ま
う
大
和
撫
子

…
…
若
宮
で
す
」

　
実
の
と
こ
ろ〝
ぬ
〞は
曲
者
で
、
複
数
の
古
語
辞
典
で
大
き
く

ス
ペ
ー
ス
を
と
っ
て
解
説
し
て
あ
る
。
大
修
館
の
『
全
訳
古
語

辞
典
』
で
調
べ
る
と「
完
了
の
助
動
詞
」と
あ
る
が
、「
打
消
の

助
動
詞『
ず
』の
連
用
形『
ぬ
』と
も
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
や
す

い
」
と
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
歌
の
ケ
ー
ス
に
当
て
は
ま
る
。

た
だ
し
、「
完
了
の
『
に
』『
ぬ
』
は
、
活
用
す
る
語
の
連
用
形

に
付
く
こ
と
で
見
分
け
ら
れ
る
」
と
も
あ
る
。
打
消
の〝
ぬ
〞の
ほ

う
は
未
然
形
に
付
く
の
で
、そ
こ
で
判
断
す
れ
ば
い
い
わ
け
だ
。

　
で
、藤
壺
の
歌
の
〝
う
と
ま
れ
ぬ
〞
を
分
析
す
る
と
…
…
〝
う

と
ま
れ
ぬ
〞
の
〝
う
と
ま
〞
は
〝
う
と
む
〞
の
未
然
形
。
肝
心

の
〝
ぬ
〞
の
直
前
の
〝
れ
〞
は
自
発
の
助
詞
〝
る
〞
の
活
用
形

だ
が
、
未
然
形
・
連
用
形
と
も
に
〝
れ
〞
な
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
こ
の
歌
の
場
合
、
打
消
で
も
完
了
で
も
、
同
じ
〝
う

と
ま
れ
ぬ
〞
と
な
っ
て
、
文
法
上
で
も
意
味
の
判
断
が
し
か
ね

る
。
と
い
う
こ
と
が
、
古
語
辞
典
を
調
べ
て
改
め
て
確
認
で
き

る
。

　
そ
ん
な
わ
け
で
こ
の
箇
所
は
、
古
註
以
来
、
打
消
と
完
了
の

両
説
が
あ
る
が
、
私
は
完
了
説
を
と
っ
た
。
打
消
な
ら
〝
う
と

ま
れ
ざ
る
〞
と
な
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
し
、藤
壺
の
歌
の
〝
ぬ
〞

を
打
消
と
と
る
人
は
、
母
親
が
実
の
我
が
子
を
う
と
む
わ
け
が

な
い
と
い
う
先
入
観
も
手
伝
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え

た
。『
う
つ
ほ
物
語
』
の
男
主
人
公
の
妻
は
、
我
が
子
の
お
し

っ
こ
が
汚
い
か
ら
と
世
話
も
し
な
い
。
そ
れ
が
皇
女
で
あ
る
彼

女
の
高
貴
さ
を
示
す
特
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
平
安
文
学

の
解
釈
に
現
代
人
の
価
値
観
を
持
ち
込
む
の
は
禁
物
な
の
だ
。

　
古
語
辞
典
は
、
官
職
名
を
調
べ
る
時
も
役
立
っ
た
。

　『
源
氏
物
語
』
に
は
、
主
人
公
の
源
氏
は
も
ち
ろ
ん
、
登
場

人
物
の
本
名
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い
。
頻
出
す
る
の
は
官
職

名
で
、
男
な
ら
太
政
大
臣
、
左
右
大
臣
、
内
大
臣
は
じ
め
、
按

察
大
納
言
、
兵
部
卿
宮
、
頭
中
将
、
宰
相
、
大
内
記
等
々
、
数

え
切
れ
な
い
ほ
ど
出
て
く
る
。

　
そ
の
い
ち
い
ち
に
対
応
す
る
位
階
、
上
下
関
係
、
所
属
部
署

が
あ
り
、
官
職
自
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
高
貴
な
人
は
、
晩

年
の
源
氏
が
六
条
院
と
呼
ば
れ
た
り
、
天
皇
妃
が
藤
壺
や
弘
徽

殿
と
い
っ
た
宮
中
の
殿
舎
名
で
呼
ば
れ
る
な
ど
、
住
ま
い
の
名

で
も
呼
ば
れ
、
そ
の
住
ま
い
に
も
ま
た
意
味
が
あ
る
。

『
全
訳
古
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
弘
徽
殿
は
「
清
涼
殿
の
北
に

あ
り
、
皇
后
・
中
宮
・
女
御
な
ど
が
住
ん
だ
」、
淑
景
舎
（
桐
壺
）

は
「
東
北
の
隅
に
あ
っ
た
殿
舎
で
、
女
御
・
更
衣
な
ど
が
住
ん

だ
」。
ミ
カ
ド
の
お
わ
す
清
涼
殿
近
く
の
弘
徽
殿
が
有
力
妃
の

い
る
殿
舎
な
の
に
対
し
、
桐
壺
は
後
宮
の
片
隅
に
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。

　
源
氏
の
母
桐
壺
更
衣
が
権
門
出
身
の
弘
徽
殿
女
御
（
の
ち
大

后
）
に
憎
ま
れ
衰
弱
す
る
と
い
う
物
語
の
構
図
が
、
古
語
辞
典

を
紐
解
く
と
見
え
て
く
る
。

　
古
語
辞
典
は
物
語
の
解
釈
を
助
け
て
く
れ
る
心
強
い
助
っ
人

な
の
だ
。
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【
特
集
】
古
語
辞
典
、使
って
い
ま
す
か
？
　

9 生徒が「古文好き」になる古語辞典をめざして

【特集】古語辞典、使っていますか？

　
七
割
以
上
の
高
校
生
が
古
文
が
好
き
で
は
な
い
、
と
い
う

調＊

査
結
果
が
あ
る
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況

が
、
い
ま
の
普
通
の
状
態
と
し
て
あ
る
の
な
ら
、
そ
ん
な
古

文
嫌
い
と
言
わ
れ
る
生
徒
た
ち
に
向
け
て
、
学
習
古
語
辞
典

が
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
生
徒
た
ち
の
苦

手
意
識
を
少
し
で
も
軽
く
し
、
古
文
学
習
へ
の
わ
か
り
や
す

い
入
り
口
を
用
意
す
る
、
そ
れ
が
今
の
学
習
古
語
辞
典
に
求

め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
私
ど
も
で
は
、
故
・
林
巨
樹
先
生
を
中
心
に
、『
古
語
林
』

『
大
修
館
全
訳
古
語
辞
典
』
を
刊
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

こ
の
た
び
、
こ
れ
ら
の
辞
典
を
踏
ま
え
つ
つ
、
新
し
い
、
今

の
時
代
の
生
徒
に
向
け
た
『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
を
刊
行
す

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
古
語
を
、「
わ
か
っ
た
」
気
に
さ

せ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
古
文
へ
の
入
り
口
を
突
破

さ
せ
る
。
今
回
の
『
新
全
訳
古
語
』
は
そ
こ
に
重
点
を
置
い

て
編
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
こ
の
雑
誌
の
別
の
ペ
ー

ジ
で
説
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
は
二
つ
だ

け
申
し
上
げ
ま
す
。

　
古
文
の
か
な
め
で
、
そ
し
て
生
徒
が
つ
ま
ず
き
や
す
い
と

こ
ろ
は
、
助
詞
・
助
動
詞
、
そ
し
て
敬
語
で
し
ょ
う
。
い
く

つ
か
あ
る
助
動
詞
、
た
と
え
ば
推
量
の
助
動
詞
の
そ
れ
ぞ
れ

の
違
い
を
理
解
し
て
、
し
っ
か
り
訳
せ
る
こ
と
。
大
変
な
こ

と
で
す
が
、
そ
れ
が
で
き
る
と
、
古
文
が
「
わ
か
っ
た
」
と

生
徒
も
実
感
し
ま
す
。『
新
全
訳
古
語
』で
は
、重
要
な
助
詞
・

助
動
詞
は
特
別
に
ペ
ー
ジ
を
大
き
く
と
っ
て
、
ゆ
っ
た
り
し

た
レ
イ
ア
ウ
ト
で
見
や
す
く
示
し
ま
し
た
。
敬
語
も
、
重
要

な
二
十
語
を
、
や
は
り
特
別
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
し
て
図
も
使

っ
て
整
理
し
て
い
ま
す
。
い
く
つ
も
あ
る
助
詞
助
動
詞
や
敬

語
の
意
味
・
用
法
を
、
頭
か
ら
文
字
で
ひ
た
す
ら
追
っ
て
い

く
の
は
、
生
徒
に
と
っ
て
苦
痛
な
は
ず
。
一
目
で
全
体
が
わ

か
る
表
組
み
な
ら
、
自
分
が
必
要
な
情
報
に
た
ど
り
着
く
の

も
、
大
き
な
負
担
を
感
じ
ず
に
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
は
、
コ
ラ
ム
。
古
典
の
理
解
に
役
立
つ
い
ろ
い

ろ
な
話
題
を
こ
れ
ま
で
も
コ
ラ
ム
に
ま
と
め
て
き
た
の
で
す

が
、『
古
語
林
』
や
『
大
修
館
全
訳
古
語
辞
典
』
で
は
、
そ

れ
ら
は
別
々
の
ペ
ー
ジ
に
ち
ら
ば
っ
て
い
ま
し
た
。け
れ
ど
、

そ
れ
で
は
な
か
な
か
生
徒
も
読
ま
な
い
し
、
ま
と
ま
っ
て
い

た
方
が
ご
指
導
の
際
に
は
使
い
や
す
い
と
う
か
が
い
、『
新

全
訳
古
語
』
で
は
一
か
所
に
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
れ
も
、「
東

海
道
五
十
三
次
」
の
宿
場
を
イ
ラ
ス
ト
で
紹
介
し
な
が
ら
、

五
十
三
の
コ
ラ
ム
を
読
む
と
い
う
仕
立
て
で
、
読
ん
だ
と
こ

ろ
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
東
海
道
の
地
図
を
付
け
て
い
ま

す
。
な
ん
と
か
生
徒
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
っ
て
、
と
も
か

く
中
身
を
読
ん
で
も
ら
え
た
ら
、
と
い
う
こ
と
で
こ
ん
な
工

夫
も
し
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
、
古
語
の
世
界
に
入
る
ま
で
の
「
わ
か
り
や
す

さ
」
を
大
切
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
こ

と
ば
に
即
し
て
、
訳
す
。
一
つ
一
つ
の
こ
と
ば
の
意
味
を
意

識
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
に
、辞
書
で
わ
か
り
や
す
い
見
せ
方
、

説
明
を
工
夫
し
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
に
着
目
さ
せ
る
。『
新

全
訳
古
語
』
で
少
し
で
も
そ
れ
が
で
き
て
い
る
な
ら
、「
古

文
嫌
い
」
の
生
徒
の
手
助
け
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
も
う
二
十
年
以
上
も
前
に
な
り
ま
す
が
、
ご
近
所
さ
ん
た

ち
か
ら
請
わ
れ
、『
源
氏
物
語
』
を
読
む
会
を
、
月
に
二
回

ほ
ど
の
ペ
ー
ス
で
続
け
て
き
ま
し
た
。
十
四
、
五
人
の
生
徒

さ
ん
た
ち
が
集
ま
っ
て
、『
源
氏
』の
は
じ
め
か
ら
読
み
進
め
、

無
事
に
最
後
ま
で
読
み
終
え
、
今
は
、『
平
家
物
語
』
を
最

初
か
ら
読
ん
で
い
ま
す
。
特
に
古
典
を
勉
強
し
て
き
た
わ
け

で
も
な
い
人
た
ち
が
二
十
年
以
上
も
続
け
ら
れ
た
と
い
う
の

は
、
試
験
が
な
い
か
ら
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
（
笑
）、
や
は
り
古
典
文
学
の
も
つ
お
も
し
ろ
さ
、

古
文
の
力
だ
と
強
く
感
じ
ま
す
。
高
校
生
た
ち
が
古
文
へ
の

苦
手
意
識
を
な
く
し
て
、
そ
の
楽
し
い
古
典
の
世
界
に
入
れ

る
よ
う
に
願
う
ば
か
り
で
す
。

 

（
二
〇
一
六
年
九
月
談
、
聞
き
手
・
編
集
部
）

＊
平
成
一
七
年
度
高
等
学
校
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
よ
り
。

生
徒
が「
古
文
好
き
」に
な
る

古
語
辞
典
を
め
ざ
し
て

『
新
全
訳
古
語
辞
典
』編
者

元
都
立
小
山
台
高
等
学
校
教
諭

安あ
ん

藤ど
う

千ち

鶴づ

子こ
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【
特
集
】
古
語
辞
典
、使
って
い
ま
す
か
？
　

11 名脇役として「古語辞典」を活用する

【特集】古語辞典、使っていますか？

１　

電
子
辞
書
と
書
籍
版
辞
書

　

私
の
勤
務
校
で
は
中
学
校
入
学
時
に
、
い
わ
ゆ
る
書
籍
版

の
国
語
辞
典
、
英
和
（
和
英
）
辞
典
の
購
入
を
す
す
め
て
い

る
。（
特
定
書
目
の
指
定
は
し
な
い
。）
次
の
段
階
と
し
て
、

中
学
三
年
生
進
級
時
に
、
外
国
語
（
英
語
）
科
の
主
導
で
電

子
辞
書
の
購
入
を
す
す
め
て
い
る
。
そ
の
際
、問
わ
れ
れ
ば
、

古
語
辞
典
が
収
録
さ
れ
て
い
る
機
種
を
す
す
め
る
こ
と
は
あ

る
。
一
方
で
は
こ
こ
で
書
籍
型
の
古
語
辞
典
の
購
入
を
す
す

め
る
努
力
も
し
て
い
る
が
、
な
か
な
か
そ
の
よ
う
に
は
な
ら

な
い
の
が
実
際
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
一
つ
の
工
夫
を
し
て
み
た
。
勤
務
校
は
中
高
六

年
一
貫
教
育
を
行
っ
て
い
る
。
六
年
間
を
二
年
ず
つ
三
つ
の

ブ
ロ
ッ
ク
に
わ
け
て
教
育
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
三
階
建

て
校
舎
の
各
階
に
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
Ｈ
Ｒ
教
室
と
学
級
担
任
室

が
配
さ
れ
て
お
り
、
学
級
担
任
室
は
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
教
育
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
第
二
ブ
ロ
ッ
ク

最
初
の
学
年
で
あ
る
中
学
三
年
生
か
ら
は
、
古
典
の
授
業
も

本
格
化
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
こ
の
担
任
室
に
、
一
学
級
の

生
徒
が
同
時
に
使
え
る
数
の
古
語
辞
典
を
備
え
た
。『
大
修

館　

全
訳
古
語
辞
典
』（
以
下
『
全
訳
古
語
辞
典
』）
を
中
心

に
、
一
方
で
あ
え
て
複
数
種
の
辞
書
を
同
時
に
使
え
る
よ
う

に
も
し
た
。
日
常
的
に
単
語
の
意
味
を
調
べ
る
に
は
、
電
子

辞
書
に
頼
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
電
子
辞
書
は
短
時

間
で
目
的
の
単
語
に
到
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
当
座

の
用
は
そ
れ
で
足
り
る
。
し
か
し
、
そ
の
語
が
読
解
に
際
し

て
ど
の
程
度
の
重
要
度
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
同
じ
語
で
始

ま
る
単
語
は
ど
れ
く
ら
い
、ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、

な
ど
と
い
う
こ
と
に
注
目
さ
せ
た
い
場
合
は
書
籍
版
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
私
は
高
校
三
年
生
を
担
当
す
る
こ
と
が
多

い
が
、
先
年
中
学
三
年
生
の
春
季
講
習
を
担
当
し
た
。
高
校

入
試
を
体
験
し
な
い
勤
務
校
の
生
徒
に
、
進
学
校
と
い
わ
れ

る
私
立
高
校
で
は
ど
ん
な
入
試
問
題
が
出
さ
れ
て
い
る
の
か

を
体
験
さ
せ
る
内
容
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
一
学
級
ぐ
ら
い

の
人
数
だ
っ
た
の
で
、
担
任
室
備
え
付
け
の
古
語
辞
典
か
ら

二
種
類
の
辞
書
を
用
い
て
、
ま
ず
『
全
訳
古
語
辞
典
』
で
、

い
わ
ゆ
る
「
看
板
」（
重
要
用
例
）
の
付
い
て
い
る
語
に
つ

い
て
実
際
に
辞
書
を
ひ
か
せ
、
用
例
な
ど
を
含
め
こ
ま
か
く

読
ま
せ
た
り
、
異
な
る
辞
書
で
も
語
の
重
要
度
の
位
置
づ
け

が
同
じ
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
印
象
づ
け
た
り
す
る
よ
う
に
試

み
た
。
ま
た
、
例
え
ば
「
こ
こ
ろ
う
し
」
が
問
題
文
中
に
出

て
き
た
と
き
に
、
辞
書
を
ひ
か
せ
、「
こ
こ
ろ
」
で
始
ま
る

単
語
、
特
に
形
容
詞
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
を
確
認
さ
せ

て
み
た
。
こ
の
よ
う
な
試
み
を
通
し
て
、
単
語
の
意
味
・
用

法
の
習
得
に
お
い
て
、
電
子
辞
書
で
は
体
験
し
づ
ら
い
こ
と

も
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
上
級
学
年
進
学
時
に
は
、
必
要
に
応

じ
て
書
籍
版
に
移
行
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
。

２　
「
古
語
辞
典
」を
超
え
た「
古
語
辞
典
」を

　

と
こ
ろ
で
、
書
籍
版
「
古
語
辞
典
」
の
旗
色
が
今
ひ
と
つ

よ
く
な
い
理
由
と
し
て
は
「
電
子
版
」
の
存
在
以
外
に
も
理

由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

多
く
の
学
校
で
は
、教
科
書
以
外
に
何
点
か
の
副
（
補
助
）

教
材
を
採
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勤
務
校
で

は
高
校
の
国
語
（
古
典
）
で
、「
国
語
図
説
（
便
覧
）」「
古

典
文
法
」「
古
文
単
語
集
」「
漢
文
句
法
」
を
採
用
し
て
い
る
。

学
校
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
教
材
が
加
わ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
生
徒
に
と
っ
て
、「
古
語
辞
典
」
に
加
え

て
こ
れ
だ
け
の
教
材
を
使
い
こ
な
す
こ
と
は
な
か
な
か
大
変

な
こ
と
で
あ
る
。

　
「
古
典
文
法
」
な
ど
に
つ
い
て
古
語
辞
典
で
学
ぶ
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
古
語
辞
典
」
の
「
本
職
」
は
「
古

典
語
」
の
意
味
・
用
法
・
位
相
を
学
ぶ
こ
と
に
あ
る
の
で
、

ど
う
し
て
も
そ
の
他
の
内
容
を
ま
と
め
て
、
細
か
く
、
整
理

し
て
、美
し
く
（
図
説
な
ど
の
写
真
）
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
副
（
補
助
）
教
材
に
手
を
伸
ば
す
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。

　

大
修
館
書
店
で
は
、
一
九
九
七
年
に
『
古
語
林
』
を
刊
行

し
、
さ
ら
に
、
二
〇
〇
一
年
に
は
『
全
訳
古
語
辞
典
』
を
刊

行
し
た
。『
全
訳
古
語
辞
典
』
の
編
集
の
中
心
に
い
ら
っ
し

ゃ
っ
た
安
藤
千
鶴
子
先
生
は
、『
国
語
教
室
・
第
96
号
』（
二

〇
一
二
年
一
〇
月
）
に
寄
せ
ら
れ
た
「（
こ
れ
一
冊
で
）
古

典
と
仲
好
く
な
れ
る
辞
書
を
」の
な
か
で
、『
全
訳
古
語
辞
典
』

の
特
徴
と
し
て
、「
文
法
の
テ
キ
ス
ト
を
辞
書
の
中
に
組
み

こ
ん
だ
こ
と
」
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
副
（
補
助
）

教
材
「
古
典
文
法
」
の
役
割
も
果
た
せ
る
「
古
語
辞
典
」
の

誕
生
で
あ
る
。
ま
た
、
書
名
に
も
あ
る
通
り
「
す
べ
て
の
文

名
脇
役
と
し
て「
古
語
辞
典
」を
活
用
す
る

『
新
全
訳
古
語
辞
典
』編
集
委
員

神
奈
川
大
学
附
属
中
・
高
等
学
校
教
諭

林は
や
し　

伸の
ぶ

樹き



12国語教室　第 104 号　2016 年 11月13 名脇役として「古語辞典」を活用する

【特集】古語辞典、使っていますか？

例
に
て
い
ね
い
な
現
代
語
訳
（
逐
語
訳
）
を
つ
け
る
」
こ
と
、

ま
た
『
古
語
林
』
か
ら
継
続
し
て
掲
載
さ
れ
た
「
名
歌
・
名

句
解
説
、
古
語
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
（
古
典
に
親
し
む
た
め
の
軽

妙
な
読
み
物
コ
ラ
ム
。
好
評
）、
人
物
・
事
項
に
関
す
る
簡

明
な
事
典
な
ど
、
古
語
学
習
の
助
け
に
な
る
多
く
の
工
夫
を

加
え
た
」
こ
と
な
ど
を
『
全
訳
古
語
辞
典
』
の
特
色
と
さ
れ

て
い
る
。

　

今
般
、『
全
訳
古
語
辞
典
』
の
成
果
を
基
に
、『
新
全
訳
古

語
辞
典
』
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
縁
あ
っ
て
編
集
の

お
手
伝
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。『
新
全
訳
古
語
辞
典
』

で
は
、『
全
訳
古
語
辞
典
』
で
行
わ
れ
た
新
た
な
試
み
を
、

さ
ら
に
現
代
の
古
典
学
習
に
寄
与
す
る
よ
う
に
い
く
つ
か
の

工
夫
が
加
え
ら
れ
た
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
工
夫
の
い
く
つ
か

を
紹
介
し
な
が
ら
、『
新
全
訳
古
語
辞
典
』を
用
い
る
こ
と
で
、

ど
の
よ
う
な
授
業
が
展
開
で
き
る
か
に
つ
い
て
も
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

古
典
語
を
理
解
す
る
た
め
に

　

ま
ず
、古
語
辞
典
の
「
本
職
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、「
本
編
」、

単
語
の
理
解
に
つ
い
て
。

　

生
徒
が
古
典
語
理
解
に
お
い
て
苦
労
す
る
の
は
、
も
ち
ろ

ん
現
代
語
に
な
い
語
彙
の
理
解
が
第
一
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
苦
労
す
る
点
と
し
て
以
下
の
三
点
が
挙

げ
ら
れ
る
。

⑴ 

現
代
語
と
古
典
語
の
間
で
形
は
似
て
い
る
が
、
使
わ
れ
る

意
味
が
異
な
っ
て
い
る
語
が
あ
る
。

⑵ 

特
に
形
容
詞
・
形
容
動
詞
に
つ
い
て
、
一
つ
の
現
代
語
に

対
し
て
、
複
数
の
古
典
語
が
あ
て
は
ま
る
。

⑶ 

同
じ
く
形
容
詞
・
形
容
動
詞
で
、「
よ
い
意
味
」「
悪
い
意

味
」
の
ど
ち
ら
を
表
す
語
な
の
か
わ
か
り
に
く
い
も
の
が

あ
る
。

　

そ
こ
で
『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
で
は
、
重
要
語
に
つ
い
て

次
の
よ
う
な
工
夫
を
施
し
た
。
⑴
に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る

語
に
「
古
今
異
義
」
の
ア
イ
コ
ン
を
つ
け
て
示
し
た
（
図
２
）。

ま
た
⑵
に
つ
い
て
は
コ
ラ
ム
「
ま
と
め
て
覚
え
る
！
」
と
し

て
示
し
た
（
図
１
）。
⑶
に
該
当
す
る
語
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
語
釈
に
「
＋
（
＝
よ
い
）」・「
－
（
＝
悪
い
）」・「
＋

－（
＝
ど
ち
ら
に
も
）」の
記
号
を
つ
け
た（
図
２
）。
形
容
詞
・

形
容
動
詞
は
、細
か
い
訳
語
は
と
も
か
く
、「
よ
い
意
味
」「
悪

い
意
味
」
の
ど
ち
ら
か
、
あ
る
い
は
「
よ
い
」「
悪
い
」
ど

ち
ら
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
わ

か
る
と
、
お
お
よ
そ
の
読
解
に
役
立
つ
と
考
え
た
た
め
で
あ

る
。

　

こ
れ
ら
を
用
い
た
授
業
展
開
と
し
て
は
、
読
解
す
る
文
中

に
、例
え
ば
⑴
の
例
に
あ
て
は
ま
る
語
が
出
て
き
た
場
合
に
、

「
同
じ
よ
う
な
例
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
発
問
を
し
、

挙
げ
ら
れ
た
単
語
に
つ
い
て
『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
で
確
認

し
て
い
く
方
法
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
⑵
⑶
に
関
し
て

は
、「
め
ざ
ま
し
」「
あ
て
な
り
」
な
ど
が
出
て
き
た
場
合
に
、

『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
の
掲
載
ペ
ー
ジ
を
紹
介
す
る
。
こ
の

辞
典
を
所
持
し
て
い
な
い
生
徒
に
対
し
て
は
所
持
し
て
い
る

生
徒
の
『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
を
参
照
さ
せ
た
り
、
概
要
を

板
書
し
た
り
、
可
能
な
ら
ば
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
投
影
し
た

り
し
て
、
知
識
を
豊
か
に
さ
せ
た
い
。

　

本
編
に
つ
い
て
も
う
一
つ
、「
用
例
」
に
関
し
て
触
れ
て

お
き
た
い
。教
科
書
所
収
の
も
の
が
あ
る
用
例
に
つ
い
て
は
、

な
る
べ
く
そ
れ
を
採
用
し
、
か
つ
、
教
科
書
に
出
て
く
る
用

例
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ア
イ
コ
ン
（

）
を
つ
け
た
。
以
前

の
経
験
で
は
、
授
業
の
場
面
で
用
例
は
教
科
書
に
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
と
、
生
徒
は
そ
の
語
の
重
要
性
を
実
感
し
た
よ

う
に
思
わ
れ
た
。図１

�図２
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古
典
文
法
を
理
解
す
る
た
め
に

　

次
に
文
法
事
項
、
特
に
助
動
詞
・
助
詞
、
及
び
敬
語
表
現

に
つ
い
て
の
工
夫
に
つ
い
て
。

　

助
動
詞
・
助
詞
に
関
し
て
は
、
す
で
に
前
身
の
『
全
訳
古

語
辞
典
』
に
お
い
て
十
分
な
も
の
が
囲
み
記
事
と
し
て
掲
載

さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
、
カ
ラ
ー
化
が
さ
ら
に
推
進
さ
れ

た
こ
と
も
利
用
し
、
簡
明
な
表
形
式
を
多
く
採
用
す
る
な
ど

し
て
、
視
覚
に
訴
え
、
理
解
を
助
け
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い

る（
図
３
）。
特
に
敬
語
表
現
に
つ
い
て
は
、
敬
意
の
関
係
の

理
解
を
助
け
る
よ
う
な
図
解
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る（
図
４
）。

和
歌
・
俳
句
を
理
解
す
る
た
め
に

　

次
に
、
和
歌
、
特
に
『
小
倉
百
人
一
首
』
の
扱
い
に
つ
い

て
述
べ
る
。

　
『
全
訳
古
語
辞
典
』
で
は
、『
小
倉
百
人
一
首
』
所
収
歌
を

は
じ
め
と
す
る
「
名
歌
」「
名
句
」
は
、
五
十
音
配
列
に
よ

っ
て
、本
編
の
中
に
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
た
。
今
回
、

『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
で
は
、
付
録
の
一
つ
と
し
て
「
名
歌

名
句
事
典
」
を
設
け
、
本
編
の
「
こ
」
と
「
さ
」
の
間
に
ま

と
め
て
掲
載
し
た
。
な
か
で
も
百
人
一
首
に
つ
い
て
は
、「
百

人
一
首
事
典
」
と
し
て
多
く
の
紙
幅
を
あ
て
て
い
る（
図
５
）。

各
歌
に
は
、内
容
を
端
的
に
表
す
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
を
つ
け
、

用
い
ら
れ
て
い
る
修
辞
技
法
や
作
者
の
性
別
な
ど
が
一
目
で

わ
か
る
よ
う
ア
イ
コ
ン
表
示
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
訳
・
鑑
賞
・

表
現
の
項
目
を
立
て
解
説
し
、理
解
を
深
め
る
工
夫
を
し
た
。

さ
ら
に
、「
百
人
一
首
事
典
」
の
各
ペ
ー
ジ
に
は
、藤
原
定
家
・

式
子
内
親
王
を
「
案
内
人
」
と
し
て
、『
小
倉
百
人
一
首
』

に
ま
つ
わ
る
様
々
な
情
報
を
満
載
し
た
コ
ラ
ム
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。『
小
倉
百
人
一
首
』
以
外
に
も
和
歌
二
三
九
首
、

俳
句
一
五
三
句
を
掲
載
し
、
訳
と
解
説
を
加
え
た
。
ま
た
、

各
種
の
索
引
を
掲
載
し
、
検
索
の
便
宜
が
図
ら
れ
て
い
る
。

古
典
文
学
の
理
解
に
お
い
て
、
世
界
観
、
人
間
観
、
自
然
観

な
ど
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
は
和
歌
を
初
め
と
し
た
韻
文

に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え
る
。
今
回
『
新
全
訳
古
語

辞
典
』
に
お
い
て
、
多
く
の
和
歌
・
俳
句
を
同
時
に
通
観
で

き
る
の
は
、
ま
さ
に
書
籍
版
古
語
辞
典
の
強
み
で
あ
り
、
授

業
現
場
に
お
い
て
、
語
彙
上
・
文
法
上
・
古
典
理
解
上
の
豊

富
な
用
例
集
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

� 図３

� 図５

� 図４� 図４
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「
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」改
め「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」

　

最
後
に
、『
古
語
林
』『
全
訳
古
語
辞
典
』
を
通
し
、
好
評

を
博
し
て
い
た
「
古
語
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て

お
き
た
い
。
古
典
理
解
の
た
め
の
多
方
面
の
知
識
や
資
料
を

紹
介
す
る
「
古
語
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」
は
、
役
に
立
つ
内
容
を

も
ち
な
が
ら
、
コ
ラ
ム
と
し
て
本
編
の
随
所
に
配
置
さ
れ
て

い
た
た
め
、
そ
の
全
て
に
目
を
通
す
こ
と
は
な
か
な
か
難
し

か
っ
た
。
そ
こ
で
『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
で
は
、「
名
歌
名

句
事
典
」
と
同
じ
く
、
一
カ
所
に
ま
と
め
る
よ
う
に
し
た
。

タ
イ
ト
ル
も
「
弥

次
喜
多
と
歩
く
古

語
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

事
典
」
と
改
め
、

東
海
道
五
十
三
次

に
な
ぞ
ら
え
五
十

三
項
目
に
編
集

し
、「
古
典
の
読

み
方
」「
古
典
の

背
景
」「
古
語
の

意
味
」「
古
語
の

仕
組
み
」
と
い
う

四
つ
の
ジ
ャ
ン
ル

に
分
け
て
掲
載
し
た
（
図
６
）。「
読
み
」「
理
解
」
を
深
め

る
た
め
に
興
味
深
く
、
重
要
な
項
目
ば
か
り
で
あ
る
。
授
業

の
場
面
で
は
、
学
習
す
る
作
品
に
沿
っ
て
紹
介
す
る
の
が
一

般
的
な
用
い
ら
れ
方
か
も
し
れ
な
い
。さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、

書
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
く
調
べ
て
発
表

し
合
っ
た
り
、
内
容
か
ら
、
古
典
の
世
界
、
そ
こ
に
生
き
る

人
々
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
た
り
な
ど
と
い
っ
た
「
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ン
ニ
ン
グ
」
の
素
材
と
し
て
採
用
す
る
こ
と

な
ど
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、過
去
の
実
践
体
験
を
通
し
て
、『
新
全
訳
古
語
辞
典
』

の
新
た
な
特
色
を
紹
介
し
つ
つ
、
こ
の
新
し
い
辞
書
が
授
業

の
場
面
で
ど
の
よ
う
に
役
立
て
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て

み
た
。
様
々
の
ア
イ
コ
ン
の
採
用
な
ど
、
他
に
も
ま
だ
多
く

の
特
色
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

古
典
理
解
に
お
い
て
、「
主
役
」
は
作
品
で
あ
る
。
そ
の

作
品
を
理
解
し
て
い
く
た
め
に
、「
脇
役
」
で
あ
る
さ
ま
ざ

ま
の
副
（
補
助
）
教
材
を
用
い
て
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
ど
れ
か
一
つ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
一
度
こ
の
『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
を

「
脇
役
」
に
採
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
辞
書

を
す
み
か
ら
す
み
ま
で
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
。

� 図６
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現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
設
け
ら
れ
た
「
伝
統

的
な
言
語
文
化
」
を
軸
に
し
て
古
典
の
多
様
な
学

習
が
目
指
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
小
学
校
か

ら
系
統
的
に
古
典
関
連
の
教
材
を
取
り
上
げ
る
こ

と
で
、
教
材
化
や
課
題
の
見
直
し
が
な
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
、
次
期
学
習
指
導
要

領
の
科
目
編
成
に
も
見
ら
れ
、
必
履
修
科
目
の
一

つ
で
あ
る
「
言
語
文
化
（
仮
称
）」
は
「
上
代
（
万

葉
集
の
歌
が
詠
ま
れ
た
時
代
）
か
ら
近
現
代
に
つ

な
が
る
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る

科
目
」（「
審
議
の
ま
と
め
」）
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

古
典
領
域
に
特
化
す
る
の
で
は
な
く
、
古
典
と
現

代
文
と
を
融
合
し
た
教
材
や
単
元
等
が
想
定
さ
れ

る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
科
目
を
支
え
る
活
動
と
し
て
ア
ク

テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
Ａ
Ｌ
）
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。
Ａ
Ｌ
は
言
語
活
動
の
充
実
と
言
語
能
力

育
成
の
観
点
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ａ
Ｌ
に

よ
る
授
業
改
善
を
考
え
る
際
に
は
「
深
い
学
び
・

対
話
的
な
学
び
・
主
体
的
な
学
び
」
の
三
つ
の
視

点
が
大
切
で
す
。
Ａ
Ｌ
と
聞
い
て
想
起
し
が
ち
な

の
は
「
対
話
的
な
学
び
」
で
す
が
、
残
り
の
視
点

も
現
在
の
学
習
活
動
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
の
成

果
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例

え
ば
課
題
解
決
学
習
と
し
て
「
古
典
作
品
の
夢
に

つ
い
て
調
べ
る
」
と
い
う
課
題
な
ど
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
作
品
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
図
書
室
活
用

の
観
点
か
ら
も
有
効
で
す
。
辞
書
や
索
引
、
情
報

機
器
等
を
活
用
し
て
「
夢
」
の
用
例
を
集
め
、「
明

る
い
・
暗
い
」「
具
象
的
・
抽
象
的
」
等
の
観
点
で

分
類
・
整
理
し
て
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の

成
果
を
報
告
（
レ
ポ
ー
ト
・
口
頭
・
ポ
ス
タ
ー
等
）

す
る
言
語
活
動
は
、「
知
識
・
技
能
」
と
「
思
考

力
・
判
断
力
・
表
現
力
」
と
を
活
用
し
た
学
習
で

す
。
ま
た
、「
今
昔
物
語
集
」
と
夢
枕
獏
「
陰
陽

師
」
と
を
並
記
し
た
教
材
（
大
修
館
書
店
『
新
編

古
典
Ｂ
』
古
典
Ｂ
３
１
３
）
で
は
後
者
で
補
わ
れ

た
内
容
を
原
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
読
み
進
め
る

こ
と
で
作
品
理
解
を
深
め
た
り
、
表
現
の
工
夫
を

理
解
し
た
り
す
る
学
習
と
な
る
で
し
ょ
う
。

徳島県・30才女性

こ
れ
か
ら
の
古
典
の
授
業
の
方
向
性
は
？

　

次
期
学
習
指
導
要
領
の
検
討
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
一
年

生
の
必
履
修
科
目
の
「
国
語
総
合
」
が
「
現
代
の
国
語
（
仮
称
）」
と

「
言
語
文
化
（
仮
称
）」
と
変
わ
り
、
授
業
内
容
も
変
化
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
導
入
に
よ
る
教
材
の

扱
い
方
や
授
業
形
態
な
ど
、
古
典
の
学
習
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
国
語
科
に
ま
つ
わ
る
疑
問
・
質
問
に
、

大
修
館
の
教
科
書
編
集
委
員
が
親
身
に
お
答
え
し
て
い
き

ま
す
。
ご
質
問
は
小
社
「
国
語
教
室
Ｑ
＆
Ａ
係
」
ま
で
。

　
西に

し

　
一か

ず

夫お

信
州
大
学
教
授
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古
語
辞
典
は
古
語
を
調
べ
る
た
め
だ
け
の
も
の

で
、
ど
れ
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
す
か
？

ほ
か
に
何
か
違
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ

　

古
語
は
な
じ
み
が
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
の
言

葉
が
ど
ん
な
分
野
の
言
葉
な
の
か
、
想
像
も
つ

か
な
い
の
で
、興
味
も
な
か
な
か
わ
き
ま
せ
ん
。

Ｑ

　

古
語
を
調
べ
て
も
、
意
味
が
た
く

さ
ん
あ
っ
て
、
自
分
の
探
し
て
い
る

意
味
が
ど
れ
に
当
て
は
ま
る
の
か
判

断
で
き
な
い
の
で
す
が
…
…
。

Ｑ　

敬
語
、
特
に
「
二
重
敬
語
」「
二

方
面
の
敬
語
」
や
、
そ
れ
ら
が
合
わ

さ
っ
た
表
現
な
ど
、
説
明
を
聞
い
て

も
複
雑
す
ぎ
て
頭
が
パ
ン
ク
し
そ
う

で
す
。

Ｑ

　

わ
か
ら
な
い
古
語
を
辞
書
で
引
い
て
も
、
意

味
を
調
べ
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
な
か

な
か
覚
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ　

助
動
詞
や
助
詞
は
、
数
が
多
く
て
覚
え
る
の
が
大
変
で
す
。

Ｑ

Ａ
『
新
全
訳
』
は
古
語
辞
典
と
し
て
の
定
評
あ
る

確
か
な
解
説
は
そ
の
ま
ま
に
、
そ
れ
に
加
え
て

① 

重
要
語
を
効
率
的
に
覚
え
ら
れ
る
単
語
集
と
し

て
の
機
能

② 

助
詞
・
助
動
詞
や
敬
語
を
囲
み
で
詳
し
く
解
説

し
た
文
法
書
と
し
て
の
機
能

③
和
歌
の
世
界
を
深
く
学
べ
る
和
歌
事
典
の
機
能

④ 

古
典
常
識
や
資
料
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
た

国
語
便
覧
の
機
能

⑤ 

文
学
史
の
展
開
や
要
点
が
わ
か
る
文
学
史
テ
キ

ス
ト
の
機
能

を
見
や
す
く
わ
か
り
や
す
い
形
で
盛
り
込
ん
だ
、

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
型
の
今
ま
で
に
な
い
古
語
辞
典

で
す
。

Ａ
た
し
か
に
、
脈
絡
の
わ
か
ら
な
い
も
の
を

ひ
た
す
ら
暗
記
す
る
の
は
、
な
か
な
か
大
変

な
も
の
で
す
。『
新
全
訳
』で
は
、最
重
要
語
・

重
要
語
の
う
ち
、
覚
え
て
お
く
べ
き
古
典
常

識
語
や
季
語
な
ど
に
、
そ
の
語
の
特
徴
や
季

節
が
一
目
で
わ
か
る
ア
イ
コ
ン
を
付
け
ま
し

た
。
視
覚
的
に
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
把
握
で
き

る
の
で
、
意
味
も
覚
え
や
す
く
な
り
ま
す
。

季
語
に
つ
い
て
も
、例
え
ば
「
朝
顔
」
や
「
七

夕
」
に
付
い
た
「
秋
」
の
ア
イ
コ
ン
は
、
直

感
的
に
生
徒
の
違
和
感
を
刺
激
し
、
古
典
学

習
が
深
ま
る
入
口
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ほ
か

に
「
古
今
異
義
」「
掛
詞
」
な
ど
の
ア
イ
コ

ン
も
表
示
し
て
い
ま
す
。
↓
中
面
特
色
2

Ａ
『
新
全
訳
』
の
用
例
は
教
科
書
に

よ
く
出
て
く
る
用
例
を
中
心
に
採

用
。
教
科
書
用
例
に
は

マ
ー
ク
を

付
け
て
、
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
工

夫
し
て
い
ま
す
。
出
典
名
も
、
用
例

の
先
頭
に
色
で
囲
ん
で
目
立
つ
表
示

に
し
た
の
で
、例
え
ば「『
源
氏
物
語
』

桐
壺
巻
の
用
例
を
探
し
た
い
」
と
い

う
と
き
に
も
、
探
し
て
い
る
例
を
素

早
く
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
意
味
の

見
分
け
方
や
訳
す
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

な
ど
も
、「
ポ
イ
ン
ト
」
な
ど
で
適

宜
解
説
し
て
い
る
の
で
、
学
習
を
さ

ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

↓
中
面
特
色
1

Ａ
重
要
敬
語
は
囲
み
に
し
て
詳

し
く
解
説
。
尊
敬
語
は
赤
、
謙

譲
語
は
黒
、
の
ラ
ベ
ル
を
使
っ

て
用
法
を
一
覧
し
た
「
見
取
図
」

は
画
期
的
。
例
え
ば
「
奉
る
」

の
よ
う
に
尊
敬
・
謙
譲
と
複
数

の
用
法
が
あ
る
語
や
、
二
重
敬

語
・
二
方
面
の
敬
語
な
ど
複
雑

な
敬
語
も
、
そ
の
構
造
が
視
覚

的
に
一
目
で
理
解
で
き
ま
す
。

敬
意
の
仕
組
み
を
用
例
に
即
し

て
わ
か
り
や
す
く
解
き
ほ
ぐ
し

た
「
図
解
」
も
豊
富
に
掲
載
し

ま
し
た
。
↓
中
面
特
色
4

Ａ
古
語
は
、
や
み
く
も
に
意
味
だ
け
暗
記
す
る
よ
り
も
、
語
の
ニ

ュ
ア
ン
ス
を
つ
か
み
、
文
脈
の
中
で
覚
え
る
と
、
よ
り
効
果
的
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
へ
の
応
用
も
き
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
約
３
０

０
語
の
最
重
要
語
に
は
、
冒
頭
に
「
こ
れ
で
覚
え
る
！
」
の
コ
ー

ナ
ー
を
設
置
。
そ
の
語
の
中
心
的
な
意
味
・
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
覚
え

る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
端
的
に
解
説
し
、
教
科
書
に
よ
く
出
て
く
る

代
表
的
な
用
例
と
セ
ッ
ト
で
確
実
に
覚
え
ら
れ
ま
す
。
覚
え
た
も

の
は
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
に
、
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
も
付
け
ま

し
た
。
↓
中
面
特
色
1

Ａ
重
要
助
動
詞
・
助
詞
は
囲
み
に
し
て
詳
し
く
解
説
。
覚
え
る

べ
き
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
接
続
」「
活
用
」「
意
味
」
の
３
大
ポ

イ
ン
ト
に
加
え
、
よ
く
問
わ
れ
る
重
要
な
「
識
別
」
も
わ
か
り

や
す
い
表
に
ま
と
め
ま
し
た
。
さ
ら
に
学
習
を
深
め
る
に
は
、

や
み
く
も
な
暗
記
よ
り
も
背
景
に
あ
る
理
屈
を
知
る
こ
と
が
効

果
的
。
従
来
か
ら
「
文
法
書
い
ら
ず
」
と
高
い
評
価
を
い
た
だ

い
て
い
る
大
修
館
の
古
語
辞
典
の
詳
し
く
確
か
な
解
説
は
、『
新

全
訳
』
で
も
も
ち
ろ
ん
踏
襲
さ
れ
て
い
ま
す
。
↓
中
面
特
色
3

『新全訳古語辞典』で
古典学習のお悩み解決！

『新全訳古語辞典』には、
古語への苦手意識をとりの
ぞき、古語辞典や古典学習
にまつわる生徒たちの疑
問・お悩みを解決する工夫
が満載。『新全訳』の各所
に登場する案内人たちが、
それらの工夫の数々を紹介
します。

【案内人紹介】

清少納言と兼好法師。付録③「古典
文学事典」で、文学史の展開や各時
代の特色、主な人物関係を案内する。

弥次郎兵衛と喜多八。付録②「古語
ウォーキング事典」で、古典常識と
東海道に残る古典の舞台を案内する。

藤原定家と式子内親王。付録①「名
歌名句事典」で、和歌解釈のポイン
トや百人一首の背景世界を案内する。
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和
歌
が
と
に
か
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

Ｑ

　

文
学
史
テ
キ
ス
ト
の
出
題
範
囲
を
テ
ス
ト
前
に
必
死
に
暗
記
す
る
の
で

す
が
、
テ
ス
ト
が
終
わ
る
と
き
れ
い
に
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

Ｑ

　

辞
書
で
言
葉
の
意
味
を
調
べ
て
も
う
ま
く
訳
せ
な
か
っ
た
り
、
訳
し
て
み
て

も
「
結
局
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。

Ｑ

　

辞
典
は
字
が
小
さ
い
し
、重
い
し
、

持
ち
運
び
が
面
倒
で
す
。

Ｑ

Ａ
『
新
全
訳
』
で
は
和
歌
を
深
く
知
る
た
め
の
「
名
歌

名
句
事
典
」
を
ま
と
め
て
収
録
し
ま
し
た
。
韻
文
学
の

展
開
図
や
、
句
切
れ
・
修
辞
な
ど
実
践
的
な
解
釈
の
ポ

イ
ン
ト
を
解
説
す
る
コ
ー
ナ
ー
も
設
置
。
特
に
百
人
一

首
は
ア
イ
コ
ン
表
示
も
取
り
入
れ
て
詳
し
く
解
説
し
、

和
歌
の
背
景
や
当
時
の
文
化
を
知
る
た
め
の
コ
ラ
ム
も

全
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
↓
中
面
特
色
5

Ａ
『
新
全
訳
』
は
巻
末
に
「
古
典
文
学
事
典
」
と
し
て
百
科
項
目
を
ま
と
め
、
辞

典
本
文
と
同
じ
く
、
語
の
特
徴
が
一
目
で
わ
か
る
ア
イ
コ
ン
表
示
も
豊
富
に
盛
り

込
み
ま
し
た
。
有
名
な
歌
人
や
歌
枕
か
ら
「
名
歌
名
句
事
典
」
に
ジ
ャ
ン
プ
で
き

る
、
一
冊
を
有
機
的
に
使
い
こ
な
す
た
め
の
仕
掛
け
も
搭
載
。
さ
ら
に
、「
木
を

見
て
森
を
見
ず
」
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
従
来
の
文
学
史
学
習
か
ら
脱
却
し
、
常
に

文
学
史
の
「
森
」
全
体
を
見
わ
た
せ
る
よ
う
に
、
古
典
文
学
の
展
開
図
や
主
要
人

物
関
係
図
な
ど
の
使
え
る
資
料
も
収
録
し
ま
し
た
。
↓
中
面
特
色
７

Ａ
古
文
解
釈
の
実
践
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
古
文
を
深
く
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
古
典
常

識
や
文
法
の
知
識
に
つ
い
て
の
コ
ラ
ム
は
、
従
来
の
古
語
辞
典
で
は
本
文
内
に
散
ら
ば

り
、「
た
ま
た
ま
見
つ
け
て
、
つ
い
で
に
読
む
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

『
新
全
訳
』
で
は
、
東
海
道
五
十
三
次
の
宿
場
順
に
53
の
コ
ラ
ム
を
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に

並
べ
、
進
ん
で
読
み
た
く
な
る
「
古
語
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
事
典
」
と
し
て
一
箇
所
に
ま
と

め
ま
し
た
。
自
分
の
ペ
ー
ス
で
一
歩
一
歩
古
語
の
街
道
を
進
み
、
街
道
制
覇
と
古
典
学

習
完
成
の
達
成
感
も
味
わ
え
る
仕
掛
け
で
す
。
↓
中
面
特
色
6

Ａ
『
新
全
訳
』
は
デ
ザ
イ
ン
や
装
丁
も
今
ま
で
の

古
語
辞
典
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
一
新
し
ま
し
た
。

白
い
用
紙
に
、
明
朝
体
よ
り
も
大
き
め
に
見
え
て

読
み
や
す
い
ゴ
シ
ッ
ク
体
の
本
文
書
体
を
採
用
。

持
ち
運
び
も
苦
に
な
ら
な
い
ハ
ン
デ
ィ
な
製
本

に
、
い
つ
も
手
元
に
置
い
て
お
き
た
く
な
る
よ
う

な
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
装
丁
は
、
従
来
の
古
語
辞

典
の
イ
メ
ー
ジ
を
覆
す
は
ず
で
す
。



21 読んできた本、読んでほしい本

■
教
科
書
で
素
敵
な
出
会
い
を

「
ず
ー
っ
と
ず
っ
と
だ
い
す
き
だ
よ
」。
こ
の
言

葉
は
、
私
が
小
学
校
一
年
生
の
時
に
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
て
い
た
『
ず
ー
っ
と
ず
っ
と
だ
い
す
き
だ

よ
』
と
い
う
話
で
、
主
人
公
の
少
年
が
愛
犬
エ
ル

フ
ィ
ー
に
い
つ
も
伝
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
当

時
両
祖
父
母
の
家
に
は
犬
や
猫
が
飼
わ
れ
て
い

て
、
動
物
好
き
で
あ
っ
た
私
は
こ
の
言
葉
を
気
に

入
っ
て
、
彼
ら
に
い
つ
も
伝
え
る
よ
う
に
な
り
、

ま
す
ま
す
動
物
が
好
き
に
な
っ
た
。
愛
す
る
も
の

に
対
し
て
「
す
き
」
と
言
え
る
こ
と
、そ
し
て
「
ず

ー
っ
と
ず
っ
と
だ
い
す
き
」と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
、

こ
の
当
た
り
前
の
よ
う
で
な
か
な
か
表
現
で
き
な

い
こ
と
を
、
小
さ
い
頃
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
私

の
人
生
を
変
え
た
と
思
う
。
読
書
好
き
の
両
親
の

影
響
で
、
私
の
周
り
に
は
い
つ
も
本
が
あ
り
、
動

物
が
登
場
す
る
も
の
も
多
く
あ
っ
た
。
小
学
校
一

年
生
の
時
に
初
め
て
教
科
書
と
い
う
も
の
を
手
に

し
た
。
学
習
す
る
よ
り
前
に
挿
絵
の
犬
を
見
て
、

内
容
が
知
り
た
く
な
り
ワ
ク
ワ
ク
し
て
読
み
、『
ず

ー
っ
と
ず
っ
と
だ
い
す
き
だ
よ
』
で
素
敵
な
出
会

い
を
し
た
。
そ
し
て
そ
の
出
会
い
が
私
を
国
語
好

き
に
さ
せ
て
く
れ
た
と
思
う
。
国
語
の
教
員
を
目

指
し
た
時
に
、
改
め
て
こ
の
絵
本
を
購
入
し
、
教

員
に
な
っ
た
今
で
も
手
元
に
置
い
て
あ
る
。

教
壇
に
立
ち
な
が
ら
思
う
。
生
徒
た
ち
は
、
こ

れ
ま
で
に
国
語
の
授
業
で
素
敵
な
出
会
い
は
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
、
高
校
で
出
会
っ
た
作
品
を
ぜ
ひ

と
も
覚
え
て
い
て
欲
し
い
、
読
書
の
素
晴
ら
し
さ

を
少
し
で
も
伝
え
た
い
、
と
。
現
代
文
と
古
典
を

指
導
し
て
い
る
ク
ラ
ス
で
、
中
島
敦
『
山
月
記
』

と
李
景
亮
『
人
虎
伝
』
を
扱
い
、
両
作
品
を
比
較

す
る
授
業
を
行
っ
た
。
授
業
で
取
り
上
げ
る
に
あ

た
り
、
教
材
準
備
は
予
想
以
上
に
大
変
で
あ
り
、

漢
文
調
な
の
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
は
と
心

配
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時
代
を
越
え
て
読
み
継

が
れ
る
小
説
、
文
章
の
流
麗
さ
を
伝
え
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。『
人
虎
伝
』と『
山
月
記
』は
結
び
が
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
。
何
故
中
島
は
書
か
な
か
っ

た
の
か
、
必
要
な
い
と
思
っ
た
の
か
…
…
。
生
徒

に
後
日
譚
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
、
興
味
を
示

し
た
の
で
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
自
由
に
考
え
さ
せ

た
。
そ
し
て
、『
人
虎
伝
』
を
披
露
す
る
。
納
得
す

る
者
、
興
ざ
め
し
て
し
ま
う
者
、
様
々
な
反
応
を

見
せ
た
。
両
作
品
を
読
み
比
べ
て
新
た
な
発
見
を

す
る
こ
と
が
で
き
、
作
品
の
奥
深
さ
に
つ
い
て
考

え
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
も
生
徒
が
真
剣
に
取
り
組

み
、
読
み
込
ん
で
く
れ
た
お
か
げ
だ
と
思
う
。
毎

日
が
新
し
い
出
会
い
と
勉
強
で
あ
り
、
生
徒
と
共

に
日
々
一
歩
ず
つ
成
長
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

読
ん
で
き
た
本
、

読
ん
で
ほ
し
い
本

妹せ

の

お尾 

樹き

代よ

子こ

岡
山
県
倉
敷
高
等
学
校

⑩

本コーナーでは、毎回、全国のさ
まざまな先生方よりオススメの本
をご紹介いただきます。
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践
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❖
辞
書
を「
引
く
」

　

ま
ず
、「
辞
書
を
引
か
な
い
の
で
は
な
い
、
授
業
が
引
か

せ
な
い
の
だ
」
と
い
う
発
想
か
ら
始
め
た
の
が
、
ク
ラ
ス
全

員
分
の
辞
書
を
準
備
し
て
で
も
、
辞
書
を
引
か
せ
る
取
り
組

み
で
あ
る
。「
辞
書
を
繰
り
、
全
員
一
斉
に
同
じ
古
語
を
探

し
出
し
、
納
得
し
、
考
え
な
が
ら
、
古
典
ワ
ー
ル
ド
に
旅
立

つ
」
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
幾
つ
か
準
備
し
、
目
の
前
に
い
る

生
徒
に
一
番
合
う
も
の
を
選
ん
で
授
業
を
実
践
す
る
。

　

新
し
い
言
葉
を
我
が
も
の
に
す
る
た
め
、
一
斉
に
頭
を
使

い
、
ペ
ー
ジ
を
手
繰
り
、
行
き
つ
戻
り
つ
古
語
を
探
し
出
す
。

こ
う
し
た
も
ど
か
し
い
経
験
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
メ
デ
ィ
ア
の
申
し

子
で
あ
る
現
代
の
生
徒
た
ち
に
は
大
切
な
は
ず
だ
。
65
％
も

の
生
徒
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
て
情
報
を
得
る
時
代

だ
か
ら
こ
そ
、
自
力
で
の
辞
書
引
き
に
取
り
組
ま
せ
た
い
。

　

例
え
ば
、
最
初
に
「
今
」
を
引
く
。
名
詞
だ
し
現
代
語
だ

か
ら
引
き
や
す
く
、「
現
在
・
今
、
こ
の
時
」
と
い
う
語
義
を
、

彼
ら
は
当
た
り
前
だ
と
納
得
す
る
。
次
に
「
今
」
の
対
義
語

を
問
う
と
「
過
去
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
そ
こ
で

過
去
を
引
く
と
古
語
辞
典
に
は
な
い
（
こ
こ
で
も
し
、「
く

ゎ
こ
」
で
「
過
去
帳
」
を
出
し
て
く
る
生
徒
が
い
た
ら
拍
手

喝
采
）。
他
に
過
去
に
あ
た
る
古
語
を
問
え
ば
、数
名
が「
昔
」

と
呟
く
。
そ
こ
で
初
め
て
「
今
は
昔
」
と
い
う
一
節
を
板
書

し
、
そ
の
訳
を
問
う
。
こ
こ
で
、
彼
ら
が
小
中
学
校
で
経
験

済
み
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
力
を
拝
借
し
、
話
し
合

わ
せ
て
訳
を
発
表
さ
せ
る
。
反
応
が
悪
い
場
合
は
、「
昔
今
」

を
辞
書
で
引
か
せ
、「
昔
の
こ
と
と
今
の
こ
と
」
と
の
意
味

を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
再
度
挑
戦
さ
せ
る
と
よ
い
。
そ
こ
で
出

た
生
徒
の
答
え
を
活
か
し
つ
つ
、「
今
と
な
っ
て
は
昔
の
話

だ
が
、そ
の
時
」
と
口
語
訳
を
板
書
し
「
今
で
は
昔
話
だ
が
、

そ
の
時
を
生
き
た
人
の
話
を
紹
介
す
る
と
き
の
決
ま
り
文
句

で
あ
る
」
と
説
明
。
な
に
し
ろ
昔
の
こ
と
な
の
で
、
我
々
の

想
像
や
常
識
を
越
え
た
人
が
登
場
す
る
と
き
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
そ
れ
で
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
繫
ぐ
。
教
材
が
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
な
ら
「
児
」、『
竹
取
物
語
』
な
ら
「
翁
」、『
伊
勢

物
語
』
な
ら
「
あ
り
」
を
、次
に
一
斉
に
引
く
古
語
に
し
て
、

昔
の
「
今
」
を
確
か
に
生
き
た
登
場
人
物
に
迫
っ
て
ゆ
く
。

　
『
伊
勢
物
語
』
で
「
あ
り
」
を
引
く
理
由
は
三
つ
あ
る
。

一
つ
目
は
、
こ
の
「
あ
り
」
は
連
用
形
だ
が
、
辞
書
を
引
け

ば
、
言
い
切
り
、
す
な
わ
ち
終
止
形
が
、「
あ
る
」
で
は
な

く
「
あ
り
」
で
あ
る
こ
と
が
一
目
で
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
際
、
終
止
形
が
「
り
」
で
終
わ
る
動
詞
四
つ
を
教
え
て

し
ま
っ
て
も
い
い
。

辞
書
を
楽
し
む

五ご

輪わ

美み

智ち

子こ

元
福
島
県
立
須
賀
川
桐
陽
高
等
学
校
長

　

国
語
教
師
に
は
多
く
の
喜
び
が
あ
る
。
中
で
も
上
位
に
入
る
の
が
、苦
労
こ
そ
あ
れ
、「
古
典
文
学
へ
の
誘
い
役
」

に
な
る
と
い
う
、
や
り
甲
斐
の
あ
る
喜
び
で
あ
る
。

　

真
新
し
い
教
科
書
と
辞
書
を
机
上
に
置
く
新
入
生
の
一
人
で
も
多
く
が
、
古
典
の
存
在
に
刮
目
し
、
そ
こ
か
ら

長
い
人
生
を
生
き
る
心
の
糧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
ま
さ
に
導
入
期
の
魅
力
的
な
授
業
の
実
践
と
、

辞
書
引
き
の
習
慣
の
確
立
に
あ
る
と
、
私
は
確
信
し
て
い
る
。

　

し
か
し
現
実
は
厳
し
く
、
大
手
の
教
育
総
合
研
究
所
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
一
五
年
、
国
語
を
好
き
な
教
科

に
選
ぶ
小
中
学
生
は
減
り
続
け
、
二
〇
一
五
年
に
は
と
う
と
う
、
小
中
学
生
と
も
に
第
九
位
に
転
落
。
そ
う
い
う

彼
ら
に
古
典
を
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
今
の
学
校
現
場
の
実
状
で
あ
る
。

　

受
験
に
必
要
と
の
言
い
訳
も
老
い
の
繰
り
言
と
知
り
つ
つ
も
、「
辞
書
引
き
こ
そ
古
典
の
基
本
の
基
」
と
、「
辞

書
を
繰
る
音
に
如
く
も
の
ぞ
無
き
」
と
奮
闘
し
た
実
践
を
紹
介
す
る
。
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二
つ
め
が
、
紙
の
辞
書
の
最
大
の
強
み
で
、「
あ
り
」
の

つ
く
語
が
語
義
ま
で
一
覧
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。「
あ
り
あ

け
」「
有
り
明
け
の
月
」
が
出
て
「
あ
り
あ
り
て
」「
あ
り
か
」

「
あ
り
が
た
し
」
と
読
み
進
め
ら
れ
る
。
一
語
か
ら
名
詞
や

動
詞
、
形
容
詞
と
姿
を
変
え
、
類
義
語
が
出
て
き
た
り
、
さ

り
げ
な
く
重
要
古
語
に
出
く
わ
し
た
り
す
る
。
そ
ん
な
紙
の

辞
書
が
持
つ
言
葉
の
広
が
り
は
、
手
軽
で
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な

電
子
辞
書
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

三
つ
め
は
、「
あ
り
」
の
意
味
に
広
が
り
が
あ
る
こ
と
で

あ
る
。「
人
や
物
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ
と
」、
つ
ま
り
「
生

き
て
い
る
こ
と
・
無
事
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
「
あ
り
」
の

語
義
を
辞
書
で
し
っ
か
り
学
習
で
き
れ
ば
、「
東
下
り
」
の

フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
の
「
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と
」
の

「
あ
り
・
な
し
」
が
、
自
分
の
一
番
大
切
な
人
の
生
死
に
関

わ
る
重
大
な
意
味
で
あ
る
こ
と
が
把
握
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、「
あ
り
」
の
対
義
語
と
し
て
の
「
な
し
」
を
定

着
さ
せ
る
た
め
に
、話
の
冒
頭
に
出
て
く
る「
や
う
な
し
」（
ま

た
は
「
な
し
」）
を
引
く
と
、「
無
し
・
亡
し
」
の
漢
字
が
目

に
飛
び
込
ん
で
く
る
た
め
、
よ
り
理
解
が
深
ま
る
。
も
っ
と

も
「
あ
り
・
な
し
」
の
意
味
が
身
に
し
み
て
わ
か
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
彼
ら
が
も
っ
と
大
人
に
な
っ
て
か
ら
だ
が
。

❖
辞
書
を「
読
む
」

　

一
つ
の
教
材
を
終
え
次
に
入
る
と
き
や
、
テ
ス
ト
の
解
答

や
解
説
を
終
了
し
た
後
の
細
切
れ
の
時
間
を
使
っ
て
で
き
る

の
が
、「
辞
書
を
読
む
」
グ
ル
ー
プ
学
習
で
あ
る
。

　

見
出
し
語
の
語
数
が
一
番
少
な
い
「
ら
」
行
を
利
用
し
、

「
ら
・
り
・
る
・
れ
・
ろ
」
の
五
〜
七
グ
ル
ー
プ
で
、
辞
書

を
隅
か
ら
隅
ま
で
読
む
（「
ら
」「
り
」
は
語
数
が
多
い
の
で

二
グ
ル
ー
プ
ず
つ
に
分
け
て
も
よ
い
）。
品
詞
別
に
語
数
を

数
え
た
り
、
読
み
や
意
味
で
友
達
に
教
え
た
く
な
る
古
語
を

選
出
し
た
り
し
て
原
稿
に
ま
と
め
、
発
表
す
る
。

　

ら
行
に
は
頻
出
の
助
動
詞
や
、「
来
迎
・
輪
廻
・
霊
験
」

な
ど
の
仏
教
用
語
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
友
達
に
教
え
た
く

な
る
古
語
で
は
「
乱
声
・
竜
頭
鷁
首
・
瑠
璃
・
連
理
の
枝
・

六
条
御
息
所
」な
ど
が
あ
げ
ら
れ
た
。
発
表
原
稿
は
印
刷
し
、

古
文
用
の
フ
ァ
イ
ル
に
各
自
綴
じ
込
む
。
国
語
科
で
は
漢
文

や
現
代
文
に
も
色
違
い
の
フ
ァ
イ
ル
を
持
た
せ
、
他
の
発
表

や
テ
ス
ト
・
校
外
模
試
な
ど
を
綴
じ
込
み
、
一
種
の
辞
書
と

し
て
の
役
割
を
持
た
せ
て
い
る
。

　

こ
の
実
践
で
好
評
だ
っ
た
の
は
「
心
・
も
の
・
思
ひ
」
が

語
頭
に
付
く
語
で
の
辞
書
読
み
で
あ
る
。「
心
」
は
「
心
・
情
」

か
ら
始
ま
り
「
心
当
て
・
心
あ
り
・
心
憂
し
・
心
苦
し
・
心

　

こ
う
い
っ
た
シ
ナ
リ
オ
を
準
備
し
て
、
学
年
全
体
で
引
く

単
語
を
決
め
、
と
に
か
く
一
年
中
、
辞
書
を
引
く
授
業
を
展

開
す
る
。
二
・
三
年
で
も
、例
え
ば
『
枕
草
子
』
な
ら
「
曙
」、

『
源
氏
物
語
』
な
ら
「
御
時
」
と
い
う
よ
う
に
全
員
で
必
ず

引
く
古
語
を
決
め
て
お
く
と
、授
業
実
施
計
画
（
シ
ラ
バ
ス
）

も
立
て
や
す
く
、
学
年
全
体
で
の
辞
書
引
き
の
習
慣
も
持
続

で
き
る
。
こ
う
し
た
辞
書
引
き
へ
の
取
り
組
み
は
、
古
文
の

み
な
ら
ず
、
現
代
文
や
漢
文
、
さ
ら
に
は
英
語
へ
と
広
が
る
。

そ
の
結
果
、
学
年
の
力
が
分
厚
く
な
っ
て
ゆ
く
の
を
、
何
度

も
実
感
で
き
た
こ
と
も
、
付
け
足
し
て
お
き
た
い
。

尽
く
し
・
心
な
し
・
心
に
く
し
」
な
ど
な
ど
、
語
が
尽
き
な

い
。「
心
」
は
人
間
の
精
神
作
用
の
根
源
を
表
す
点
で
、
現

代
語
に
も
共
通
す
る
た
め
、「
心
あ
ま
り
て
言
葉
足
ら
ず
」と
、

感
情
が
溢
れ
出
て
言
葉
が
追
い
つ
か
な
い
在
原
業
平
の
和
歌

に
納
得
で
き
る
生
徒
も
多
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
古
語
の
概
念

で
は
、「
身
」
と
対
応
す
る
語
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
、「
心
」

が
「
身
」
に
収
ま
り
き
れ
な
く
な
る
と
「
物
の
怪
」
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
わ
か
り
、
言
葉
の
裾
野
が
ど
ん
ど
ん
広
が

っ
て
ゆ
く
。

　

長
期
休
業
中
に
「
辞
書
を
読
む
」
で
レ
ポ
ー
ト
作
成
を
さ

せ
た
こ
と
も
あ
る
。
一
人
辞
書
を
め
く
り
、「
見
ぬ
世
の
人

を
友
に
す
る
」
兼
好
法
師
の
気
分
を
味
わ
う
の
も
一
興
。
人

の
心
が
種
と
な
り
万よ

ろ
ず

の
言
の
葉
に
な
る
の
だ
か
ら
、
言
葉
か

ら
広
が
る
世
界
を
辞
書
で
読
む
の
は
実
に
楽
し
い
。
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❖
辞
書
を「
作
る
」

　

継
続
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、辞
書
を
作
る
実
践
が
あ
る
。

　

一
年
生
か
ら
ノ
ー
ト
の
左
端
六
〜
七
行
分
に
、
ク
ラ
ス
で

一
斉
に
引
い
た
古
語
や
、
自
分
で
引
い
た
古
語
、
気
に
な
る

言
い
回
し
な
ど
を
書
く
メ
モ
欄
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

メ
モ
欄
は
、
週
末
な
ど
を
利
用
し
て
整
理
し
、「
一
枚
の

紙
に
一
単
語
」（
余
白
に
書
き
足
し
て
い
け
る
た
め
紙
は
Ａ

４
）
で
単
語
帳
を
作
成
す
る
。

　

例
え
ば
「
児
」
の
単
語
帳
に
は
、ま
ず
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

で
の
意
味
を
書
く
。
学
習
が
進
み
、『
枕
草
子
』
で
「
瓜
に

か
き
た
る
児
の
顔
」
が
出
て
き
た
ら「
赤
ん
坊
」
の
意
味
、『
源

氏
物
語
』
で
「
さ
て
も
う
つ
く
し
か
り
つ
る
ち
ご
か
な
」
が

出
て
き
た
ら
「
少
女
」
の
意
味
を
書
き
足
し
て
ゆ
く
。

　

単
語
帳
は
前
出
の
フ
ァ
イ
ル
や
紙
袋
に
た
め
込
ん
で
ゆ

き
、五
十
音
順
に
並
べ
替
え
「
マ
イ
古
語
辞
典
」
に
し
て
も
、

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
友
人
同
士
で
教
え
あ
う
授
業

は
、
生
徒
に
と
っ
て
も
我
々
教
師
に
と
っ
て
も
、
効
果
的
で

あ
る
と
い
え
る
。

　

受
験
を
考
え
る
と
授
業
は
つ
い
つ
い
文
法
指
導
に
偏
り
、

教
科
書
を
離
れ
文
法
の
テ
キ
ス
ト
中
心
に
な
る
。
そ
れ
が
、

辞
書
を
引
か
な
く
な
る
き
っ
か
け
に
な
る
。
そ
こ
で
思
い
切

っ
て
教
材
を
百
人
一
首
に
し
、「
辞
書
作
り
」
と
セ
ッ
ト
の

授
業
を
展
開
し
た
。
と
に
か
く
百
人
一
首
か
ら
動
詞
と
覚
し

き
も
の
全
て
を
拾
い
出
し
、
片
端
か
ら
辞
書
を
引
き
単
語
帳

に
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
動
詞
に
し
た

の
は
、
動
作
と
い
う
の
は
今
も
昔
も
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
初

心
者
で
も
見
つ
け
や
す
い
品
詞
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

愚
直
な
や
り
方
か
も
し
れ
な
い
が
、「
我
が
衣
手
は
露
に

ぬ
れ
つ
つ
」
の
「
ぬ
れ
」
を
引
き
、「
濡
る
…
ラ
行
下
二
段

活
用
。
雨
や
涙
で
ぬ
れ
る
こ
と
」
と
単
語
帳
に
書
き
込
む
。

多
く
の
辞
書
が
百
人
一
首
の
一
番
の
こ
の
歌
か
、
万
葉
集
の

大
津
皇
子
と
石
川
郎
女
の
絶
唱
「
我
立
ち
濡
れ
ぬ
」
や
「
君

が
濡
れ
け
む
」
を
例
に
あ
げ
て
い
て
、
こ
う
い
っ
た
例
文
と

の
出
会
い
が
学
び
を
深
め
て
く
れ
る
。

　

ち
な
み
に
百
人
一
首
を
品
詞
分
解
す
る
と
一
五
二
〇
語
。

内
訳
は
多
い
順
に
、助
詞
・
助
動
詞
（
七
三
〇
語
）、名
詞
（
四

作
品
ご
と
に
引
い
た
古
語
で
、例
え
ば
、「
伊
勢
の
辞
書
」「
枕

の
辞
書
」
を
作
っ
て
も
い
い
。
そ
の
辞
書
を
ク
ラ
ス
で
貸
し

借
り
し
、
自
分
の
辞
書
を
訂
正
し
た
り
補
完
し
た
り
す
る
。

ま
た
、「
自
分
の
ベ
ス
ト
古
語
」
を
発
表
し
、
選
ん
だ
理
由

や
こ
れ
ぞ
と
い
う
例
文
な
ど
を
教
え
あ
う
の
も
よ
い
。

　

今
ま
で
生
徒
が
発
表
し
た
「
ベ
ス
ト
古
語
」
で
忘
れ
が
た

い
の
が「
え
い
」。
言
わ
ず
と
知
れ
た『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
児

の
そ
ら
寝
」
の
「
い
ら
へ
」
で
あ
る
。
生
徒
は
「
え
い
」
を

調
べ
「
え
い
」
が
主
人
か
ら
召
使
い
へ
の
返
事
の
仕
方
だ
と

い
う
こ
と
に
た
ど
り
着
き
、「
目
上
の
僧
た
ち
へ
の
返
事
と

し
て
児
の
「
え
い
」
は
不
適
当
で
は
な
い
の
か
。
何
回
読
み

返
し
て
も
、
僧
た
ち
の
笑
い
は
明
る
く
温
か
い
が
、
も
し
か

し
た
ら
、
答
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
失
っ
た
面
白
さ
だ
け
で
な

く
、
普
段
僧
た
ち
が
児
に
使
う
「
え
い
」
を
、
生
意
気
に
も

つ
い
使
っ
て
し
ま
っ
た
児
へ
の
『
よ
く
も
ま
あ
』
と
い
う
笑

い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
考
察
し
た
。

　

こ
の
発
表
で
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
も
、
自
分
の
授
業
が

通
り
一
遍
の
口
語
訳
で
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
、
青
く
な
っ
て
勉
強
し
直
し
た
。
辞
書
を
引
き
、
読
み
、

考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
忘
れ
が
た
い
実

践
で
あ
っ
た
。
ラ
ー
ニ
ン
グ
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
記
憶

に
残
る
割
合
は
実
体
験
が
75
％
、
人
に
教
え
た
と
き
が
90
％

四
七
語
）、
動
詞
（
二
五
八
語
）、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
（
四

九
語
）
で
あ
る
。

　

動
詞
だ
け
で
も
二
五
八
語
あ
る
の
で
、
一
人
で
は
大
変
だ

と
い
う
場
合
、グ
ル
ー
プ
で
何
首
か
ず
つ
分
担
し
て
も
よ
い
。

　

一
番
数
が
多
い
助
詞
・
助
動
詞
（
う
ち
助
動
詞
は
一
五
二
）

の
学
習
と
し
て
、
百
人
一
首
か
ら
助
動
詞
を
拾
い
出
し
、
意

味
と
終
止
形
と
活
用
形
を
簡
単
に
書
か
せ
る
（
例
：「
り
」　

完
了
「
り
」
連
用
形
）
の
も
、
二
年
生
後
半
の
助
動
詞
の
ま

と
め
の
時
期
、
三
年
を
控
え
た
春
休
み
の
宿
題
に
し
て
効
果

的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
を
中
心
に
学
習

し
た
い
場
合
は
、
日
記
や
随
筆
、
物
語
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を

用
い
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
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ま
た
助
動
詞
の
学
習
と
し
て
、
助
動
詞
の
単
語
帳
作
り
も

よ
い
。
文
法
の
テ
キ
ス
ト
で
「
る
・
ら
る
」
か
ら
順
に
暗
記

す
る
よ
り
、
助
動
詞
を
直
接
辞
書
で
引
き
、「
受
身
・
尊
敬
・

可
能
・
自
発
」
の
用
例
を
調
べ
て
、
自
分
の
助
動
詞
辞
書
を

作
る
。
教
科
書
や
問
題
集
、
模
試
な
ど
で
、
よ
い
例
文
が
出

て
き
た
と
き
に
書
き
足
す
方
法
で
、
自
分
だ
け
の
助
動
詞
辞

書
を
拡
充
し
て
ゆ
け
ば
、
ジ
ワ
ジ
ワ
と
古
文
の
力
が
つ
く
こ

と
間
違
い
な
し
で
あ
る
。

　

以
前
、
古
典
の
教
材
三
＊

三
編
か
ら
助
動
詞
を
抜
き
出
し
て

分
類
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
助
動
詞
は
一
三

五
九
個
あ
り
、
分
類
は
次
の
通
り
（
語
は
多
い
順
）。

・
完
了
（
た
り
、
ぬ
、
り
、
つ
）
…
四
三
五

・
推
量
（
む
、
べ
し
、
ら
む
、
ま
じ
、
じ
、
め
り
、
け
む
）
…
二
一
九

・
過
去
（
け
り
、
き
）
…
二
一
七

・
打
消
（
ず
）
…
一
九
一

・
断
定
（
な
り
）
…
一
六
〇

・
使
役
・
尊
敬
（
さ
す
、
す
、
し
む
）
…
六
六

・
受
身
・
尊
敬
・
可
能
・
自
発
（
ら
る
、
る
）
…
二
六

・
そ
の
他
…
四
七

　

多
く
使
用
さ
れ
る
助
動
詞
は
①
ず
②
た
り
③
な
り
（
断
定
）

④
け
り
⑤
ぬ
⑥
む
⑦
り
⑧
き
⑨
べ
し
⑩
さ
す
の
順
だ
っ
た
。

　

上
位
一
〇
語
は
、
我
々
が
力
を
入
れ
て
教
え
る
助
動
詞
で

❖
辞
書
を「
楽
し
む
」

　

さ
ら
に
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
学
習
と
し
て
、
教
科
書
掲
載
以
外

の
古
文
を
プ
リ
ン
ト
に
し
、
自
力
で
訳
を
試
み
る
生
徒
に
添

削
指
導
を
行
っ
た
。

　

実
は
私
も
高
校
時
代
に
、辞
書
を
引
い
て
は
古
典
を
訳
し
、

先
生
に
添
削
し
て
い
た
だ
い
た
経
験
が
あ
る
。
下
手
な
口
語

訳
で
も
、辞
書
さ
え
あ
れ
ば
自
分
だ
け
の
『
枕
草
子
』
や
『
徒

然
草
』
に
な
る
。
そ
ん
な
喜
び
を
味
わ
い
な
が
ら
、
高
二
の

秋
、
一
八
歳
の
光
源
氏
に
遭
遇
し
『
源
氏
物
語
』
に
夢
中
に

な
っ
た
の
が
、
つ
い
こ
の
間
の
こ
と
の
よ
う
だ
。
辞
書
は
頼

り
が
い
の
あ
る
知
性
豊
か
な
友
で
あ
り
、
私
は
辞
書
と
の
付

き
合
い
を
存
分
に
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
経
験
を
是
非
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
切
に
思
う
。

　

生
徒
の
中
に
は
添
削
を
超
え
、
擬
古
物
語
を
創
作
し
た
猛

者
も
い
た
。「
英
語
の
力
を
つ
け
る
な
ら
英
作
文
を
し
ろ
と

よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
な
ら
ば
古
文
の
力
を
つ
け
る
に
は
古
語

作
文
を
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
ん
な
も
の

を
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。〈
中
略
〉
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
話

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
慚
愧
の
至
り
で
『
書
き
散
ら
し
て
侍
る

程
も
、
ま
だ
い
と
た
へ
ぬ
こ
と
多
か
り
』
と
い
っ
た
具
合
で

す
。
な
お
『
堤
中
納
言
物
語
』
と
は
違
っ
て
オ
ム
ニ
バ
ス
形

あ
る
。
打
消
「
ず
」
と
断
定
「
な
り
」
が
多
い
こ
と
、
推
量

も
ま
ず
は
「
む
」
と
「
べ
し
」
を
教
え
て
お
け
ば
な
ん
と
か

文
脈
を
捉
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
助
動
詞
を
教
え
る
順
番
も

変
わ
っ
て
く
る
と
思
う
。

　

例
え
ば
、
断
定
「
な
り
」
は
体
言
に
付
く
の
で
見
分
け
や

す
い
し
、
辞
書
を
引
け
ば
、
も
と
は
「
に
あ
り
」
だ
と
わ
か

る
の
で
、
既
習
の
「
あ
り
」
を
思
い
出
せ
ば
、
存
在
を
表
す

こ
と
に
も
納
得
が
ゆ
く
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
辞
書
で
は
推

定
「
な
り
」
が
す
ぐ
側
に
あ
る
し
、
一
ペ
ー
ジ
め
く
れ
ば
動

詞
「
な
る
」
も
出
て
く
る
の
で
、
学
習
内
容
が
ぐ
っ
と
深
ま

る
は
ず
だ
。
辞
書
ほ
ど
素
敵
な
も
の
は
な
い
。

 

＊『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
児
の
そ
ら
寝
・
絵
仏
師
良
秀
）
／
『
竹
取
物
語
』（
か
ぐ
や
姫

の
生
い
立
ち
・
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
）
／
『
徒
然
草
』（
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
・
神
無

月
の
こ
ろ
・
を
り
ふ
し
の
…
・
九
月
二
十
日
の
こ
ろ
・
仁
和
寺
に
あ
る
法
師
・
名
を
聞

く
よ
り
…
・
あ
る
人
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
・
花
は
盛
り
に
）
／
『
伊
勢
物
語
』（
東

下
り
・
筒
井
筒
・
渚
の
院
）
／
『
方
丈
記
』（
行
く
川
の
流
れ
・
養
和
の
飢
饉
）
／
『
土

佐
日
記
』（
門
出
・
馬
の
は
な
む
け
・
帰
洛
）
／
『
枕
草
子
』（
春
は
あ
け
ぼ
の
・
す
さ

ま
じ
き
も
の
・
九
月
ば
か
り
・
う
つ
く
し
き
も
の
・
五
月
ば
か
り
な
ど
に
…
・
雪
の
い

と
高
う
…
）
／
『
更
級
日
記
』（
門
出
・
源
氏
物
語
）
／
『
源
氏
物
語
』（
い
づ
れ
の
御

時
に
か
・
北
山
の
春
・
垣
間
見
）

式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
断
り
書
き
を
し
て

『
慎
中
納
言
物
語
』
と

い
う
作
品
を
ま
と
め

た
。
主
人
公
は
慎
み
深

い
中
納
言
で
、あ
る
夜
、

妙
な
る
和
琴
に
誘
わ

れ
、
築
地
の
崩
れ
か
ら

忍
び
込
み
、
群
薄
の
下

陰
に
隠
れ
美
女
を
発

見
。
し
か
し
慎
み
深
い

中
納
言
な
の
で
「
い
か

で
得
て
し
が
な
と
は
思
せ
ど
、
は
や
暁
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
や

め
給
ひ
つ
」
と
展
開
。
雀
の
子
を
飼
う
妹
君
や
物
の
怪
も
登

場
し
、
歌
の
や
り
取
り
の
末
、
め
で
た
く
結
ば
れ
る
と
い
う

物
語
。『
伊
勢
』
あ
り
『
源
氏
』
あ
り
の
作
品
で
、
三
年
間

の
辞
書
引
き
授
業
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
、
国
語

科
全
員
で
読
ん
で
は
笑
い
、
感
心
し
て
は
楽
し
ま
せ
て
も
ら

っ
た
。

　

や
は
り
、
辞
書
は
楽
し
い
！

　

辞
書
を
繰
る
音
が
響
く
国
語
教
室
に
は
、
未
来
が
開
け
る

と
確
信
し
て
、
筆
を
擱
く
。
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塚つ
か

田だ 

勝か
つ

郎ろ
う

筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭

句
法
指
導
の
心
得

─
四
大
句
法
④ 

反
語

中
級
編
⑥

「WEB国語教室」連動

１　

な
ぜ
反
語
は
大
事
な
の
か
？

あ
る
予
備
校
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
セ
ン
タ
ー
試
験
で
最
も
よ
く
問

わ
れ
る
句
法
は
反
語
の
形
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
尻
馬
に
乗
っ
て
、「
だ

か
ら
反
語
は
大
事
だ
。」
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん

が
、
筆
者
も
句
法
学
習
の
山
場
は
反
語
の
形
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

な
ぜ
反
語
の
形
は
重
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

第
五
回
で
は
、
反
語
の
重
要
性
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
ま
し
た
。

反
語
文
は
文
意
を
強
調
す
る
と
い
う
性
質
か
ら
、
作
者
や
話
者

の
思
い
や
主
張
、
訴
え
を
強
く
表
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
読
解

上
重
要
な
箇
所
と
考
え
て
よ
い
。

疑
問
文
と
の
違
い
を
、
こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
も
可
能
で
し

ょ
う
。

疑
問
文
…
疑
問
や
理
由
を
問
い
た
だ
す
こ
と
が
目
的
。

反
語
文
…
疑
問
文
の
形
を
借
り
て
、強
い
感
情
を
表
す
こ
と
が
目
的
。

筆
者
が
受
験
勉
強
で
お
世
話
に
な
っ
た
『
漢
文
研
究
法
』（
小
林

信
明
著
、
洛
陽
社
、
一
九
五
七
年
初
版
）
に
は
「（
疑
問
と
反
語
の
区
別

の
目
や
す
は
）
一
に
感
動
の
意
を
含
ん
で
い
る
か
い
な
い
か
に
あ

る
。」
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
そ
っ
か
し
い
高
校
生
は
「
感

動
の
意
」
の
意
味
を
狭
く
と
ら
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
筆
者
は
「
強
い
感
情
」
の
語
を
使
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

反
語
文
が
読
解
上
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
好
例
が
あ
り
ま
す
。

古
典
Ｂ
の
定
番
教
材
の
観
が
あ
る
柳
宗
元
の
「
捕フ
ルレ

蛇ヲ

者ノ

説
（
唐
宋

八
家
文
読
本
）」
に
は
、
三
箇
所
に
反
語
の
形
が
出
て
き
ま
す
。

ａ　

豈あ
ニ

若ク
ナ
ラ二
ン

吾
ガ

郷
隣
之
旦た

ん 

旦た
ん
ニ

有ル
ガ一レ

是
レ

哉
。〔
豈
に
吾
が
郷
隣

の
旦
旦
に
是
れ
有
る
が
ご
と
く
な
ら
ん
や
。〕

﹇
ど
う
し
て
同
郷
の
人
々
が
毎
日
命
懸
け
の
危
険
を
冒
す
の
と
同

じ
と
い
え
よ
う
か
。﹈

ｂ　

安ク
ン
ゾ

敢あ
ヘ
テ

毒ト
セ
ン

耶や

。〔
安
く
ん
ぞ
敢
へ
て
毒
と
せ
ん
や
。〕

﹇
ど
う
し
て
苦
痛
に
思
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。﹈

ｃ　

孰た
れ
カ

知ラ
ン下

賦ふ

斂れ
ん

之
毒
、
有ル
ヲ中

甚ダ
シ二 キ

是
ノ

蛇ヨ
リ一 モ

者
上

乎や

。〔
孰
か
賦
斂

の
毒
、
是
の
蛇
よ
り
も
甚
だ
し
き
者
有
る
を
知
ら
ん
や
。〕

﹇
い
っ
た
い
誰
が
、
重
税
を
割
り
当
て
、
厳
し
く
取
り
立
て
る
こ

と
の
害
毒
が
、
こ
の
蛇
の
害
毒
よ
り
も
ひ
ど
い
こ
と
を
知
っ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。﹈

ａ
・
ｂ
は
、
蛇
捕
り
を
な
り
わ
い
と
す
る
蔣
氏
の
発
言
の
終
末
部

分
に
あ
り
、
ｃ
は
、
そ
れ
を
受
け
た
地
の
文
の
末
尾
に
位
置
し
て
い

ま
す
。
ａ
・
ｂ
か
ら
は
、「
辛
い
蛇
捕
り
の
仕
事
も
、
近
隣
の
人
々

が
日
々
税
の
徴
収
に
苦
し
め
ら
れ
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
ま
し

だ
。」
と
い
う
「
強
い
感
情
」
が
読
み
取
れ
ま
す
。
ま
た
ｃ
に
は
、

「
苛か

斂れ
ん

誅ち
ゅ
う

求き
ゅ
うの

害
が
、
毒
蛇
の
害
よ
り
も
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
、

い
っ
た
い
誰
が
知
ろ
う
か
。」と
い
う
怒
り
の
交
じ
っ
た「
強
い
感
情
」

が
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
反
語
文
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
文
章
の
要

旨
が
把
握
で
き
る
と
も
い
え
そ
う
で
す
。

「
捕
レ

蛇
者
説
」
の
例
は
、
偶
然
の
条
件
が
そ
ろ
っ
て
の
結
果
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
反
語
文
に
よ
っ
て
作
者
や
話
者
の
「
強
い

感
情
」
が
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
す
。

２　

反
語
は
ど
う
訳
す
か
？

疑
問
と
反
語
の
見
分
け
方
と
並
ん
で
生
徒
が
苦
労
す
る
の
は
、
疑

問
文
と
反
語
文
の
訳
し
分
け
の
よ
う
で
す
。
筆
者
が
「
疑
問
と
反
語

は
形
が
同
じ
所
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
も
『
ど
う
し
て

〜
か
。』
で
よ
い
の
だ
。」
と
説
明
し
て
も
、
な
か
な
か
納
得
し
て
も

ら
え
ま
せ
ん
。「
反
語
の
場
合
は
、『
ど
う
し
て
〜
か
。
い
や
、
〜
で

は
な
い
。』
式
に
当
て
は
め
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。」
と
お
考
え
の

向
き
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、「
い
や
、
〜
で
は
な
い
。」
を
添
え
た
だ

け
で
は
「
強
い
感
情
」
を
表
し
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
も
そ

も
現
実
的
な
言
葉
遣
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
「
い
や
、
〜
で
は
な
い
。」
を
用
い
ず
に
、

平
易
な
現
代
語
訳
を
作
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

○ 

安
ク
ン
ゾ

求
メ二
ン

其
ノ

能
ノ

千
里ナ
ル一
ヲ也
。（
韓
愈
・
雑
説
）〔
安
く
ん
ぞ
其
の

能
の
千
里
な
る
を
求
め
ん
や
。〕

﹇
ど
う
し
て
千
里
を
走
る
能
力
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
、
い
や
、
で
き
な
い
。
↓　

望
め
る
わ
け
が
な
い
。﹈

○ 

故
郷
何
ゾ

独
リ

在ル
二 ノ

ミ
ナ
ラ
ン
ヤ長
安
ニ一

（
白
居
易
・
香
炉
峰
下
、
新
卜
山
居
、

草
堂
初
成
、
偶
題
東
壁
）〔
故
郷
何
ぞ
独
り
長
安
に
在
る
の
み
な

ら
ん
や
。〕

﹇
故
郷
は
ど
う
し
て
長
安
だ
け
に
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
そ

う
で
は
な
い
。
↓　

ど
こ
に
で
も
あ
る
の
だ
。﹈

こ
の
よ
う
に
、
文
と
反
対
の
内
容
を
示
す
こ
と
で
、
強
調
し
た
い

真
意
が
明
確
に
な
り
ま
す
。続
い
て
、代
表
的
な
疑
問
詞
で
あ
る「
何
」

を
含
ん
だ
反
語
文
を
例
に
あ
げ
て
、
反
語
文
ら
し
い
現
代
語
訳
を
さ

ら
に
探
る
こ
と
に
し
ま
す
。

○ 

我
何
ノ

面
目ア
リ
テ

見ま
み
エ
ンレ

之
ニ。（

史
記
、
項
羽
本
紀
）〔
我 

何
の
面
目
あ
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り
て
之
に
見ま

み

え
ん
。〕

﹇
私
は
ど
ん
な
顔
で
彼
ら
と
お
会
い
で
き
よ
う
か
。﹈

○
何
ゾ

辞セ
ン

為や

。（
史
記
、
項
羽
本
紀
）〔
何
ぞ
辞
せ
ん
や
。〕

﹇
別
れ
の
挨
拶
な
ど
し
て
い
ら
れ
る
も
の
か
。﹈

ま
た
、反
語
の
強
い
感
情
を
表
す
と
い
う
使
用
目
的
に
照
ら
せ
ば
、

次
の
よ
う
な
現
代
語
訳
も
可
能
で
し
ょ
う
。

○ 

帝
力
何
ゾ

有ラ
ン二

於
我
ニ一

哉
。（
十
八
史
略
、
巻
一
、五
帝
）〔
帝
力 

何

ぞ
我
に
有
ら
ん
や
。〕

﹇
天
子
様
の
お
力
な
ど
わ
し
ら
に
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。﹈

○ 

精
神
一
到
、
何
事
カ

不
ラレ
ン

成
ラ。（

朱
子
語
類
）〔
精
神
一
到
、
何
事

か
成
ら
ざ
ら
ん
。〕

﹇
精
神
を
集
中
す
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
で
き
な
い
こ
と
は

な
い
。﹈

３　

反
語
の
形
の
学
習
の
実
際

今
回
も
、
高
校
三
年
生
の
授
業
で
用
い
て
い
る
「
反
語
の
形
の
総

ま
と
め
」
の
プ
リ
ン
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
用
例
は
す
べ
て
既
習
の

も
の
で
、
初
見
の
白
文
を
読
む
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
授
業
で
は
筆
者
が
訓
読
を
示
し
、
生
徒
は
そ
れ
に
従

っ
て
返
り
点
と
送
り
仮
名
を
付
し
て
い
き
ま
す
。
前
回
の
疑
問
の
形

の
プ
リ
ン
ト
と
異
な
り
、
例
文
に
は
す
べ
て
現
代
語
訳
を
添
え
て
い

ま
す
。
反
語
の
現
代
語
訳
に
迷
う
生
徒
へ
の
配
慮
か
ら
で
す
。

タ
イ
プ
４
は
、
疑
問
と
反
語
、
反
語
と
詠
嘆
は
ま
っ
た
く
別
物
で

あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
た
生
徒
に
は
、
や
や
受
け
入
れ
が
た
い
内

容
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
使
っ
た
説

明
も
有
効
で
し
ょ
う
。

「
君
が
Ａ
大
に
合
格
し
た
っ
て
。」

１　

ふ
つ
う
に
言
え
ば
、
疑
問
文
に
な
る
。

２ 　
「
ま
さ
か
、ウ
ソ
だ
ろ
う
」と
い
う
気
持
ち
を
こ
め
て
言
え
ば
、

反
語
文
に
な
る
。

３ 　
「
す
ご
い
な
あ
」
と
い
う
気
持
ち
を
こ
め
て
言
え
ば
、
感
嘆

文
に
な
る
。

（『
漢
文
語
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』江
連
隆
著
、大
修
館
書
店
、一
九
九
七
年
）

次
回
は
、
一
度
句
法
か
ら
離
れ
て
、
再
読
文
字
を
扱
い
ま
す
。

こ
の
連
載
は
大
修
館
Ｈ
Ｐ
内
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
次
回
は
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
に
12
月
頃
ア
ッ
プ
す
る
予
定
で
す
。

　
　
　

反
語
の
形　
　
　
　
　

句
法
シ
リ
ー
ズ
＃
０
４

訴
え
、
怒
り
、
嘆
き
、
悲
し
み
な
ど
の
強
い
感
情
を
表
す
た
め
に
用

い
る
修
辞
的
な
表
現
で
あ
る
。
表
面
上
疑
問
の
形
を
用
い
る
こ
と
が
特

徴
で
、
否
定
の
語
を
含
む
も
の
は
肯
定
を
表
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
は

否
定
を
表
す
。

﹇
疑
問
の
形
﹈
で
取
り
上
げ
た
疑
問
詞
や
助
字
は
、
多
く
の
場
合
反

語
の
形
で
も
用
い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
疑
問
と
反
語
と
の
区
別
は

基
本
的
に
は
文
脈
で
判
断
す
る
し
か
な
い
。

■
タ
イ
プ
１　

文
頭
に
疑
問
詞
を
用
い
る
形

反
語
の
形
は
、
次
の
例
の
よ
う
に
「
ど
う
し
て
辞
退
し
よ
う
か
。」

と
表
面
上
疑
問
の
形
を
と
り
な
が
ら
、「
辞
退
す
る
つ
も
り
は
な
い
。」

と
い
う
強
い
感
情
を
表
す
。
こ
の
場
合
、
現
代
語
訳
は
「
辞
退
な
ど
し

な
い
。」
と
し
て
も
よ
い
。

卮 

酒 

安 

足 

辞
。

訳　

大
杯
の
酒
な
ど
、
ど
う
し
て
辞
退
い
た
し
ま
し
ょ
う
。（
辞
退

な
ど
い
た
し
ま
せ
ん
。）

我 

何 

面 

目 

見 

之
。

訳　

私
は
ど
ん
な
顔
を
し
て
彼
ら
に
お
会
い
で
き
よ
う
か
。（
彼
ら

に
向
け
る
顔
な
ど
な
い
。）

割 

鶏 

焉 

用 

牛 

刀
。

訳　

鶏
を
料
理
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
牛
刀
を
使
う
必
要
が
あ
ろ
う

か
。（
牛
刀
を
使
う
必
要
は
、
ま
っ
た
く
な
い
。）

■
タ
イ
プ
２　

疑
問
詞
と
文
末
の
助
字
を
併
用
す
る
形

反
語
の
形
は
、
文
頭
に
「
安
・
豈
・
何
・
誰
」
な
ど
の
疑
問
詞
を
置

き
、
文
末
に
は
「
哉
・
乎
・
耶
」
な
ど
の
助
字
を
置
く
こ
と
が
多
い
。

安 

敢 
毒 
耶
。

訳　

ど
う
し
て
苦
痛
に
思
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
か
。（
少
し
も
苦
痛　

で
は
な
い
。）

豈 

若 

吾 

郷 

隣 

之 

旦 

旦 

有 

是 

哉
。

訳　

ど
う
し
て
同
郷
の
人
々
が
毎
日
命
懸
け
の
危
険
を
冒
す
の
と　

 

同
じ
と
い
え
よ
う
か
。（
そ
れ
と
は
到
底
比
較
に
な
ら
な
い
。）

此 

何 

遽 

不 

為 

福 

乎
。

訳　

こ
れ
が
ど
う
し
て
福
に
転
じ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。（
必
ず

福
に
転
じ
る
。）

得 

非 

君 

殺 

之 

耶
。

訳　

あ
な
た
が
我
が
娘
を
殺
し
た
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
か
。

（
あ
な
た
が
殺
し
た
の
だ
。）

■
タ
イ
プ
３　

反
語
専
用
の
形

次
の
二
例
は
特
殊
で
、反
語
の
専
用
形
で
あ
る
。疑
問
の
用
例
は
な
い
。

籍 

独 

不 

愧 

於 

心 

乎
。

訳　

私
は
ど
う
し
て
心
に
恥
じ
た
り
し
よ
う
か
。（
心
に
深
く
恥
じ　

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。） 

＊
注 

「
籍
」
は
、
項
羽
の
名
。

百 

獣 

之 

見 

我 

而 

敢 

不 

走 

乎
。

訳　

獣
た
ち
が
私
を
見
た
ら
、
ど
う
し
て
逃
げ
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
必
ず
逃
げ
る
に
ち
が
い
な
い
。）

■
タ
イ
プ
４　

詠
嘆
の
意
味
を
含
ん
だ
反
語
の
形

　

次
の
二
例
は
、
詠
嘆
の
意
味
を
含
ん
だ
反
語
の
形
で
、「
な
ん
と

〜
で
は
な
い
か
。」
と
訳
し
て
よ
い
。

学 

而 

時 

習 

之
、
不 

亦 

説 

乎
。

訳　
（
礼
を
）
学
び
、
そ
の
内
容
を
機
会
あ
る
ご
と
に
復
習
す
る　

 

の
は
、
な
ん
と
ま
あ
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。

是 

何 

楚 

人 

之 

多 

也
。

訳　

な
ん
と
ま
あ
楚
出
身
の
兵
士
の
多
い
こ
と
よ
。

■
タ
イ
プ
５　

再
読
文
字
の
「
盍
」
も
、
実
は
反
語
の
意
味
を
表
す

「
盍
」
は
、「
何
不
」
の
合
字
。
し
た
が
っ
て
、「
盍
ぞ
〜
ざ
る
」
と

訓
読
す
る
こ
と
に
な
る
。
再
読
文
字
と
し
て
の
側
面
だ
け
を
意
識
し
や

す
い
が
、
反
語
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

盍 

各 

言 

爾 

志
。
＝
何 

不 

各 

言 

爾 

志
。

訳　

ど
う
し
て
め
い
め
い
の
志
望
を
言
わ
な
い
の
か
。（
め
い
め
い　

の
志
望
を
言
っ
て
ご
ら
ん
。）【
勧
誘
の
意
味
】

盍 

反 

其 

本 

矣
。
＝
何 

不 

反 

其 

本 

矣
。

訳　

ど
う
し
て
そ
の
根
本
に
立
ち
返
ら
な
い
の
か
。（
そ
の
根
本
に　

立
ち
返
る
べ
き
だ
。）【
詰
問
の
意
味
】
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大
学
の
教
員
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
経
っ
た
こ
ろ
、
学
生
た
ち
が
驚

く
ほ
ど
〈
江
戸
時
代
〉
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

授
業
中
に
挙
げ
た
作
者
や
作
品
の
名
前
に
対
す
る
反
応
も
芳
し
く
な

い
。
焦
り
が
募
っ
た
。
質
問
の
相
手
が
国
語
科
教
育
法
の
履
修
生
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
江
戸
時
代
の
文
学
に
つ
い
て
高
校
ま
で
に
学

ん
だ
こ
と
を
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
、単
語
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
」

と
震
え
な
が
ら
発
問
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
回
答
を
得
た
。

『
奥
の
細
道
』（
冒
頭
部
の
暗
唱
、
学
習
）
／
川
柳
・
狂
歌
・
俳

諧（
一
茶
・
蕪
村
）／
本
居
宣
長
の
作
品
／
歌
舞
伎
鑑
賞
教
室『
義

経
千
本
桜
』
／
文
学
史
（
試
験
の
た
め
の
暗
記
）
／
日
本
史
の

授
業
（
山
東
京
伝
・
恋
川
春
町
・
好
色
一
代
男
・
解
体
新
書
・
東

海
道
中
膝
栗
毛
・
十
返
舎
一
九
・
南
総
里
見
八
犬
伝
・
馬
琴
）
／

徳
川
家
康
は
征
夷
大
将
軍
／
記
憶
に
な
い

　
想
像
以
上
の
惨
状
に
愕
然
と
し
た
が
、
思
い
返
せ
ば
筆
者
が
か
つ

て
中
学
生
・
高
校
生
だ
っ
た
頃
に
も
、〈
古
典
〉
と
い
え
ば
王
朝
の

物
語
や
中
世
の
説
話
・
軍
記
で
あ
り
、和
歌
で
あ
っ
た
。〈
江
戸
時
代
〉

が
国
語
科
の
授
業
で
話
題
の
中
心
に
な
る
こ
と
は
『
奥
の
細
道
』
を

除
い
て
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
し
、
文
学
史
を
体
系
的
に
学
ぶ
機
会
も

な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
筆
者
自
身
も
中
世
文
学
の
文
体
に
憧
れ
て

大
学
に
進
学
し
た
く
ち
で
、〈
江
戸
時
代
〉
に
出
会
っ
た
の
は
学
部

二
年
生
の
時
だ
し
、
そ
の
魅
力
の
虜
に
な
っ
た
の
は
近
世
日
本
文
学

を
専
攻
と
し
て
選
ん
で
三
年
目
、
修
士
二
年
の
時
だ
っ
た
。

山や
ま

名な 

順じ
ゅ
ん

子こ

川
村
学
園
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授

教
室
で
出
会
う
〈
江
戸
時
代
〉

　
　
　
　

―
〈
笑
い
〉
と
〈
草
双
紙
〉
を
軸
と
し
て

　
国
語
科
教
科
書
に
お
け
る
近
世
日
本
文
学
の
う
ち
、
採
録
数
が
ず

ば
抜
け
て
多
い
の
は
『
奥
の
細
道
』
で
あ
る
。
本
作
品
は
明
治
二
十

年
代
か
ら
教
科
書
に
採
用
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
高
い
採
録
率
を

誇
る
定
番
中
の
定
番
教
材
で
あ
り
、
平
成
九
年
度
国
語
科
教
科
書
で

は
、
中
学
校
国
語
教
科
書
五
社
す
べ
て
が
「
序
章
」
と
「
平
泉
」
を

採
録
し
て
い
る
（
藤
原
マ
リ
子
『『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
本
文
研
究
│
古

典
教
育
の
視
座
か
ら
│
』、新
典
社
、二
〇
〇
一
）。
現
行
の
教
科
書
で
も
、

『
奥
の
細
道
』
は
中
学
校
三
年
生
の
共
通
教
材
で
あ
り
、と
く
に
「
旅

立
ち
」、「
平
泉
」、「
立
石
寺
」
の
三
章
は
不
動
の
人
気
を
誇
る
。
高

等
学
校
の
教
科
書
で
も
、こ
れ
ら
三
章
の
採
録
率
が
圧
倒
的
に
高
い
。

他
の
〈
江
戸
時
代
〉
の
教
材
と
し
て
は
、
井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子
、

近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
、
十
返
舎
一
九
の
滑
稽
本
、
狂
歌
・
川
柳

と
い
っ
た
当
代
性
を
持
つ
作
品
と
、
本
居
宣
長
『
玉
勝
間
』、
松
平

定
信
『
花
月
草
紙
』、
上
田
秋
成
『
雨
月
物
語
』
と
い
っ
た
雅
文
体

の
文
章
が
採
録
さ
れ
て
い
る
が
種
類
も
数
も
決
し
て
多
い
と
は
言
え

ず
、
採
録
数
だ
け
で
見
れ
ば
、
国
語
科
の
教
科
書
で
最
も
重
視
さ
れ

て
い
る
〈
江
戸
時
代
〉
の
文
学
は
『
奥
の
細
道
』、す
な
わ
ち
〈
俳
諧
〉

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
生
徒
は
ど
れ
ほ
ど
〈
俳
諧
〉
を
知
っ
て
い
る
の
か
。
前
述

し
た
学
生
の
回
答
か
ら
察
す
る
に
、
生
徒
た
ち
は
俳
句
が
江
戸
時
代

に
発
展
し
、
五
七
五
七
七
の
形
や
季
語
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
芭
蕉

や
蕪
村
、一
茶
の
名
は
知
っ
て
い
る
。
一
方
で
、俳
句
に
関
わ
る
〈
俳

諧
〉
の
お
お
ま
か
な
歴
史
や
、
俳
人
た
ち
の
活
躍
し
た
年
代
に
つ
い

て
の
知
識
に
は
乏
し
く
、
極
端
な
も
の
で
は
こ
れ
ら
三
俳
人
が
友
人

同
士
だ
と
誤
解
し
て
い
る
例
も
あ
っ
た
。

　
筆
者
は
共
通
教
材
と
し
て
の
『
奥
の
細
道
』
に
は
、
暗
唱
や
文
法

事
項
の
学
修
以
外
に
も
、
文
学
史
の
確
認
や
高
等
学
校
で
の
本
格
的

な
古
典
教
育
へ
の
導
入
と
し
て
の
役
割
が
期
待
で
き
る
と
考
え
る
。

例
え
ば
、
芭
蕉
が
活
躍
し
た
の
は
江
戸
時
代
の
前
期
だ
が
、
多
く
の

学
生
が
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
芭
蕉
が
ほ
ぼ
同
時
代

に
活
躍
し
て
い
た
西
鶴
の
俳
諧
を
批
判
し
て
い
た
と
言
う
と
、
お
も

む
ろ
に
興
味
を
示
す
。〈
有
名
人
〉
の
〈
意
外
な
〉
ゴ
シ
ッ
プ
に
目

を
輝
か
せ
る
生
徒
と
と
も
に
、
西
鶴
の
出
発
点
が
俳
諧
で
あ
っ
た
こ

と
も
す
か
さ
ず
再
確
認
す
る
。
ま
さ
に
一
石
二
鳥
の
題
材
で
あ
る
。

ま
た
、
芭
蕉
の
偉
業
『
奥
の
細
道
』
が
、
東
北
の
歌
枕
を
訪
ね
る
目

的
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
、
学
生
の
半
数
は
覚
え
て
い
な
い
。
し
か

し
、「
芭
蕉
は
西
行
の
追
っ
か
け
で
、
五
百
年
の
時
空
を
超
え
て
〈
聖

地
巡
礼
〉
を
し
た
」
と
説
明
す
る
と
興
味
を
持
ち
、
理
解
を
示
す
。

学
生
の
多
く
が
、
高
校
時
代
に
歴
史
上
の
人
物
や
文
豪
、
特
定
の
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
や
作
品
の
跡
を
慕
っ
た
経
験
を
持
ち
、
あ
こ
が
れ
の
人

の
吸
っ
た
空
気
に
触
れ
た
い
、
と
い
う
フ
ァ
ン
心
理
に
共
感
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
だ
と
い
う
。
同
時
に
、〈
元
〉
生
徒
た
ち
は
五
百

年
を
飛
び
越
え
る
フ
ァ
ン
っ
て
少
し
気
持
ち
悪
い
、と
明
る
く
笑
う
。

　
筆
者
は
、
こ
の
〈
意
外
性
〉
と
〈
笑
い
〉
こ
そ
が
、〈
江
戸
時
代
〉
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の
文
学
の
一
要
素
で
あ
り
、
生
徒
や
学
生
の
意
欲
的
な
学
習
に
つ
な

が
る
重
要
な
カ
ギ
に
な
り
う
る
と
考
え
て
い
る
。
近
年
、
大
学
で
も

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
筆

者
は
中
学
校
お
よ
び
高
等
学
校
に
お
け
る
非
常
勤
講
師
と
し
て
の
経

験
と
授
業
実
践
を
踏
ま
え
、生
徒
が
教
室
で
考
え
、学
ん
だ
（T

hink

）

こ
と
を
一
組
以
上
の
生
徒
同
士
（Pair

）
で
共
有
（Share

）
す
る
、

T
hink-Pair-Share

型
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
、
大
学
の

講
義
に
積
極
的
に
導
入
し
て
い
る
。
特
に
、適
度
な
言
語
活
動
と〈
笑

い
〉
を
伴
う
「Share

」
が
学
生
の
学
習
意
欲
と
授
業
の
理
解
度
を

高
め
る
の
に
大
き
く
貢
献
す
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
同
時
に
、

こ
の
〈
笑
い
〉
を
伴
う
「Share

」
は
、
文
部
科
学
省
国
語
ワ
ー
キ

ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
検
討
さ
れ
た
中
等
教
育
の
国
語
科
に
お
け
る
「
感

性
・
情
緒
の
側
面
」「
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
」

に
も
、〈
笑
い
〉
を
通
じ
て
〈
江
戸
時
代
〉
に
興
味
を
持
ち
、
生
徒

同
士
で
よ
り
深
く
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
的
な
学
習
態
度
を
育
成
す
る

点
で
応
用
で
き
る
と
も
思
わ
れ
る
た
め
、
国
語
科
教
育
法
の
指
導
で

も
、教
室
で
の
「Share

」
の
必
要
性
に
折
に
触
れ
て
言
及
し
て
い
る
。

高
大
連
携
の
求
め
ら
れ
る
今
、
注
目
す
べ
き
要
素
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
〈
笑
い
〉
と
〈
江
戸
時
代
〉
の
文
化
の
継
承
・
発

展
と
を
結
び
つ
け
る
教
材
と
し
て
、〈
草
双
紙
〉
を
提
案
し
た
い
。

草
双
紙
と
は
近
世
中
期
か
ら
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
本
（
地
本
）
の
総

称
で
あ
り
、
幼
い
子
ど
も
向
け
の
縁
起
物
で
も
あ
る
赤
本
、
青
年
読

者
向
け
の
青
本
、
そ
れ
ら
の
再
版
本
で
あ
る
黒
本
な
ど
を
含
む
。
ま

た
、
絵
を
読
む
こ
と
を
眼
目
と
し
た
〈
絵
本
〉
で
あ
る
と
い
う
大
き

な
特
徴
を
持
つ
。

　
例
え
ば
、
本
来
子
ど
も
向
け
で
あ
っ
た
赤
本
は
平
仮
名
を
中
心
と

し
た
変
体
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
絵
を
読
み
な
が
ら
簡
単
な

変
体
仮
名
を
読
む
の
に
適
し
た
教
材
と
な
り
う
る
。現
行
の
中
学
校
・

高
等
学
校
の
教
科
書
の
中
に
は
変
体
仮
名
の
存
在
や
お
も
し
ろ
さ
に

言
及
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
数
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
し
か

し
、
教
室
で
簡
単
な
変
体
仮
名
を
読
む
実
践
を
通
し
て
、
生
徒
の
多

く
が
〈
自
分
か
ら
か
け
は
な
れ
た
遠
い
存
在
〉
だ
と
考
え
て
い
る
江

戸
の
人
々
が
、
実
は
自
分
と
同
じ
よ
う
に
絵
や
文
字
を
読
み
、
笑
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
積
極
的
に
作
品
の
解
読
に
取
り
組

む
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
草
双
紙
は
伝
統
的
な
言
語
文
化
へ

の
意
欲
を
高
め
る
契
機
と
も
な
る
教
材
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
五
年
の
学
期
末
、
都
内
の
中
学
校
で
非
常
勤
講
師
を
し
て

い
た
筆
者
は
中
学
校
一
年
生
の
教
室
に
赤
本『
枯
木
に
花
咲
せ
親
仁
』

を
持
ち
こ
ん
だ
。
今
な
お
『
花
咲
か
じ
い
さ
ん
』
の
名
で
親
し
ま
れ

る
教
訓
的
な
昔
話
で
あ
る
。
見
慣
れ
な
い
文
字
に
悲
鳴
を
あ
げ
た
生

徒
た
ち
は
、
し
か
し
六
人
を
一
グ
ル
ー
プ
に
し
て
い
ざ
読
み
始
め
れ

ば
、
案
外
す
ら
す
ら
と
読
め
る
こ
と
に
気
づ
い
た
よ
う
で
、
相
互
に

教
え
あ
い
な
が
ら
上
手
に
読
む
。
先
述
の
と
お
り
赤
本
は
幼
児
が
絵

を
読
む
こ
と
を
第
一
に
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
り
、
書
き
入
れ
も
概
ね

仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
。
実
践
授
業
で
は
仮
名
文
字
の
対
照
表
な
ど

は
配
布
せ
ず
、
机
間
指
導
の
合
間
に
板
書
を
ま
じ
え
て
読
み
方
を
説

明
す
る
に
と
ど
め
た
が
、
内
容
の
把
握
に
は
そ
れ
で
充
分
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
授
業
中
、
生
徒
か
ら
は
、「
絵
が
面
白
い
」「
会
話
文
が

お
も
し
ろ
い
」「
字
よ
り
も
絵
の
ほ
う
が
細
か
く
書
い
て
あ
る
」な
ど
、

活
発
な
感
想
が
飛
び
出
し
、
は
か
ら
ず
も
赤
本
の
実
態
に
も
迫
る
こ

と
が
で
き
て
い
た
。「Share

」
の
成
功
例
と
い
え
る
。

　
赤
本
の
簡
素
で
力
強
い
絵
に
は
残
酷
な
描
写
も
多
い
。
し
か
し
、

生
徒
た
ち
は
目
を
輝
か
せ
て
、
幼
少
時
に
読
ん
だ
作
品
と
の
違
い
に

言
及
す
る
。
読
者
へ
の
配
慮
や
表
現
の
〈
洗
練
〉
を
経
な
い
ざ
っ
く

ば
ら
ん
な
会
話
文
に
は
乱
暴
な
表
現
も
あ
る
が
、〈
笑
い
〉
の
要
素

が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。「
江
戸
の
本
と
か
無
理
！
」
と
言
っ
て

い
た
は
ず
の
生
徒
た
ち
も
、「
思
っ
た
よ
り
も
読
め
た
」「
面
白
か
っ

た
！
」
と
満
足
そ
う
に
笑
っ
て
く
れ
た
。「
も
っ
と
読
ん
で
み
た
い
」

と
い
う
嬉
し
い
申
し
出
も
あ
っ
た
。
生
徒
に
と
っ
て
既
知
の
物
語
を

選
ん
だ
こ
と
に
は
生
徒
の
意
欲
を
逸
ら
さ
な
い
ね
ら
い
も
あ
っ
た

が
、赤
本
の
挿
絵
の
大
胆
な
デ
フ
ォ
ル
メ
や
文
章
表
現
の
面
白
さ
は
、

期
待
以
上
に
生
徒
の
自
主
的
か
つ
意
欲
的
な
学
習
態
度
を
引
き
出
し

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
か
ら
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）

ま
で
に
書
か
れ
た
黄
表
紙
も
、
内
容
は
大
人
向
け
な
が
ら
、
絵
を
読

む
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
草
双
紙
で
あ
る
。
物
語
の
内
容
は

当
時
の
流
行
や
文
化
を
活
写
し
て
お
り
、
擬
人
化
や
登
場
人
物
の
軽

妙
な
掛
け
合
い
な
ど
、現
代
に
も
通
じ
る
〈
笑
い
〉
の
要
素
も
多
い
。

　
現
在
、
筆
者
は
大
学
で
黄
表
紙
を
〈
読
む
〉
演
習
を
担
当
し
て
い

る
。
変
体
仮
名
を
読
み
、
こ
と
ば
を
調
べ
、
挿
絵
に
描
か
れ
た
江
戸

の
文
化
や
風
俗
を
読
み
解
く
こ
と
を
課
さ
れ
た
学
生
た
ち
は
、
よ
く

調
べ
、
よ
く
笑
う
が
、
わ
か
ら
な
い
部
分
に
は
素
直
に
面
白
く
な
さ

そ
う
な
顔
を
す
る
。
生
活
感
た
っ
ぷ
り
の
作
品
は
、
当
時
の
江
戸
の

文
化
そ
の
も
の
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
現
代
の
私
た
ち
に
は
共
感
で

き
な
い
部
分
が
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
か
ら
、
受
講
生
全
員
で
、
な
ぜ

こ
れ
が
面
白
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
あ
っ
、
わ
か
っ
た
、
と
誰
か

が
叫
ん
で
教
室
が
〈
笑
い
〉
に
満
ち
た
と
き
、
学
生
た
ち
は
気
づ
か

ず
に
江
戸
の
と
び
ら
を
開
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
現
行
の
学
習
指
導
要
領
（
国
語
）
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
「
伝

統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
項
目
」
で
は
、
教
材
選

定
の
観
点
と
し
て
、
日
常
的
な
言
葉
遣
い
へ
の
関
心
や
、
言
語
文
化

へ
の
関
心
・
理
解
を
深
め
、
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
こ
と
、

あ
る
い
は
生
き
る
力
の
育
成
に
役
立
つ
こ
と
と
並
ん
で
、
グ
ロ
ー
バ

ル
社
会
の
中
で
、我
が
国
あ
る
い
は
郷
土
の
伝
統
と
文
化
に
親
し
み
、

継
承
し
、
発
展
さ
せ
る
た
め
の
教
育
実
践
を
強
調
し
て
い
る
。
生
徒

た
ち
に
は
芭
蕉
と
一
緒
に
ま
じ
め
に
東
北
を
旅
す
る
だ
け
で
な
く
、

草
双
紙
を
「
読
ん
で
」
江
戸
を
〈
笑
い
〉
な
が
ら
、
古
典
や
日
本
文

化
に
興
味
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
や
ま
な
い
。
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「
日
本
を
代
表
す
る
作
家
を
一
人

あ
げ
て
く
だ
さ
い
。」

　

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
多
く
の

人
が
ま
ず
夏
目
漱
石
の
名
前
を
あ

げ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日
は
漱
石
没
後
一
〇
〇
年
、
二
〇

一
七
年
二
月
九
日
は
生
誕
一
五
〇
年
と
な
り
ま
す
。
本
人
が

生
き
て
活
躍
し
た
時
代
か
ら
一
世
紀
以
上
た
っ
て
も
、
い
ま

な
お
愛
さ
れ
る
漱
石
は
、
ま
さ
に
、「
国
民
的
作
家
」
で
あ

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
漱
石
は
国
語
教
科
書
を
代
表
す
る
作
家

で
も
あ
り
ま
す
。
戦
後
、
教
科
書
検
定
が
始
ま
っ
て
か
ら
現

在
に
至
る
ま
で
の
採
録
数
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
こ
と
は
明

ら
か
で
す
【
図
１
】。「
羅
生
門
」
の
芥
川
龍
之
介
や
「
山
月
記
」

の
中
島
敦
を
も
上
回
る
採
録
数
で
あ
る
こ
と
を
、
意
外
に
感

じ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

実
は
、
戦
後
間
も
な
い
頃
に
発
行
さ
れ
た
教
科
書
に
多
く

採
録
さ
れ
た
漱
石
の
作
品
と
、
現
在
定
番
教
材
と
な
っ
て
い

る
作
品
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
ま
せ
ん
【
図
２
】。
昭
和
二

〇
年
代
に
教
科
書
に
載
っ
て
い
た
の
は
、「
三
四
郎
」
や
「
草

枕
」
で
し
た
。
現
在
、
高
等
学
校
で
使
わ
れ
て
い
る
教
科
書

で
は
、「
こ
こ
ろ
」（
21
点
）、「
夢
十
夜
」（
13
点
）、「
現
代

日
本
の
開
花
」（
５
点
）
が
採
録
数
ベ
ス
ト
３
と
な
っ
て
い

ま
す
（
二
〇
一
五
年
、
編
集
部
調
べ
）。

　

教
材
と
し
て
の
漱
石
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
移
り
変
わ
っ

て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
日
の
定
番
教
材
は
、
ど
の
よ

う
な
背
景
が
あ
っ
て
「
定
番
」
と
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
機
会
に
、
改
め
て
考
え
て
み
る
の
も
一
興
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　
『
国
語
教
室
』
で
は
、
今
号
か
ら
三
号
に
わ
た
っ
て
、
漱

石
の
現
代
性
を
考
え
る
特
集
記
事
を
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
で
も
連
動
し
た
企
画
を
展
開
し
ま
す
。

節
目
と
な
る
今
年
か
ら
来
年
に
か
け
て
、
い
ま
、
漱
石
を
読

む
意
味
を
、
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

 

※
グ
ラ
フ
は
阿
武
（
二
〇
〇
八
）
を
も
と
に
、
編
集
部
で
作
成
し
た
。

漱
石
死
後
一
〇
〇
年
と
な
る
二
〇
一
六
年
、

生
誕
一
五
〇
年
と
な
る
二
〇
一
七
年
を
機
に
、

そ
の
現
代
性
を
考
え
る
。（
文
責
＝
編
集
部
）

い
ま
、
漱
石
を
読
む

【
夏
目
漱
石 

生
誕
一
五
〇
年 

特
別
企
画
】
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【夏目漱石 生誕150年 特別企画】

　

人
は
時
と
し
て
自
由
の
た
め
な
ら
命
を
投
げ
打
つ
こ
と
さ

え
あ
る
。
こ
の
自
由
は
心
の
自
由
と
行
動
の
自
由
だ
が
、
行

動
の
自
由
は
心
の
自
由
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
人
の
「
心
」
は
い
つ
ま
で
そ
の
特
権
性
、
す

な
わ
ち
精
神
の
自
由
を
誇
っ
て
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

私
た
ち
の
心
が
外
的
な
条
件
に
制
約
を
受
け
て
い
る
と
い

う
考
え
方
は
、
い
ま
や
常
識
に
属
す
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
人

工
知
能
に
あ
る
一
つ
の
条
件
に
対
し
て
百
通
り
の
反
応
を
教

え
込
ん
だ
ら
、
そ
れ
は
生
き
た
人
間
よ
り
「
心
」
が
豊
か
な

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
想
像
を
し
て
み
た
く
な
る

時
代
に
、
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
だ

ろ
う
。
こ
の
問
い
を
考
え
る
た
め
に
、
大
正
三
年
当
時
『
こ

こ
ろ
』
は
決
し
て
自
然
な

0

0

0

小
説
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
こ
と
を
、
ご
く
簡
潔
に
書
い
て
お
こ
う
と
思
う
。

「
女
の
か
ら
だ
」と
い
う
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

　

近
代
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
資
本
主
義
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

と
い
う
言
葉
と
密
接
に
関
わ
り
が
あ
る
。
資
本
主
義
は
次
々

と
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
「
発
見
」
し
て
き
た
。

　

文
学
に
と
っ
て
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
も
未
知
の
領
野
だ
っ

た
。
近
代
小
説
は
新
し
い
も
の
を
伝
え
る
の
が
重
要
な
役
割

だ
っ
た
。
近
代
小
説
は
「
新
し
い
も
の
」
を
次
々
と
取
り
替

え
て
い
く
や
り
方
で
生
き
延
び
て
き
た
か
ら
、「
新
し
い
も

の
」
は
次
々
と
変
わ
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
近
代
は
「
自

由
」
が
多
く
の
人
に
与
え
ら
れ
た
時
代
だ
。
そ
の
「
自
由
」

が
「
流
行
」
を
生
み
出
す
。
近
代
と
は
「
流
行
」
の
時
代
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
流
行
現
象
が
な
け
れ

ば
成
立
し
な
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。

　

人
間
の
バ
ー
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
生
殖
技
術
を
告
発
的
に

研
究
し
て
き
た
荻
野
美
保
が
、『
女
の
か
ら
だ
』（
岩
波
新
書
）

を
刊
行
し
た
。
生
物
が
す
べ
て
そ
う
で
は
な
い
が
、
人
間
は

女
性
だ
け
が
子
供
を
産
む
。
医
学
に
と
っ
て
の
女
性
の
体
は

生
殖
技
術
と
い
う
名
の
、
そ
こ
か
ら
利
潤
を
生
み
出
す
こ
と

が
で
き
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
な
っ
た
。
い
ま
で
は
子
供
を
産

む
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
段
階
を
、
自
分
の
体
を
使
わ
ず
に
ア

ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
し
て
で
き
て
し
ま
う
と
こ
ろ
ま
で
生
殖
技

術
は
「
進
歩
」
し
て
い
る
。
資
本
主
義
に
お
い
て
「
女
の
か

ら
だ
」
が
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、「
男
の
体
」
と
い
う
本
が
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
な
い
事

実
を
挙
げ
る
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
。

　
「
女
の
か
ら
だ
」
は
文
学
に
と
っ
て
も
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
だ

っ
た
。
明
治
維
新
以
降
、
日
本
に
進
化
論
が
入
っ
て
来
た
。

進
化
論
は
生
物
学
だ
か
ら
、
動
物
に
は
雄
と
雌
が
い
る
と
い

う
当
た
り
前
の
こ
と
が
「
問
題
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て

き
た
。
こ
れ
を
人
間
に
当
て
は
め
る
と
、
男
と
女
が
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
明
治
の
中
頃
に
男
性
知
識
人

の
間
で
「
両
性
問
題
」
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。

逆
に
言
え
ば
、
男
性
知
識
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
女
性
は

男
性
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
「
問
題
」
と
し
て
は
頭
の
中
に
な
か

っ
た
の
だ
。「
男
子
と
女
子
と
は
本
来
絶
対
相
異
な
る
も
の

に
あ
ら
で
、
親
し
く
こ
れ
人
類
な
り
」（『
男
女
之
研
究
』
明

治
三
七
年
）
な
ど
と
い
う
文
章
を
読
む
と
、
こ
の
文
章
の
向

こ
う
に
そ
う
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
多
く
の
読
者
が
見
え

る
。
こ
の
本
は
当
時
と
し
て
決
し
て
特
別
な
本
で
は
な
い
。

当
時
の
本
が
読
め
る
レ
ベ
ル
の
中
間
層
に
と
っ
て
も
、
女
性

は
男
性
と
同
じ
人
類
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

　
「
両
性
問
題
」
は
生
物
学
的
領
域
だ
が
、
そ
れ
が
次
第
に

心
の
問
題
に
移
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
明
治
三
〇
年
代
頃

か
ら
『
婦
人
の
心
理
』
と
い
う
よ
う
な
本
が
多
く
刊
行
さ
れ

る
。
男
性
知
識
人
の
関
心
の
領
域
が「
女
性
の
体
」
か
ら「
女

性
の
心
」に
移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
明
治
三
〇
年
代
に
は
、

女
性
に
と
っ
て
実
質
的
に
最
終
学
歴
と
な
る
高
等
女
学
校
が

普
及
し
始
め
た
。
女
学
生
や
そ
の
卒
業
生
が
増
え
て
く
る
時

代
だ
っ
た
。
男
性
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
あ
る
程
度
教
育
の

あ
る
女
性

│
品
の
な
い
言
い
方
を
す
る
と
「
素
人
女
性
」

が
身
近
に
い
る
日
常
が
出
現
し
た
。
た
と
え
ば
、
電
車
通
勤

の
時
に
通
学
す
る
女
学
生
と
身
を
寄
せ
合
う
よ
う
な
経
験
を

日
本
人
は
は
じ
め
て
し
た
の
で
あ
る
。
田
山
花
袋
は
明
治
四

〇
年
に
『
蒲
団
』
で
有
名
に
な
る
が
、『
蒲
団
』
の
直
前
に
『
少

女
病
』
と
い
う
小
説
を
書
い
て
い
る
。
少
女
（
実
際
に
は
女

学
生
）
に
病
的
に
興
奮
す
る
中
年
男
性
が
主
人
公
に
な
っ
て

い
て
、
ま
さ
に
『
蒲
団
』
以
前
と
言
っ
て
い
い
。
こ
の
主
人

公
は
電
車
で
通
勤
す
る
が
、
電
車
で
通
学
す
る
女
学
生
に
興

奮
す
る
。
お
そ
ら
く
、
視
姦
を
書
い
た
日
本
で
は
じ
め
て
の

小
説
だ
ろ
う
。
こ
の
興
奮
は
、
明
治
三
〇
年
代
に
流
行
し
た

女
学
生
小
説
の
総
決
算
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
女
学
生
が

『
こ
こ
ろ
』の「
心
」を
読
む
〈
第
１
回
〉

早
稲
田
大
学
教
授

石い
し

原は
ら

千ち

秋あ
き
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ー
」
や
「
矛
盾
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
女
性
の
自
我
を
統

一
的
に
把
握
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
女
性
は
統

一
的
な
自
我
を
持
つ
存
在
と
は
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
漱
石
文
学
を
よ
く
読
ん
で
い
れ
ば
、「
矛
盾
」
と

い
う
言
葉
に
反
応
す
る
だ
ろ
う
。『
三
四
郎
』
の
三
四
郎
が

上
京
し
て
同
郷
の
先
輩
の
野
々
宮
宗
八
を
大
学
に
訪
ね
た
あ

と
、
池
の
端
に
し
ゃ
が
ん
で
い
る
場
面
。
美
禰
子
が
三
四
郎

の
前
を
通
り
過
ぎ
て
、三
四
郎
は
一
言
「
矛
盾
だ
」
と
言
う
。

三
四
郎
は
「
わ
か
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
矛

盾
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、
東
京
帝
国
大
学
の
エ
リ
ー
ト
学
生

だ
か
ら
出
た
言
葉
で
は
な
く
て
、
あ
る
程
度
教
育
を
受
け
た

男
性
に
共
通
す
る
女
性
の
見
方
だ
っ
た
の
だ
。

　

白
雨
楼
主
人
『
き
む
す
め
論
』（
大
正
二
年
）
に
「
知
り

得
た
る
が
如
く
に
し
て
不
可
解
な
る
者
は
處
女
の
心
理
作
用

で
あ
る
、
言
は
ん
と
欲
す
る
能
く
言
は
ざ
る
も
の
は
處
女
の

言
語
で
あ
る
、
問
へ
ど
も
晰
か
に
語
ら
ざ
る
者
は
處
女
の
態

度
で
あ
る
、
知
っ
て
而
し
て
知
ら
ず
と
謂
ふ
も
の
は
處
女
で

あ
る
、
想
ふ
て
而
し
て
語
ら
ざ
る
も
の
は
處
女
の
特
性
で
あ

る
、
不
言
の
中
に
多
種
多
様
の
意
味
を
語
る
も
の
は
處
女
の

長
所
で
あ
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。「
先
生
」
に
は
お
嬢

さ
ん
の
こ
と
が
わ
か
ら
ず
、
そ
の
「
心
」
を
自
分
の
「
心
」

で
考
え
続
け
る
が
、
そ
れ
が
当
時
と
し
て
女
性
の
と
ら
え
方

い
わ
ば
風
俗
と
な
っ
た
、
す
な
わ
ち
近
代
文
学
上
の
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
に
な
っ
た
証
で
あ
る
。
近
代
文
学
は
「
学
校
教
育
を

受
け
た
女
性
」
と
い
う
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
取
り
込
ん
で
い
っ

た
の
だ
。
し
か
し
、こ
の
女
学
生
小
説
の
テ
ー
マ
こ
そ
は「
女

の
か
ら
だ
」
だ
っ
た
。
当
時
女
学
生
小
説
を
読
む
「
読
者
の

期
待
」
は
、
女
学
生
が
堕
落
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
当
時
の

「
堕
落
」
と
は
セ
ッ
ク
ス
を
し
て
妊
娠
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

女
学
生
小
説
と
は
、
読
者
が
ど
う
や
っ
て
女
学
生
が
堕
落
す

る
の
か
を
楽
し
み
に
読
む
小
説
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
。

　

明
治
も
四
〇
年
代
と
な
る
と
「
高
級
な
文
化
」
が
生
ま
れ

た
。「
高
級
な
文
化
」
が
生
ま
れ
る
の
に
は
、
あ
る
一
定
の

エ
リ
ア
に
四
つ
の
条
件
が
揃
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
第
一

は
資
本
で
あ
る
。
第
二
は
知
識
人
が
集
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
は
そ
れ
ら
を
享
受
で
き
る
あ
る
程
度
教
育
を
受
け
た
大

衆
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
有
り
余
る
時
間
で
あ

る
。
す
べ
て
教
育
と
関
わ
る
。
こ
の
四
つ
の
条
件
が
整
う
と
、

「
高
級
な
文
化
」
が
一
気
に
花
開
く
。
明
治
期
の
東
京
＝
旧

一
五
区
は
、
山
の
手
と
大
江
戸
線
の
内
側
に
ほ
ぼ
重
な
る
エ

リ
ア
だ
が
、
明
治
四
〇
年
に
約
二
一
五
万
人
で
ピ
ー
ク
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
後
昭
和
一
〇
年
に
こ
の
旧
一
五
区
の
エ
リ

ア
の
人
口
は
二
二
五
万
人
で
微
増
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。

の
一
つ
な
の
だ
と
い
う
の
が
よ
く
わ
か
る
。

　

漱
石
は
「
女
の
謎
」
を
書
き
続
け
た
作
家
で
あ
る
。『
こ

こ
ろ
』
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。「
先
生
」
が
あ
れ
ほ
ど
逡

巡
す
る
の
は
、
人
間
不
信
に
陥
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け

で
は
な
か
っ
た
。
女
性
と
い
う
存
在
そ
れ
自
体
が
、
決
し
て

解
く
こ
と
が
で
き
な
い
「
謎
」
だ
っ
た
の
だ
。「
先
生
」
が

ど
う
し
て
あ
ん
な
に
Ｋ
に
敵
意
を
持
つ
の
か
。
そ
れ
は
お
嬢

さ
ん
＝
静
が
信
じ
ら
れ
な
い
か
ら
な
の
だ
。
信
じ
ら
れ
な
い

の
は
Ｋ
で
は
な
く
、
お
嬢
さ
ん
＝
静
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に

は
「
女
の
謎
」
と
い
う
名
の
女
性
不
信
が
あ
っ
た
。「
先
生
」

の
「
心
」
は
、
そ
の
「
女
の
謎
」
の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
回
り

続
け
る
。「
先
生
」
の
「
心
」
に
は
「
終
わ
り
」
が
な
い
。

そ
れ
が
、「
先
生
」
の
「
私
だ
け
の
経
験
」
だ
っ
た
。
漱
石
は
、

小
説
に
「
心
」
と
い
う
名
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
開
拓
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
も
「
先
生
」
は
、「
思
想
」
は
「
経
験
」
か

ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
と
言
う
。
こ
こ
に
「
人
は
誰
で
も
一
生

に
一
篇
は
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
小
説
観
の

起
源
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
こ
こ
ろ
』
に
よ
っ
て
近
代
文

学
は
「
個
人
の
経
験
と
内
面
」
と
い
う
無
限
の
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
を
手
に
し
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
個
人
主
義
が
重
視
さ
れ
、

先
の
小
説
観
が
生
き
て
い
る
限
り
、『
こ
こ
ろ
』
は
近
代
文

学
の
頂
点
に
君
臨
し
得
る
の
で
あ
る
。

東
京
の
都
心
は
明
治
四
〇
年
頃
に
ほ
ぼ
完
成
し
た
の
で
あ

る
。
明
治
四
〇
年
に
日
本
の
「
近
代
文
化
」
が
開
花
し
た
の

は
、
こ
う
い
う
理
由
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
、
近

代
文
学
が
自
然
主
義
文
学
と
い
う
形
で
一
気
に
開
花
し
た
。

夏
目
漱
石
の
デ
ビ
ュ
ー
も
こ
の
時
期
だ
か
ら
、
と
て
も
幸
運

だ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。「
近
代
文
学
は
い
つ
か
ら
か
」
と

い
う
問
題
が
議
論
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
以
前
は
二
葉
亭
四

迷
の
『
浮
雲
』
か
ら
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
で
は

明
治
四
〇
年
前
後
の
自
然
主
義
文
学
の
時
代
か
ら
近
代
文
学

が
開
花
し
た
と
い
う
説
を
と
る
人
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
明

治
二
〇
年
頃
の
『
浮
雲
』
の
試
み
と
『
小
説
神
髄
』
の
理
論

が
、
二
〇
年
か
け
て
よ
う
や
く
一
般
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
「
女
の
謎
」、
す
な
わ
ち
「
心
」
の
問
題
に
変
換

し
た
の
が
漱
石
文
学
だ
っ
た
。

「
女
の
謎
」と
い
う
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

　

正
岡
藝
陽
『
婦
人
の
側
面
』（
明
治
三
四
年
）
に
は
「
女

は
到
底
一
箇
の
ミ
ス
テ
リ
ー
な
り
、
其
何
れ
の
方
面
よ
り
も

見
る
も
女
は
矛
盾
の
動
物
な
り
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
女

は
体
の
問
題
で
は
な
く
心
の
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
時
代
か
ら
徐
々
に
「
心
」
が
問
題
に
な
り
始

め
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
「
ミ
ス
テ
リ

＊〈
第
二
回
〉
は
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
で
公
開
予
定
で
す
。
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◉『
変
わ
る
！ 

高
校
国
語
の
新
し
い
理
論
と
実
践
』刊
行
！

45 高等学校国語科教育の「これまで」と「これから」

◉『変わる！ 高校国語の新しい理論と実践』刊行！

　
八
月
二
六
日
に
次
期
学
習
指
導
要
領
の
方
向
性
と
輪
郭
を
示
し
た

「
審
議
ま
と
め
」（
中
教
審
初
等
中
等
教
育
分
科
会
教
育
課
程
部
会
）

が
公
表
さ
れ
た
。
二
〇
三
〇
年
の
社
会
と
そ
の
先
の
未
来
を
豊
か
に

築
く
た
め
の
教
育
像
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。「
学
び
の
地
図
」
と
し

て
の
学
習
指
導
要
領
の
役
割
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

重
要
性
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」（
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー

ニ
ン
グ
）
の
視
点
、
育
成
す
べ
き
「
資
質
・
能
力
」、
さ
ら
に
は
教

育
評
価
の
充
実
等
、
一
方
で
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
高
大
接
続
改

革
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
公
教
育
の
大
き
な
地
殻
変
動
を
予
感
さ

せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
今
回
の
改
訂
は
高
等
学
校
が
メ

イ
ン
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
教
科
の
科
目
構
成

の
変
更
も
含
め
た
大
胆
な
提
案
が
目
を
引
く
。

　
高
等
学
校
の
国
語
科
も
こ
う
し
た
教
育
改
革
の
波
の
中
で
大
き
く

変
わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
昨
年
八
月
の
「
論
点

の
高
校
国
語
科
の
歴
史
と
と
も
に
堆
積
し
て
い
る
強
固
な
地
層
の
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
教
室
の
日
常
は
こ
れ
ま
で
も
幾
度
と
な
く
新
し

い
提
起
を
は
ね
の
け
て
き
た
。「
羅
生
門
」「
山
月
記
」「
こ
こ
ろ
」

と
い
っ
た
定
番
の
小
説
教
材
や
、
大
学
入
試
に
頻
出
す
る
書
き
手
に

よ
る
評
論
文
を
読
解
す
る
授
業
、
古
文
・
漢
文
の
語
釈
・
文
法
・
現

代
語
を
行
う
授
業
が
支
配
的
で
あ
り
、「
教
材
を
教
え
る
」
発
想
か

ら
脱
却
で
き
ず
に
い
る
。「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」

の
領
域
が
埋
没
し
て
し
ま
う
の
も
、〈
現
代
文
〉〈
古
典
〉
と
い
う
教

材
ベ
ー
ス
の
教
科
構
造
観
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。「
国
語
表
現
」

や
「
現
代
語
」
と
い
っ
た
科
目
が
新
設
さ
れ
て
も
、
一
部
の
実
践
を

除
い
て
、
十
分
に
そ
の
趣
旨
が
理
解
さ
れ
ず
、
ま
た
、
教
材
文
の
読

解
と
い
う
教
室
の
光
景
を
変
え
る
よ
う
な
契
機
と
は
な
ら
な
か
っ
た

（
高
校
国
語
科
の
歴
史
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
著
『
高
等
学
校
国
語

科
の
教
科
構
造
　
戦
後
半
世
紀
の
展
開
』（
溪
水
社
）
を
参
照
さ
れ

た
い
）。

　
し
か
し
、
高
校
国
語
科
の
教
室
の
光
景
が
、
大
き
く
変
わ
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
思
わ
せ
る
要
因
が
高
大
接
続
改
革
に
は
あ
る
。
具
体
的

な
方
法
論
に
お
い
て
い
ま
だ
不
透
さ
は
あ
る
も
の
の
、
大
学
入
試
も

一
体
と
な
っ
て
「
資
質
・
能
力
」
の
育
成
の
方
向
に
舵
を
切
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
高
校
国
語
科
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
き
な
壁
が
動

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

次
期
改
訂
に
向
け
て
、
大
胆
な
科
目
構
成
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

整
理
」
か
ら
こ
の
「
審
議
ま
と
め
」
ま
で
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い

る
高
校
国
語
科
の
「
課
題
」
は
根
が
深
い
。
そ
の
課
題
と
は
、
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
教
材
の
読
み
取
り
が
指
導
の
中
心
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
国

語
に
よ
る
主
体
的
な
表
現
等
が
重
視
さ
れ
た
授
業
が
十
分
行
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
、
話
合
い
や
論
述
な
ど
の
「
話
す
こ
と
・
聞

く
こ
と
」、「
書
く
こ
と
」
の
領
域
の
学
習
が
十
分
に
行
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
、
古
典
の
学
習
に
つ
い
て
、
日
本
人
と
し
て
大
切

に
し
て
き
た
言
語
文
化
を
積
極
的
に
享
受
し
て
社
会
や
自
分
と

の
関
わ
り
の
中
で
そ
れ
ら
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
観
点
が
弱

く
、
学
習
意
欲
が
高
ま
ら
な
い
こ
と
。

　
こ
う
し
た
課
題
の
指
摘
は
今
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
戦
後

と
り
わ
け
「
国
語
総
合
」
を
や
め
、
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
必
修
科

目
に
分
け
た
意
味
は
大
き
い
。現
段
階
で
は
い
ず
れ
も
仮
称
だ
が「
現

代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
は
、
他
の
四
つ
の
選
択
科
目
と
と
も

に
、
先
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
「
課
題
」
を
踏
ま
え
、
国
語
科
で
育
成

す
べ
き
「
資
質
・
能
力
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
社
会
で
生

き
て
働
く
国
語
の
能
力
を
育
成
す
る
「
現
代
の
国
語
」
と
、
上
代
か

ら
近
現
代
に
つ
な
が
る
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る

「
言
語
文
化
」
は
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
従
来
の
〈
現
代
文
〉
と
〈
古

典
〉
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
新
科
目
の
教
科
書
の

あ
り
方
は
十
分
に
そ
の
趣
旨
を
具
現
化
し
た
も
の
と
な
る
必
要
が
あ

る
。
無
論
、
教
科
書
が
ど
う
あ
れ
、
教
室
に
お
け
る
実
践
が
、
目
標
・

学
習
活
動
・
教
材
・
評
価
の
関
係
を
明
確
に
し
、「
資
質
・
能
力
」

の
育
成
に
向
か
う
も
の
と
し
て
工
夫
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア

ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
も
、「
審
議
ま
と
め
」
で
明
確
に
位
置
付

け
ら
れ
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」

に
向
け
た
授
業
改
善
の
視
点
と
し
て
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。

  

こ
う
し
た
地
殻
変
動
を
前
に
、
教
室
の
実
践
者
は
何
を
ど
う
考
え

れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
の
手
助
け
と
な
り
、指
針
と
な
る
も
の
と
し
て
、

こ
の
度
、
大
滝
一
登
氏
（
文
部
科
学
省
教
科
調
査
官
）
と
と
も
に
編

集
し
た
『
変
わ
る
！
　
高
校
国
語
の
新
し
い
理
論
と
実
践

│
「
資

質
・
能
力
」
の
確
実
な
育
成
を
め
ざ
し
て
』
を
刊
行
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
ぜ
ひ
と
も
、
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
。

高
等
学
校
国
語
科
教
育
の「
こ
れ
ま
で
」と「
こ
れ
か
ら
」

早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学
術
院
教
授

幸
田
国
広
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執筆者のことば／高校国語 今後の予定

　
現
代
の
社
会
で
は
、
新
た
な
時
代

に
向
け
た
大
き
な
変
動
が
起
こ
っ
て

い
る
と
さ
れ
ま
す
。
同
様
に
高
等
学

校
で
も
、
新
し
い
教
育
に
向
け
た
大

き
な
変
動
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
と
、

多
く
の
先
生
方
が
実
感
さ
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
例
が
、「
大

学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
」に
代
わ
る
、

「
大
学
入
学
希
望
者
学
力
評
価
テ
ス

ト
（
仮
称
）」
や
「
高
等
学
校
基
礎

学
力
テ
ス
ト
（
仮
称
）」
の
導
入
と
、

大
学
入
学
者
選
抜
と
一
体
的
に
な
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
、
高
等
学
校
教
育
改

革
で
す
。

　
現
在
の
高
等
学
校
教
育
に
つ
い
て

は
、「
知
識
・
技
能
」、「
思
考
力
・

判
断
力
・
表
現
力
等
」、「
学
び
に
向

か
う
力
や
人
間
性
等
」
の
学
力
の
三

要
素
を
踏
ま
え
た
指
導
の
不
足
が
、

課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
次
期
学
習
指
導
要
領
で

は
そ
の
解
決
が
図
ら
れ
ま
す
。
そ
の

際
、
教
員
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
視
点

か
ら
の
授
業
改
善
や
、
指
導
と
評
価

の
一
体
化
を
踏
ま
え
た
多
面
的
な
評

価
の
充
実
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
高
等
学
校
教
育
の

変
革
期
に
、我
々
国
語
科
の
教
員
は
、

ど
の
よ
う
な
授
業
を
行
う
べ
き
な
の

で
し
ょ
う
か
。そ
の
道
標
の
一
つ
が
、

本
書
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
多
く
の
先
生
方
に
、
本
書
を
ご
覧

い
た
だ
き
、
今
後
の
教
育
改
革
を
見

据
え
た
理
論
と
そ
の
実
践
に
つ
い
て

の
見
識
を
、
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
そ
し
て
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
る
生
徒
に

必
要
な
、
資
質
・
能
力
の
育
成
に
向

け
た
国
語
科
の
授
業
改
善
が
、
全
国

の
教
室
で
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

資
質
・
能
力
の
育
成
に
向
け
た
授
業
改
善
の
た
め
に

■
学
習
指
導
要
領
・
新
テ
ス
ト
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）

全
国
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
連
合
会
　
会
長

佐
藤
　
和
彦

　「
桜
が
枯
れ
た
頃
」
と
い
う
表
現

か
ら
何
を
想
い
描
く
だ
ろ
う
か
。

　
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
、
フ
ジ
フ
ァ
ブ
リ

ッ
ク
の
楽
曲
『
桜
の
季
節
』
の
一
節

だ
。
冬
枯
れ
あ
る
い
は
枯
死
し
た
樹

か
。
桜
が
咲
き
散
る
春
の
情
景
と
は

遠
く
隔
た
る
季
節
で
あ
る
の
は
間
違

い
な
い
。
こ
の
歌
の
作
者
志
村
正
彦

は
四
季
の
景
物
を
織
り
込
み
、
揺
れ

動
く
心
を
綴
っ
た
。
彼
の
歌
詞
の
よ

う
な
作
品
が
現
代
の
若
者
に
と
っ
て

の
リ
ア
ル
な
「
詩
」
で
は
な
い
か
と

考
え
、
五
年
間
授
業
を
試
み
た
。
志

村
の
言
葉
は
生
徒
に
深
く
作
用
し
言

葉
を
紡
ぎ
出
す
。
教
室
が
自
由
で
活

発
な
場
に
な
り
、
私
に
と
っ
て
生
徒

中
心
の
授
業
へ
転
換
す
る
契
機
と
も

な
っ
た
。

　
本
書
の
実
践
は
そ
の
試
み
を
さ
ら

に
前
へ
進
め
、
複
数
の
教
材
を
横
断

的
に
読
み
多
様
な
視
点
を
持
つ
こ
と

で
、
桜
と
い
う
言
語
文
化
的
な
主
題

の
考
察
を
深
め
る
こ
と
を
目
標
に
し

た
。思
考
と
表
現
の
方
法
を
習
得
し
、

そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
を
学
び
の
過

程
に
位
置
付
け
た
。
対
比
と
そ
の
統

合
と
い
う
三
項
関
係
に
よ
る
思
考
の

構
造
化
は
汎
用
性
が
高
く
、
様
々
な

単
元
で
活
用
で
き
る
。

　
複
雑
な
時
代
を
生
き
る
高
校
生

は
、
自
己
と
社
会
の
課
題
を
考
え
、

他
者
と
交
流
す
る
力
を
身
に
付
け
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
根
幹
の

教
科
に
国
語
は
再
構
築
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
転
換
期
の
今
、
新
し
い
理
論
と

実
践
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
本
書
は

め
ざ
し
て
い
る
。
私
自
身
も
深
く
学

び
取
り
た
い
。
そ
し
て
本
書
を
通
じ

て
、「
高
校
国
語
」
と
い
う
課
題
そ

の
も
の
を
探
究
す
る
た
め
に
、
私
た

ち
現
場
の
教
師
が
語
り
合
う
場
が
で

き
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
。

「
高
校
国
語
」を
探
究
す
る
書

■
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
科
目
編
成
（
案
）

山
梨
県
立
甲
府
城
西
高
等
学
校
教
諭

小
林
　一
之

＊
「
こ
の
実
践
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
！
②
⑨
」
執
筆
担
当

【
高
校
国
語 

今
後
の
予
定
】

【
執
筆
者
の
こ
と
ば
】

＊
「
実
践
編
⑤
」
執
筆
担
当

二
八
年
度

二
九
年
度

三
〇
年
度

三
一
年
度

三
二
年
度

三
三
年
度

三
四
年
度

三
五
年
度

三
六
年
度

…

現行学習指導要領新学習指導要領

センター試験大学入学希望者学力
評価テスト（仮称）

【試行実施】高等学校
基礎学力テスト（仮称）新学習指導要領対応

新学習指導
要領対応

共通必履修科目（案）

【現代の国語（仮称）】
実社会・実生活に生きて働く国語の能力を
育成する科目
○ 実社会・実生活における言語による諸活
動に必要な国語の能力の育成

○例えば、
・目的に応じて多様な資料を収集・解釈し、
根拠に基づいて論述する活動

・文学作品等を読んで、構成や展開、優れ
た表現などの効果について言葉の意味や
働きに着目して批評する活動
・根拠を持って議論し互いの立場や意見を認
めながら集団としての結論をまとめる活動
等の重視

【言語文化（仮称）】
上代（万葉集の歌が詠まれた時代）から近
現代につながる我が国の言語文化への理解
を深める科目
○ 我が国の伝統や文化が育んできた言語文
化を理解し、これを継承していく一員と
して、自身の言語による諸活動に生かす
能力の育成
○ 古典（古文・漢文）だけでなく、古典に
関わる近現代の文章を通じて、言語文化
を、言葉の働きや役割に着目しながら社
会や自分との関わりの中で生かすことの
できる能力の育成

選択科目（案）
【論理国語（仮称）】
多様な文章等を多角
的・多面的に理解し、
創造的に思考して自分
の考えを形成し、論理
的に表現する能力を育
成する科目
（主として、創造的・
論理的思考の側面から
「思考力・判断力・表
現力等」を育成）

【文学国語（仮称）】
小説、随筆、詩歌、脚
本等に描かれた人物の
心情や情景、表現の仕
方等を読み味わい評価
するとともに、それら
の創作に関わる能力を
育成する科目
（主として、感性・情
緒の側面から「思考力・
判断力・表現力等」を
育成）

【国語表現（仮称）】
表現の特徴や効果を理
解した上で、自分の思
いや考えをまとめ、適
切かつ効果的に表現し
て他者と伝え合う能力
を育成する科目
（主として、他者との
コミュニケーションの
側面から「思考力・判
断力・表現力等」を育
成）

【古典探究（仮称）】
古典を主体的に読み深
めることを通して、自
分と自分を取り巻く社
会にとっての古典の意
義や価値について探究
する科目
（ジャンルとしての古
典を学習対象として
「思考力・判断力・表
現力等」を総合的に育
成）
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『
変
わ
る
！ 

高
校
国
語
の
新
し
い
理
論
と
実
践
│「
資
質
・
能
力
」の
確
実
な
育
成
を
め
ざ
し
て

』

新
時
代
に
向
か
う
高
校
国
語
の
最
先
端
が
こ
こ
に
！

「
理
論
編
」、「
実
践
編
」、「
資
料
編
」、座
談
会
…
…

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
二
四
ペ
ー
ジ
・
定
価
＝
本
体
二
二
〇
〇
円+

税

大
滝
一
登
・
幸
田
国
広
　
編
著

【実践編】

【実践編】目次
①分かりやすい話し方入門 ―我が校の魅力を中学生に紹介する―
②想像力を広げて物語を創ろう ―ポストイットを用いたショートストーリー作り―　 
③異論・反論を想定した小論文の書き方 ―学習者同士の交流・相互評価を通して―
④相手を意識した説明文の作成 ―グループワークで発見する方法―
⑤思考の仕方を捉え、文化を深く考察する ―随筆、歌詞、評論を関連付けて読む―
⑥小説の読み方の自覚を深める ―「檸檬」から一人称小説へ―
⑦漢文をシナリオに書き換える ―協働学習と朗読劇― 
⑧和歌から物語を復元する ―個別学習とグループ学習の往還―
⑨日本の感性をたどる ―古典と近代以降の関連した文章をつなげて読む―
⑩「問題な日本語」ハンティング ―なぜ「問題」なのかをプレゼンテーションする―

【理論編】目次
①変革期の高校国語科教育を展望する（大滝一登） 
②「資質・能力の育成」をめざす高校国語科の学習指導
　（幸田国広）
③新しい教育評価（髙木展郎）
④「言語文化」の学び方（藤森裕治）
⑤高大接続の改革とその背景（島田康行）

【理論編】

010 011

①  

変
革
期
の
高
校
国
語
科
教
育
を
展
望
す
る

理
論
編

実
践
編

ていくためには、『学び』の本質として重要となる『主体的・対話的で深い
学び』の実現をめざした『アクティブ・ラーニング』の視点から、授業改善
の取組を活性化していくことが必要」であるとしている。
　また、高等学校については、「高大接続改革の動きを踏まえながら、高等
学校において育成が求められる資質・能力を確実に育み、社会生活や高等教
育に学びの成果をつなげていくという視点で改善。教科・科目選択の幅の広
さを生かし、育成を目指す資質・能力を明確にして教育課程を編成すること
が重要」だとし、教科・科目構成を見直すとしている。

２　高等学校国語科の新しい方向性
　審議まとめでは、国語科のあり方についてはどのように示されているのだ
ろうか。
　平成 24年に実施されたOECD生徒の学習到達度調査（PISA）における
「読解力」の平均得点が良好であることなど一方で成果を述べながらも、も
う一方で校種に応じた課題も指摘している。例えば、高等学校については、
以下のとおりである。

　○�　高等学校では、教材への依存度が高く、主体的な言語活動が軽視され、
依然として講義調の伝達型授業に偏っている傾向があり、授業改善に取
り組む必要がある。また、文章の内容や表現の仕方を評価し目的に応じ
て適切に活用すること、多様なメディアから読み取ったことを踏まえて
自分の考えを根拠に基づいて的確に表現すること、国語の語彙の構造や
特徴を理解すること、古典に対する学習意欲が低いことなどが課題と
なっている。

　こうした課題を踏まえ、国語科において育成をめざす資質・能力について
も、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間
性等」の三つの柱に沿った整理が行われ、それを踏まえ、「知識・技能」に
おいて、自分が用いる言葉に対するメタ認知に関わる「言葉の働きや役割に
関する理解」の重要性に加え、「思考力・判断力・表現力等」の「情報を多

１　新しい時代に向けた学習指導要領の方向性
　中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会は、平成 28年 8月 26
日に「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」（以下「審議
まとめ」という）を公表した。
　審議まとめでは、学習指導要領の改訂について、「グローバル化の進展や
人工知能（AI）の飛躍的な変化など、社会の加速度的な変化を受け止め、
将来の予測が難しい社会の中でも、伝統や文化に立脚した広い視野を持ち、
志高く未来を創り出していくために必要な資質・能力を子供たち一人一人に
確実に育む学校教育の実現を目指す」ためとし、「“よりよい学校教育を通じ
てよりよい社会を創る”という目標を学校と社会が共有し、連携・協働しな
がら、新しい時代に求められる資質・能力を子供たちに育む『社会に開かれ
た教育課程』を実現」するとしている。
　また、「子供たちの現状と課題を踏まえつつ、人間が学ぶことの本質的な
意義や強みを改めて捉え直し、一人一人の学びを後押しできるよう、これま
で改訂の中心であった『何を学ぶか』という指導内容の見直しにとどまらず、
『どのように学ぶか』『何ができるようになるか』までを見据えて学習指導要
領等を改善」するとし、「生きる力」とは何かを
　①生きて働く「知識・技能」の習得
　②未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成
　③学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性」の涵養
の三つの柱に沿って具体化し、そのために必要な教育課程の枠組みを再整理
するとしている。
　さらに、「子供たちが『どのように学ぶか』に着目して、学びの質を高め

文部科学省教科調査官 大滝一登

変革期の高校国語科教育を
展望する

次期学習指導要領／資質・能力／高校国語新科目キーワード

理論編 ①

■今後の展望
　中央教育審議会の国語ワーキンググループでは、国語教育の改善充実に向
けて、国語科で育成すべき資質・能力について検討が行われた。そこでの検
討事項である、育成すべき資質・能力の三つの柱を踏まえた、次のような力
や態度が、本実践の学習活動を通じて、学習者に身に付くと考えられる。ま
ずは、国語で理解したり表現したりするための力である「思考力・判断力・
表現力等」の要素では、創造的思考とそれを支える論理的思考の側面として
の、情報を多角的・多面的に精査し、構造化する力、感性・情緒の側面とし
ての、構成・表現形式を評価する力、他者とのコミュニケーションの側面と
しての、個人または集団として考えを形成し深める力、などである。さらに、

「学びに向かう力、人間性等」の要素では、言葉を通じて、自分のものの見
方や考え方を深めようとするとともに、考えを伝え合うことで、集団の考え
を発展させようとする態度、あるいは、様々な事象に触れたり体験したりし
て感じたことを言葉にすることで自覚するとともに、それらの言葉を互いに
交流させることを通して、心を豊かにしようとする態度、などである。
　その結果、高等学校国語科の改訂の方向性で示されている、次期学習指導
要領の以下の科目（いずれも仮称）に、本実践を発展させることも可能であ
ると考える。まずは必履修でもある、実社会や実生活に生きて働く国語の能
力を育成する「現代の国語」である。次に、選択科目としては、主として創
造的思考とそれを支える論理的思考の側面から「思考力・判断力・表現力等」
を育成する「論理国語」、主として感性・情緒の側面から「思考力・判断力・
表現力等」を育成する「文学国語」、主として他者コミュニケーションの側
面の側面から「思考力・判断力・表現力等」を育成する「国語表現」である。
その際重視すべき点は、テキストの内容を読み取ることを中心とした指導で
はなく、テキストを用いて言語能力を育成することを重視した指導であるこ
とは言うまでもない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐藤和彦）

この実践ここがポイント
■授業の解説
　「高等学校学習指導要領解説国語編」では、「現代文 B」の科目の性格につ
いて、「近代以降の文章を的確に理解する能力を高めることとともに、適切
に表現する能力を高めることを新たに明示して、共通履修科目である「国語
総合」の総合的な言語能力を育成する科目としての性格を発展させることを
明確にした。」と述べられている。つまり、「現代文 B」は、読む能力の育成
を中心としながら、話す・聞く能力や書く能力についても育成することが求
められている。本実践では、このことを踏まえ、読む能力の育成が重視され
ることの多い「現代文 B」において、あえて書く能力の育成を中心とした単
元としている点が特徴的である。また、本実践で育成する言語能力は、情報
を収集、分析して資料などを作成し、考えを効果的に表現する能力である。
これは、学習指導要領の指導事項の、「エ　目的や課題に応じて、収集した
様々な情報を分析、整理して資料を作成し、自分の考えを効果的に表現する
こと。」に基づいている。
　本実践は、配当時間が 4 という少ない時数で構成された単元となってい
るが、第 1 次から第 3 次までの全てで、PISA 型「読解力」を育成するプロ
セスを伴っている。PISA 型「読解力」は、自らの目標を達成し、自らの知
識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書かれたテキスト
を理解し、利用し、熟考する能力と定義されている。そして、PISA 型「読
解力」の育成には、文章のような連続型テキスト、図表のような非連続型テ
キストから、「情報を取り出し、解釈し、熟考・評価し、論述する」という
観点を設定している。本実践では、学習者から出されたアイデアをテキスト
として、①そこに書かれた情報の取り出しだけでなく、理解・評価といった
解釈・熟考を含んでいる点 !  ポイント1  ▼ p.099、②テキストを活用したり、
テキストに基づいて自分の意見を論じたりするなどの活用を含んでいる点 
!  ポイント2  ▼ p.099、③テキストの内容だけでなく、構造や形式や表現法も、

評価すべき対象となっている点が !  ポイント3  ▼ p.100、PISA 型「読解力」
育成のためのプロセスの特徴を有していると考えられる。

!

106 107

理
論
編

実
践
編

② 

書
く
こ
と 

想
像
力
を
広
げ
て
物
語
を
創
ろ
う

◉指導目標
１　創作を経験し、互いに評価を行うことで創作に対する理解を深める。
◉本時の展開
１　創作物を交換し、互いに評価する。
２　全体のまとめを行う。
指導の留意点  他人に対する評価と、それを踏まえての学習のまとめを行うた
めに、全員が「作品を評価する」という活動を行えるよう、机間指導によっ
て適宜アドバイスをする。

◉指導の実際
１　創作物を交換し、互いに評価する。
教師　前時に書いた作品をお互いに評価しよう。

　3 色のポストイットを配布し、評価方法について注意を行った。
〈評価について〉

・良い点は【赤】
・ 改善すればもっと良くなると思う点は
【青】
・質問疑問は【黄】
・できるだけ具体的に示す。
　評価しない、ということは一番冷たいことであると伝え、読んだ作品につ
いて必ず評価することを意識させた。ワークブックに「他人の作品を評価で
きた」という評価基準があることも確認し、積極的に評価することを促した。
　5 分程度を目途として、次々と作品を評価していった。教師は机間指導を
行い、それぞれの生徒が評価を行えるよう、助言を行った。生徒は興味を持っ
て他者の作品を読み、評価も積極的に行えていた。特に「表現」に関して多
くの感想・質問を持っているようであった。  !  ポイント3  ▼ p.106　順次交換
しながら読んでいくことで、原稿用紙に 3 色のポストイットが多数貼られ
ていった。
教師　自分の作品に対しての評価を確認しよう。　　　　　　　　　　　

第３次（４時限目） 　複数のポストイットが付けられた作品をそれぞれの手元に戻し、評価を確
認させた。
　生徒は自分の書いた作品が他人にどのように評価されたかを楽しみにして
いるようで、真剣に評価を読む姿が確認できた。このときに、感想が書かれ
ているだけのものにならないよう、前の活動の際、なるべく 3 色用いるよ
う指導した。

２　全体のまとめを行う。
教師　ワークブックに今回の学習のまとめを記入しよう。　　

　ワークブックに今回の学習のまとめを記入させた。ただの感想になってし
まわないよう、途中の自己評価や他人からの評価を再確認してどうすれば改
善できるかを考えさせた。
〈創作学習のまとめ〉

・学習を通しての感想
・ 学習に対する自分の取り組みの改善

点（自己評価を参考として）
・ よりよい創作のために必要だと思う

こと（他人の作品を読んで、または
他人からの評価をヒントとして）

　また、「創作活動に関して考えを深
めることができた」という評価項目を
設置し、自己評価を行わせた。
　まとめによると、ほとんどの生徒は
学習の目標を達成しており、改善点の
分析や、よりよい創作について考えを
深めることができていた。特に、自分
の作品を評価されること、他人の作品
を読むことに刺激された意見が多く、

「もっとこうすればよかった」「～という表現が上手かった」というように、
他人との関わりによって意欲を得ていることが分かった。

【ワークブック（創作学習のまとめ）】
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授業指導者による、
実践授業の特徴の分
析・評価・解説。

指導のポイントには
ポイント！ を付し、「こ
の実践ここがポイン
ト！」の解説部分と
相互リンクした。

実際に行われた優れ
た授業実践を１０本
収録！

次期学習指導要領、アクティブ・ラーニング、
高大接続……最新の理論を５本収録！
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高
校
現
場
は
、
今
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン

グ
へ
の
対
応
で
大
忙
し
の
よ
う
だ
。
し
か
し
、
本

来
は
現
行
の
学
習
指
導
要
領
の
深
化
、
充
実
が
求

め
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
思
う
。

　
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
は
画
期
的
な
点
が
あ

る
。
①
全
教
科
で
の
言
語
活
動
を
求
め
、
②
そ
の

中
心
に
国
語
科
を
位
置
付
け
、③
高
校
生
の
体
験
、

現
場
調
査
（
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
）
を
重
視
し
た

こ
と
だ
。

　
こ
れ
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
「
国
語
科
」
に
と
っ
て
衝
撃
的
な
こ
と
に
な
っ

た
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
、こ
の
学
習
指
導
要
領
は
、

①
全
教
科
に
、
体
験
学
習
や
現
場
調
査
（
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
）
の
指
導
を
求
め
、
②
全
教
科
に
、

教
科
学
習
と
現
場
学
習
の
統
一
的
指
導
が
求
め
ら

れ
、
③
全
教
科
が
同
じ
課
題
を
共
有
す
る
こ
と
で

従
来
の
教
科
の
壁
を
壊
し
た
横
の
連
携
を
求
め
、

④
「
国
語
科
」
が
そ
れ
を
指
導
す
る
こ
と
を
求
め

る
こ
と
で
、
国
語
科
と
は
何
か
、
他
教
科
と
何
が

違
う
の
か
が
初
め
て
、
真
っ
正
面
か
ら
問
題
に
さ

れ
た
か
ら
だ
。（
私
が
学
習
指
導
要
領
を
取
り
上
げ

る
の
は
、
そ
れ
が
正
し
い
問
題
提
起
に
な
っ
て
い

る
限
り
で
の
こ
と
だ
）

　
こ
れ
ま
で
の
国
語
科
と
は
、
言
語
の
学
習
を
行

な
う
教
科
で
あ
り
、
言
語
活
動
と
は
国
語
科
の
仕

事
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
他
教
科

が
す
べ
て
言
語
活
動
を
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
国

語
科
の
独
自
性
は
失
わ
れ
、
他
教
科
と
の
関
係
が

改
め
て
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
一
つ
取
っ
て

も
、
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
従
来
か
ら
す

で
に
理
科
や
社
会
の
一
部
の
教
師
た
ち
に
よ
っ

て
、
体
験
学
習
や
現
場
調
査
に
基
づ
く
レ
ポ
ー
ト

が
指
導
さ
れ
て
き
た
。
他
方
で
、
国
語
科
の
一
部

の
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
聞
き
書
き
や
報
告
文
な
ど

が
指
導
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
バ
ラ

バ
ラ
に
、
相
互
に
無
関
係
に
行
わ
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
か
。
理
科
や
社
会
の
レ
ポ
ー
ト
と
国
語
科

の
表
現
と
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
、
関
係
す

べ
き
な
の
か
。
こ
れ
に
明
確
に
答
え
ら
れ
る
人
が

い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
あ
る
国
語
科
の
先
生
は
こ
う
語
る
。「
調
査
結
果

を
レ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
が
目
的
な
ら
ば
、
調
査
の

方
法
や
、
調
査
内
容
の
客
観
性
・
資
料
的
価
値
と

い
っ
た
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
そ
れ
で
は
社
会
科

に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
詩
と
い
う
文
学

の
形
式
な
ら
ば
、
そ
の
人
が
こ
う
語
っ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
れ
ば
い
い
、
事
実
で
な
く
と
も
思
い
が

表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
い
い
。
さ
ら
に
、
生
徒
の
主

観
的
な
思
い
を
書
き
込
む
こ
と
も
許
さ
れ
る
」。つ

ま
り
、
事
実
や
客
観
性
重
視
が
社
会
科
、「
思
い
」

や
生
徒
の
主
体
性
重
視
が
国
語
科
だ
、
と
い
う
の

だ
。読
者
の
み
な
さ
ん
は
ど
う
考
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
多
く
の
人
は
、
国
語
科
と
他
教
科
と
の
関
係
を

【
表
一
】
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

他
教
科
は
現
実
を
事
実
に
即
し
て
合
理
的
、
論
理

的
に
考
え
る
も
の
で
、
国
語
科
は
人
間
の
内
面
や

心
情
を
、
感
性
的
に
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
国
語
科
は
現
実
や
事
実
の
表
現
で
も
、
読
者

の
心
に
訴
え
る
よ
う
な
文
学
的
な
表
現
を
め
ざ

す
、
と
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
事
実
と
心
情
と
の

分
裂
、
論
理
と
感
性
と
の
分
裂
で
あ
る
。
本
当
に

そ
う
し
た
理
解
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
各
教
科
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
基

本
的
知
識
や
考
え
方
を
学
ぶ
。
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
は
バ
ラ
バ
ラ
の
知
識
や
言
語
活
動
に
終
わ
り
か

ね
な
い
。
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
の
が
本
来
の
国
語

科
で
は
な
い
か
。
各
教
科
で
学
ん
だ
こ
と
を
材
料

と
し
て
、
高
校
生
一
人
一
人
の
問
題
意
識
や
テ
ー

マ
を
作
る
、
そ
の
た
め
の
方
法
と
能
力
を
学
ぶ
の

が
国
語
科
だ
ろ
う
。（【
表
二
】
を
参
照
）

　
事
実
と
心
情
、
論
理
と
感
性
、
主
観
と
客
観
、

自
己
と
他
者
。
こ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
分
裂
し
た
ま

ま
に
放
置
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
ま

と
め
上
げ
る
こ
と
こ
そ
が
、
本
来
の
国
語
科
の
役

割
な
の
で
あ
る
。
国
語
科
が
読
解
や
表
現
を
担
当

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
教
科
の
前
提
と

な
る
能
力
を
担
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
一
人
の
自
立
し
た
人

間
を
作
る
と
こ
ろ
ま
で
を
使
命
と
す
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
総
合
的

な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
。

　
先
に
提
起
し
た
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
の
問
題
で

も
、
こ
れ
ま
で
の
理
科
や
社
会
科
と
国
語
科
の
分

裂
と
い
っ
た
状
況
を
超
え
て
、
レ
ポ
ー
ト
の
あ
り

方
の
全
体
像
を
示
す
の
が
、
本
来
の
国
語
科
の
使

命
で
あ
る
。
そ
の
文
章
の
目
的
か
ら
し
て
、
ど
の

よ
う
な
構
成
で
、
ど
の
よ
う
な
文
体
を
ど
の
よ
う

に
使
い
分
け
て
書
く
べ
き
か
。
そ
れ
を
指
導
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
一
言
。
国
語
科
の
教
師
の
中
に
は
「
で

は
、
感
性
や
心
情
、
文
学
の
教
育
は
ど
こ
に
い
く

の
か
」
と
心
配
す
る
方
々
が
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

に
答
え
て
お
く
。
そ
う
し
た
「
せ
ま
い
意
味
」
で

の
文
学
や
心
情
的
な
教
育
は
、「
文
学
」
と
い
う
選

択
科
目
と
し
て
位
置
付
け
る
の
が
妥
当
で
は
な
い

か
。
音
楽
や
美
術
と
同
じ
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
の
論
点
を
、
聞
き
書
き
（
調
査
・

取
材
し
た
こ
と
を
も
と
に
ま
と
め
る
文
章
）
や
レ

ポ
ー
ト
の
指
導
に
即
し
て
、
詳
し
く
述
べ
た
の
が

今
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
『「
聞
き
書
き
」
の
力

│
表
現
指
導
の
理
論
と
実
践
』（
大
修
館
書
店
）

で
あ
る
。
是
非
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

す
べ
て
の
教
科
の
言
語
活
動
を
総
合
す
る

国
語
専
門
塾
鶏
鳴
学
園
塾
長
。
国

語
教
育
、
作
文
教
育
の
研
究
を
独

自
に
続
け
る
傍
ら
、
九
〇
年
代
か

ら
進
め
ら
れ
て
い
る
教
育
改
革
の

批
評
活
動
を
し
て
い
る
。

中な
か

井い

　
浩こ

う

一い
ち

【
表
一
】

対
象

認
識
・
表
現
の
方
法

国
語
科

人
間
の
内
面

や
心
情

感
性
的
に
主
観
的
に
と
ら

え
、
感
性
に
訴
え
る
表
現
を

す
る

他
教
科

現
実
や
事
実

客
観
的
に
合
理
的
、
論
理
的

に
考
え
、
論
理
的
に
書
く

【
表
二
】

対
象（
役
割
）
認
識
・
表
現
の
方
法

国
語
科

各
専
門
分
野

の
総
合

全
教
科
で
学
ん
だ
こ
と
を
総

合
的
に
と
ら
え
る
思
考
力
と

言
語
力

他
教
科

専
門
分
野

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る

基
礎
知
識
と
考
え
方
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◆
ア
メ
リ
カ
で
シ
ソ
ー
ラ
ス
と
出
会
う

　

慶
應
義
塾
大
学
在
学
中
の
一
九
六
四
年

に
、
計
量
経
済
学
を
学
ぼ
う
と
、
ア
メ
リ
カ

の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
留
学
し
ま
し

た
。
最
初
の
秋
学
期
に
大
学
で
の
「
学
び
方

入
門
」
の
講
義
が
あ
り
、
英
語
で
文
章
を
書

く
と
き
の
道
具
と
し
て
『
ロ
ジ
ェ
の
シ
ソ
ー

ラ
ス
』（Roget's T

hesaurus

）
が
紹
介
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
シ
ソ
ー
ラ
ス
を
知
っ
た

最
初
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
で
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
次
の
冬

学
期
で
す
。
新
入
生
必
修
の
２
科
目
で
２
週

間
に
計
２
本
英
語
で
ペ
ー
パ
ー
を
書
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
、
図
書
館
に
閉
じ
こ

も
り
き
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
適

切
な
言
葉
を
探
す
た
め
に
ロ
ジ
ェ
を
使
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
で
は
２
年
目
に
統
計
学

部
に
移
り
、一
九
六
六
年
に
卒
業
し
ま
し
た
。

帰
国
し
て
、
翌
年
、
慶
應
の
商
学
部
を
卒
業

し
、
工
学
系
経
営
工
学
の
大
学
院
へ
進
ん
だ

の
で
す
が
、
日
本
の
大
学
・
大
学
院
の
状
況

に
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、
し
だ
い

に
文
学
を
志
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド

で
知
り
合
っ
た
リ
シ
ャ
ー
ル
・
ゲ
ッ
ジ

（Gedji

）
氏
が
、
研
究
員
と
し
て
東
京
に
い

た
の
で
、
相
談
し
ま
し
た
。
初
め
に
米
国
を

見
た
の
で
こ
ん
ど
は
「
旧
世
界
」
を
見
た
い

と
思
っ
て
、
ゲ
ッ
ジ
氏
の
世
話
で
一
九
七
〇

年
に
フ
ラ
ン
ス
へ
渡
り
ま
し
た
。

◆
シ
ソ
ー
ラ
ス
の
仕
事
は
フ
ラ
ン
ス
で
開
始

　

パ
リ
の
下
宿
で
小
説
を
書
こ
う
と
し
た
ん

で
す
が
、
い
き
な
り
ま
と
も
な
も
の
は
書
け

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
考
え
た
の
は
、
良
い
文
章

を
書
く
た
め
に
は
、
語
彙
を
豊
か
に
し
、
対

象
を
正
確
に
捉
え
る
言
葉
と
そ
の
使
い
方
を

学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
こ
で
思
い
出
し
た

の
が
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
で
使
っ
た
『
ロ
ジ

ェ
の
シ
ソ
ー
ラ
ス
』
で
す
。
文
章
を
書
く
準

『
日
本
語
シ
ソ
ー
ラ
ス
』

編
纂
の
四
十
六
年

備
と
し
て
、
ま
ず
は
ロ
ジ
ェ
の
よ
う
な
日
本

語
の
シ
ソ
ー
ラ
ス
を
作
り
、
次
い
で
近
現
代

の
作
家
の
全
集
か
ら
文
例
の
採
集
を
す
る
と

い
う
仕
事
を
４
年
ほ
ど
で
行
う
計
画
を
立
て

ま
し
た
。

　

日
本
の
最
初
の
シ
ソ
ー
ラ
ス
の
試
み
は
国

立
国
語
研
究
所
編
『
分
類
語
彙
表
』（
一
九
六

四
）
で
す
。
私
が
こ
れ
を
知
っ
た
の
は
慶
應

の
大
学
院
の
こ
ろ
で
し
た
。『
分
類
語
彙
表
』

の
収
録
語
数
は
３
万
２
千
あ
ま
り
で
、
分
類

の
繰
り
返
し
（
一
つ
の
語
句
を
複
数
の
語
群

に
重
複
し
て
載
せ
る
）
は
非
常
に
少
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
ロ
ジ
ェ
は
、
延
べ
語
数
32
万

あ
ま
り
で
、
一
つ
の
語
句
が
多
く
の
語
群
に

繰
り
返
し
載
せ
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
最
初
は
、『
広
辞
苑
』（
初
版
）
の

見
出
し
語
を
参
照
し
て
、『
分
類
語
彙
表
』
の

収
録
語
句
を
15
万
語
に
ふ
く
ら
ま
す
こ
と
に

し
ま
し
た
。
し
か
し
や
っ
て
み
る
と
、
15
万

語
を
語
義
ご
と
に
複
数
の
語
群
に
分
類
し
て

手
書
き
で
書
い
て
い
く
に
は
数
年
か
か
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
の
で
、や
り
方
を
変
え
て『
広

辞
苑
』
か
ら
ま
ず
４
〜
５
万
の
基
礎
語
を
選

び
出
し
て
、
五
十
音
順
に
ノ
ー
ト
に
書
い
て

い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
後
で
そ
こ
に
分
類

先
の
語
群
番
号
を
書
き
込
ん
だ
も
の
が
、『
日

本
語
シ
ソ
ー
ラ
ス
』
の
「
索
引
」
の
原
型
に

な
り
ま
し
た
。

◆
ノ
ー
ト
上
で
の
分
類
作
業

　

語
句
を
ど
う
分
類
す
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
が
、『
分
類
語
彙
表
』
は
「
体
・
様
・
相
」

と
い
う
独
自
の
分
類
で
す
。
こ
れ
を
ロ
ジ
ェ

式
の
分
類
体
系
に
し
よ
う
と
、『
分
類
語
彙

表
』
と
ロ
ジ
ェ
（
当
時
４
版
）
を
相
手
に
約

１
年
格
闘
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
満
足
で
き

る
分
類
体
系
は
で
き
な
く
て
疲
れ
果
て
、
パ

ニ
ッ
ク
発
作
を
起
こ
し
て
入
院
す
る
羽
目
に

な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
気
を
取
り
直
し
て
、
こ
ん
ど
は
森

鷗
外
、
志
賀
直
哉
、
谷
崎
潤
一
郎
な
ど
を
読

ん
で
、
多
彩
な
語
句
の
引
用
例
や
名
文
を
採

取
す
る
作
業
を
始
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
打
っ

て
変
わ
っ
て
楽
し
い
作
業
で
し
た
。

　

一
九
七
一
年
九
月
、
パ
リ
を
離
れ
て
友
人

が
見
つ
け
て
く
れ
た
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
寒
村

の
家
に
移
っ
て
、
シ
ソ
ー
ラ
ス
の
作
業
を
再

開
し
ま
し
た
。
暫
定
の
分
類
体
系
表
（
写
真

左
）
を
作
成
し
て
机
の
前
に
貼
り
、
こ
れ
を

見
な
が
ら
、
ノ
ー
ト
の
各
語
群
番
号
の
ペ
ー

ジ
に
、『
広
辞
苑
』
の
見
出
し
語
（
主
に
上
述

の
基
礎
語
以
外
）を
書
い
て
い
っ
た
ん
で
す
。

一
九
四
三
年
千
葉
県
生
ま
れ
。一
九
六
二
年
慶
應
義

塾
大
学
入
学
。一
九
六
六
年
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学

卒
業(

統
計
学
部
・
確
率
論)

。
一
九
六
七
年
慶
應

義
塾
大
学
卒
業(

商
学
部
・
計
量
経
済
学)

。
一
九

六
九
年
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
中
退(

経
営
工
学)

。

一
九
七
〇
年
渡
仏
。
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
会
員
、日
本

文
藝
家
協
会
会
員
。

『
日
本
語
シソ
ー
ラス
│
類
語
検
索
辞
典 

第
２
版
』刊
行
記
念

編
者 
山
口 

翼た
す
く

が
語
る
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を
占
め
る
索
引
の
作
成
に
も
、
試
行
錯
誤
が

必
要
で
し
た
。

　

初
版
『
日
本
語
大
シ
ソ
ー
ラ
ス
』
は
二
〇

〇
三
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
年
、

母
が
入
院
し
、七
月
に
亡
く
な
っ
た
た
め
に
、

最
後
の
校
正
等
の
仕
上
げ
の
作
業
は
自
分
で

は
で
き
な
く
て
、
少
し
悔
い
が
残
る
結
果
と

な
り
ま
し
た
。

◆
13
年
後
の
第
２
版

　
「
第
２
版
序
」
に
書
き
ま
し
た
が
、二
〇
〇

五
年
ご
ろ
か
ら
よ
う
や
く
改
訂
の
こ
と
を
考

え
始
め
ま
し
た
。
当
初
は
小
規
模
な
手
直
し

に
し
よ
う
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
い
ろ
い

ろ
や
り
た
い
こ
と
が
増
え
て
、『
日
本
語
シ
ソ

ー
ラ
ス　

第
２
版
』
の
刊
行
は
初
版
か
ら
13

年
後
の
二
〇
一
六
年
五
月
に
な
り
ま
し
た
。

　

ロ
ジ
ェ
の
シ
ソ
ー
ラ
ス
は
、
ク
ロ
ス
ワ
ー

ド
パ
ズ
ル
な
ど
の
た
め
に
、
改
訂
の
た
び
に

固
有
名
詞
や
専
門
語
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
影
響
も
あ
っ
て
、
初
版

で
は
、各
種
専
門
用
語
辞
典
な
ど
を
参
考
に
、

専
門
語
を
か
な
り
入
れ
ま
し
た
。
特
に
医
学

用
語
は
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
第
２
版
で
は

こ
の
へ
ん
を
少
し
整
理
し
て
、
シ
ソ
ー
ラ
ス

本
来
の
姿
に
近
づ
け
ま
し
た
。（
た
だ
し
、紙

幅
の
制
約
の
な
い
電
子
版
で
は
、
そ
の
か
な

り
の
部
分
を
復
活
さ
せ
る
予
定
で
す
。）

　

第
２
版
で
も
っ
と
も
力
を
注
い
だ
の
は
、

季
語
・
歌
語
の
増
強
で
す
。
初
版
シ
ソ
ー
ラ

ス
は
カ
シ
オ
と
シ
ャ
ー
プ
の
携
帯
用
の
電
子

辞
書
に
収
録
さ
れ
ま
し
て
、
常
に
言
葉
探
し

を
し
て
い
る
俳
句
・
短
歌
の
作
者
に
特
に
好

評
な
ん
で
す
が
、
第
２
版
で
は
こ
の
点
を
さ

ら
に
強
化
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
大
小
の

歳
時
記
、
季
語
・
歌
語
に
つ
い
て
の
資
料
を

参
照
し
て
、
よ
り
多
く
の
季
語
、
歌
語
、
お

よ
び
枕
詞
、
関
連
す
る
古
語
を
収
集
・
分
類

し
ま
し
た
。

　

私
の
シ
ソ
ー
ラ
ス
で
は
、
歳
時
記
と
同
じ

く
季
語
を
季
節
ご
と
に
集
め
た
語
群
の
ほ
か

に
、
意
味
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
語
群
に

も
季
語
が
収
録
さ
れ
て
い
て
、
多
様
な
方
向

か
ら
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
２
版

で
は
季
語
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
語
群
に
は

「
歳
時
記
語
群
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
【
歳
】

と
い
う
印
を
つ
け
ま
し
た
。

　

私
は
二
〇
一
〇
年
ご
ろ
か
ら
鬱
病
に
苦
し

め
ら
れ
た
の
で
す
が
、
こ
の
季
語
関
係
の
作

業
で
な
ん
と
か
し
の
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

私
の
シ
ソ
ー
ラ
ス
の「
０
４
８
３ 

こ
そ
あ

ど
」「
０
４
８
４ 

関
係
詞
的
表
現
」「
０
４
８

６ 

文
末
表
現
」
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
「
０
４

８
６ 

累
加
（
接
続
）」
以
下
の
語
群
は
、
初

版
か
ら
あ
る
語
群
な
ん
で
す
が
、
ロ
ジ
ェ
を

初
め
と
す
る
各
種
シ
ソ
ー
ラ
ス
に
は
な
い
私

の
独
自
の
語
群
で
す
。
日
本
語
に
特
徴
的
な

表
現
が
集
め
て
あ
り
ま
す
の
で
、
文
章
を
書

く
と
き
に
役
立
て
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思

っ
て
い
ま
す
。

（
本
稿
は
、
山
口
翼
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に

編
集
部
で
ま
と
め
た
も
の
で
す
。）

語
義
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
最
初
は
１
語
の
処

理
に
十
何
分
も
か
か
り
ま
し
た
が
、
前
の
時

と
違
っ
て
、
し
ば
ら
く
す
る
と
こ
れ
が
秒
単

位
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
作
業
は
７

か
月
ほ
ど
で
終
わ
り
ま
し
た
。
次
い
で
、『
大

言
海
』『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
見
出
し
語
か

ら
、『
広
辞
苑
』
に
な
い
も
の
を
拾
い
ま
し

た
。
こ
れ
が
、
日
本
語
シ
ソ
ー
ラ
ス
本
体
の

原
型
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ノ
ー
ト
が
傷
ん
で
き
た
の
で
製
本
に

出
し
た
ん
で
す
が
、
そ
の
時
に
ペ
ー
ジ
の
端

を
切
り
落
と
さ
れ
て
、
余
白
へ
の
書
き
込
み

の
一
部
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
件

が
あ
り
ま
し
た
（
写
真
左
）。

◆
ノ
ー
ト
か
ら
カ
ー
ド
へ

　

そ
の
後
、
ノ
ー
ト
の
ま
ま
で
は
扱
い
に
く

い
の
で
、
カ
ー
ド
に
書
き
写
す
作
業
を
始
め

た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
は
膨
大
な
時
間
が
か

か
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
途
中
で
中
止
し
ま

し
た
。
こ
の
こ
ろ
は
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
う

ま
く
い
か
ず
、
苦
し
い
時
代
で
し
た
。

　

一
九
八
〇
年
に
、
フ
ラ
ン
ス
北
部
の
コ
ン

ピ
ー
ニ
ュ
に
転
居
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
コ
ピ

ー
機
を
買
い
、
ノ
ー
ト
や
カ
ー
ド
を
２
年
が

か
り
で
コ
ピ
ー
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
戦
前

の
『
大
辭
典
』（
平
凡
社
）
の
見
出
し
語
、『
日

本
類
語
大
辭
典
』
の
語
句
、
お
よ
び
鷗
外
、

荷
風
、
漱
石
な
ど
16
人
ほ
ど
の
作
家
の
全
集

か
ら
新
し
く
収
集
し
た
語
句
・
文
例
を
、
カ

ー
ド
に
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
文
学
に
戻
っ
て
小
説
を
書
い
た

時
期
も
あ
り
、
シ
ソ
ー
ラ
ス
の
仕
事
は
何
度

も
中
断
し
ま
し
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
後
半

で
し
ょ
う
か
、
ノ
ー
ト
と
カ
ー
ド
の
形
で
、

日
本
語
シ
ソ
ー
ラ
ス
の
中
身
が
だ
い
た
い
で

き
あ
が
り
ま
し
た
。

　

一
九
九
一
年
に
父
が
死
去
し
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
翌
年
帰
国
し
、
家
業
に
携
わ
り
ま
し

た
。

◆
初
版
『
日
本
語
大
シ
ソ
ー
ラ
ス
』
の
出
版

　

一
九
九
六
年
ご
ろ
、
大
修
館
書
店
と
の
間

で
出
版
の
話
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
手
伝
い

の
人
を
募
集
し
て
チ
ー
ム
を
作
り
、
ノ
ー
ト

と
カ
ー
ド
に
書
か
れ
た
シ
ソ
ー
ラ
ス
の
中
身

を
パ
ソ
コ
ン
に
入
力
し
、
原
稿
デ
ー
タ
の
形

に
ま
と
め
て
い
く
作
業
を
し
ま
し
た
。
こ
の

途
中
に
も
、
語
群
の
統
合
や
分
割
・
移
動
な

ど
分
類
体
系
の
手
直
し
が
続
き
ま
し
た
。
こ

の
原
稿
の
ま
と
め
の
作
業
は
、
結
局
６
年
か

か
り
ま
し
た
。

　

あ
る
と
き
手
伝
い
の
人
の
一
人
が
、「
ど
ん

な
言
葉
に
も
分
類
す
る
語
群
が
あ
る
ん
で
す

ね
」
と
感
嘆
し
て
言
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ

は
あ
る
意
味
で
当
然
な
ん
で
す
。
後
で
初
版

の
書
評
の
中
の
言
葉
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
な

に
し
ろ
「
シ
ソ
ー
ラ
ス
は
世
界
観
」
な
の
で

す
か
ら
。

　

こ
う
し
て
で
き
た
原
稿
デ
ー
タ
を
印
刷
所

に
渡
し
て
、
書
籍
の
た
め
の
組
版
を
し
ま
し

た
。
シ
ソ
ー
ラ
ス
に
は
実
に
多
様
な
表
記
が

登
場
す
る
の
で
、
印
刷
所
で
は
膨
大
な
数
の

「
外
字
」（
組
版
用
の
文
字
盤
に
な
い
字
）
を

新
た
に
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
さ
ら
に
、
本
の
ペ
ー
ジ
の
４
割
以
上

編者 山口翼氏
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　﹁
共
同
﹂
と
﹁
協
同
﹂
の
語
は
、ほ
と
ん
ど
の
国
語
辞
典
に

収
め
ら
れ
て
い
る
が
、﹁
協
働
﹂
の
語
を
収
め
て
い
な
い
辞
書

も
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

　﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄︵
第
二
版
、
貮〇〇壹︶
に
は
、﹁
協
働
﹂

も
あ
り
、﹃
い
ろ
は
引
現
代
語
大
辞
典
﹄︵
壹九弎壹︶
に
あ
る
こ

と
、鈴
木
利
貞
編
﹃
学
生
と
教
養
﹄︵
壹九弎六︶
の
中
で
倉
田
百

三
が
﹁
社
会
連
帯
の
生
活
の
中
に
、
出
来
る
だ
け
他
と
協
働

す
る
生
活
を
⋮
⋮
﹂
と
使
っ
た
例
が
引
か
れ
て
い
る
。

　﹃
大
辞
典
﹄
の
初
版
︵
壹九弎五︶
に
は
、

　［
協
働
］cooperation

　
同
一
目
的
の
た
め
に
二
人
以
上

　
の
人
が
協
力
す
る
こ
と
。単
純
協
同
と
複
雑
協
同
と
あ
り
。

と
あ
る
が
、
用
例
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
語
釈
か
ら
す

る
と
、﹁
協
同
﹂
と
あ
ま
り
変
わ
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
と
も
か
く
、
こ
の
語
が
昭
和
の
初
め
ご
ろ
す
で
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　﹃
現
代
用
語
の
基
礎
知
識
﹄︵
貮〇〇七︶
に
よ
る
と
、﹁
協
働
﹂

の
語
は
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
使
用
頻
度
が
増
え
て
き

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「共同・協同・協働」

　﹃
明
鏡
国
語
辞
典
﹄
の
初
版
︵
貮〇〇貮︶
に
は
、﹁
協
働
﹂
の

語
は
収
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、第
二
版
︵
貮〇壹〇︶
に
は
、

﹁
両
国
の
協
働
に
よ
る
事
業
﹂
を
例
に
、﹁
同
じ
目
的
の
た
め

に
協
力
し
て
働
く
こ
と
﹂
と
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、﹁
共
同
事
業
﹂﹁
協
同
事
業
﹂﹁
協
働
に
よ
る
事

業
﹂の
異
同
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
等
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

こ
の
三
語
の
用
例
や
、
特
に
﹁
協
働
﹂
が
二
〇
一
〇
年
代
前

後
よ
り
国
か
ら
の
教
育
情
報
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
背
景

を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
前
に
、
出
版
さ
れ
て
い
る
国
語
辞
典
を
参
考
に
、
三

語
の
意
味
・
用
法
を
ま
と
め
て
み
る
。

︻
共
同
︼
二
人
以
上
の
人
が
一
つ
の
も
の
を
一
緒
に
利
用
し

た
り
、
一
つ
の
も
の
に
同
じ
資
格
・
立
場
で
関
わ
る
こ
と
。

﹁
│
で
使
う
﹂﹁
│
作
業
﹂﹁
│
で
研
究
す
る
﹂﹁
│
声
明
﹂

︻
協
同
︼
二
人
以
上
の
人
や
団
体
が
、
同
じ
目
的
を
達
成
す

る
た
め
、
あ
る
い
は
共
通
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
心
や
力

を
合
わ
せ
、助
け
合
っ
て
仕
事
を
す
る
こ
と
。﹁
産
学
│
﹂﹁
農

業
│
組
合
・
生
活
│
組
合
﹂

︻
協
働
︼
一
つ
の
目
的
の
た
め
に
、
言
語
や
文
化
、
専
門
分

野
な
ど
が
異
な
る
多
様
な
他
者
が
、
対
等
な
立
場
で
補
完
・

協
力
し
あ
う
こ
と
。

　﹁
協
同
﹂
は
、﹁
協
﹂
の
字
義
か
ら
、﹁
共
同
﹂
よ
り
も
一
緒

に
力
を
合
わ
せ
て
協
力
す
る
意
味
合
い
が
強
い
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
ま
た
、
用
例
の
熟
語
か
ら
﹁
同
じ
目
的
の
達
成
﹂

﹁
共
通
の
利
益
を
守
る
﹂
こ
と
な
ど
を
加
え
る
こ
と
で
、﹁
協

同
﹂
の
用
法
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
の
語
に
は
、﹁
産
学
協
同
﹂

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
業
界
と
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ
、
役
割
分

担
が
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。

　﹁
協
働
﹂
の
語
に
は
、
他
の
二
語
と
違
っ
て
、﹁
協
働
○
○
﹂

﹁
○
○
協
働
﹂
と
い
う
熟
語
の
例
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
。

　﹁
協
同
﹂
も
﹁
協
働
﹂
も
一
つ
の
目
的
に
向
か
っ
て
心
や
力

を
合
わ
せ
て
物
事
を
行
う
こ
と
で
は
同
じ
だ
が
、﹁
協
働
﹂
が

使
わ
れ
る
背
景
に
は
、
知
識
基
盤
社
会
化
に
よ
る
専
門
領
域

の
細
分
化
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

創
出
、
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
て
、
ま
す
ま
す

﹁
主
体
性
・
多
様
性
・
協
働
性
﹂
が
求
め
ら
れ
る
時
代
が
到
来

し
つ
つ
あ
り
、
自
立
し
た
人
間
と
し
て
、
文
明
や
文
化
な
ど

の
異
な
る
多
様
な
他
者
と
心
を
一
つ
に
し
、
同
じ
目
的
に
向

か
っ
て
、
得
意
分
野
・
専
門
分
野
な
ど
で
協
力
し
て
行
動
し
、

創
造
的
な
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　﹁
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
高
大
接
続
の
実
現
に
向
け

た
高
等
学
校
教
育
、
大
学
教
育
、
大
学
入
学
者
選
抜
の
一
体

的
な
改
革
に
つ
い
て
﹂︵
貮〇壹亖、中
央
教
育
審
議
会
答
申
︶
や

そ
れ
以
降
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
関
わ
る
審
議
中
の
文

言
の
中
に
、
例
え
ば
、﹁
他
者
と
協
働
し
な
が
ら
新
し
い
価
値

を
創
造
し
﹂﹁
主
体
的
・
協
働
的
に
学
ぶ
学
習
︵
い
わ
ゆ
る

﹁
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
﹂︶
の
充
実
﹂
な
ど
﹁
協
働
﹂

の
語
が
頻
出
す
る
。
流
動
化
し
、
解
の
見
え
な
い
不
透
明
な

社
会
を
生
き
る
た
め
に
は
、
初
中
教
育
の
段
階
か
ら
課
題
の

発
見
や
解
決
に
向
け
て
、
主
体
的
・
対
話
的
︵
協
働
的
︶
な
、

深
い
学
び
の
方
法
を
身
に
付
け
る
必
要
性
を
説
く
行
政
が
発

信
し
た
こ
と
ば
が
﹁
協
働
﹂
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

【明鏡】言の葉アラカルト⑯

金子 守
元筑波大学大学院教授
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◆﹁
近
代
の
小
説
﹂と
は
な
に
か
？

　

封
建
制
社
会
（
身
分
制
度
）
に
お
い
て
、
自
分

の
人
生
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

百
姓
の
子
は
百
姓
、
大
工
の
子
は
大
工
で
あ
り
、

同
じ
村
の
中
の
お
節
介
な
お
ば
さ
ん
が
結
婚
の
世

話
も
し
て
く
れ
た
。
親
の
姿
を
見
れ
ば
自
分
の
人

生
は
分
か
る
し
、
そ
の
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
る
こ

と
さ
え
な
く
、
安
心
し
て
日
々
暮
ら
し
て
い
け
ば

よ
い
の
だ
っ
た
。
百
姓
は
、
大
工
の
人
生
に
な
ど

興
味
は
な
か
っ
た
。そ
こ
で
求
め
ら
れ
た
文
学
は
、

娯
楽
で
あ
っ
た
。
人
々
は
、
不
思
議
な
物
語
、
お

も
し
ろ
い
物
語
、
つ
ま
り
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
読

ん
で
、
い
っ
と
き
日
常
を
忘
れ
て
楽
し
め
れ
ば
よ

か
っ
た
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
代
に
な
る
と
身
分
制
度
は
崩
壊

し
、
我
々
は
自
由
に
な
っ
た
。
身
分
に
縛
ら
れ
る

こ
と
な
く
自
分
で
生
き
方
を
決
め
ら
れ
る
。
逆
に

言
え
ば
、
自
分
の
人
生
は
自
分
で
切
り
拓
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
人
々
は
、
他
人
の
人
生

を
知
り
た
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
生
き
方

が
あ
る
の
か
。
悩
ん
で
い
る
の
は
自
分
だ
け
な
の

か
。

　

そ
こ
で
、
誕
生
し
た
の
が
、「
小
説
」
で
あ
る
。

小
説
と
は
、
主
人
公
が
、
読
者
に
と
っ
て
、
人
生

の
モ
デ
ル
（
反
面
教
師
を
含
む
）
に
な
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
こ
の
人
の
悩
み
は
、自
分

の
悩
み
と
同
じ
だ
」
と
思
え
る
こ
と
、す
な
わ
ち
、

感
情
移
入
で
き
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
白
雪
姫
や
桃
太
郎
に
感
情
移
入
で
き
る

だ
ろ
う
か
。

投稿

佐
藤
　
功

「
身
分
」と「
に
き
び
」か
ら
読
み
解
く「
羅
生
門
」

◆
主
人
公
の
男
は
何
者
か
？

　

平
安
末
期
の
社
会
秩
序
が
崩
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
京
を
舞
台
と
す
る
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
、「
下

人
」
と
称
さ
れ
る
。
し
か
し
、
彼
は
実
は
下
人
で

は
な
い
。
主
人
か
ら
暇
を
出
さ
れ
「
下
人
で
は
な

く
な
っ
た
男
」
で
あ
る
。
彼
は
、
明
日
か
ら
ど
う

や
っ
て
食
べ
て
い
こ
う
か
と
途
方
に
暮
れ
て
、
羅

生
門
の
下
で
雨
宿
り
を
し
て
い
る
の
だ
。

　

主
人
か
ら
暇
を
出
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
単
に

職
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
注

意
す
べ
き
は
、
下
人
と
は
、
職
業
で
は
な
く
【
身

分
】
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
身
分
制
度
か
ら
の
解

放
と
は
、
初
め
か
ら
近
代
に
生
き
る
我
々
が
考
え

る
よ
う
な
、
無
条
件
で
喜
ば
し
い
出
来
事
で
は
あ

り
え
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
男
は
、
下
人
と
い
う
い

わ
ば
奴
隷
の
よ
う
な
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
自
由
に

な
っ
た
お
か
げ
で
、
生
き
る
す
べ
を
失
い
、
途
方

に
暮
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

繰
り
返
す
が
、
こ
の
と
き
主
人
公
の
男
は
も
は

や
下
人
で
は
な
い
。
作
品
中
で
は
最
後
ま
で
下
人

と
称
さ
れ
る
が
、
彼
は
下
人
で
な
く
な
っ
た
が
ゆ

え
に
、
い
か
に
生
き
る
か
、
途
方
に
暮
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

　

男
は
こ
の
と
き
、
生
き
る
た
め
に
は
盗
人
に
な

る
し
か
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
「
積
極

的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
勇
気
が
出
ず
に
い
た
」。

　

そ
こ
で
彼
は
、
と
り
あ
え
ず
羅
生
門
の
上
層
に

登
っ
て
夜
を
明
か
そ
う
と
梯
子
に
足
を
か
け
る
。

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ら
、
こ
こ
で
Ｃ
Ｍ
が
入
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

「
そ
れ
か
ら
、
何
分
か
の
後
」、
つ
ま
り
Ｃ
Ｍ
明
け

は
、
梯
子
の
中
段
で
一
人
の
男
が
「
息
を
殺
し
な

が
ら
、
上
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
」
る
と
い
う

シ
ー
ン
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ
の
人
影
は
い
っ

た
い
何
者
か
？　

実
に
見
事
な
演
出
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
で
は
、
は
じ
め
誰
だ
か
分
か
ら
な
い

こ
の
男
が
、
右
の
頬
に
あ
る
【
に
き
び
】
に
よ
っ

て
、先
ほ
ど
の
「
元 

下
人
」
だ
と
い
う
こ
と
が
明

か
さ
れ
る
。

　

こ
の
記
述
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
身
分

か
ら
解
放
さ
れ
自
由
に
な
っ
た
男
は
、
も
は
や
何

者
で
も
な
い
。【
に
き
び
】が
無
け
れ
ば
誰
だ
か
分

か
ら
な
い
。【
に
き
び
】
に
よ
っ
て
の
み
、彼
は
固

有
の
存
在
と
し
て
識
別
さ
れ
る
。

◆
正
義
感
の
正
体

　

男
は
、
羅
生
門
の
上
で
、
死
体
か
ら
髪
の
毛
を

抜
く
と
い
う
罰
当
た
り
な
行
為
を
目
撃
し
、「
あ
ら

ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
」
を
燃
え
上
が
ら
せ
、
老

婆
を
捕
え
る
。

　

し
か
し
、
語
り
手
の
言
う
通
り
、「
下
人
に
は
、

も
ち
ろ
ん
、
な
ぜ
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く

か
わ
か
ら
な
か
っ
た
」。
だ
か
ら
、「
そ
れ
を
善
悪

の
い
ず
れ
に
片
づ
け
て
よ
い
か
」も
分
か
ら
な
い
。

も
し
か
し
た
ら
、
老
婆
は
、
娘
の
形
見
に
す
る
た

め
に
死
体
か
ら
髪
を
持
ち
帰
ろ
う
と
し
て
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
の
だ
か
ら
。

　

と
な
れ
ば
、
こ
の
男
の
行
動
は
、
い
わ
ゆ
る
正

義
感
に
よ
る
も
の
と
は
言
え
ま
い
。
こ
の
と
き
男

が
反
感
を
持
っ
た
の
は
、「
猿
の
よ
う
な
老
婆
」
が

髪
を
抜
い
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、「
こ
の
雨
の
夜

に
、こ
の
羅
生
門
の
上
で
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

老
婆
の
風
体
、
季
節
や
天
候
、
時
刻
や
場
所
の
不

気
味
さ
が
、男
の
心
に
「
少
な
か
ら
ず
影
響
し
た
」

の
だ
。
雨
が
、
彼
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
影

響
し
、
感
傷
的
な
気
分
に
さ
せ
た
よ
う
に
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
男
は
雰
囲
気
に
流
さ
れ
た
だ
け

な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
明
日
か
ら
の

生
活
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
彼
は
イ
ラ

イ
ラ
し
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
証
拠

に
、「
下
人
は
、
さ
っ
き
ま
で
、
自
分
が
、
盗
人
に

な
る
気
で
い
た
こ
と
な
ぞ
は
、
と
う
に
忘
れ
て
い

る
」。
ま
っ
た
く
い
い
気
な
も
の
だ
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い

の
は
、【
彼
は
特
殊
な
人
間
で
は
な
い
】
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
私
た
ち
人
間
の
心
が
、
雰
囲
気
に
影

響
さ
れ
る
の
は
、
誰
に
と
っ
て
も
、
い
つ
も
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。

◆
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
　
主
人
公
の
男
は
何
者
か
？

再
び

　

さ
て
、
男
は
老
婆
を
ね
じ
伏
せ
、
圧
倒
的
な
優

位
に
立
っ
た
。
そ
の
満
足
が
男
の
態
度
を
優
し
く

さ
せ
る
。

　

今
ま
で
「
下
人
」
と
し
て
社
会
の
最
下
層
で
生

き
て
き
た
男
が
、
生
ま
れ
て
初
め
て
「
人
を
見
下

し
た
」
瞬
間
で
あ
る
。
生
ま
れ
て
初
め
て
人
の
上
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に
立
っ
た
の
で
あ
る
。「
悪
い
ヤ
ツ
を
捕
ま
え
た
、

俺
も
や
る
も
ん
だ
、
自
分
は
意
味
の
あ
る
人
間
だ

…
…
。」
こ
の
と
き
彼
は
、身
分
と
い
う
お
仕
着
せ

の
社
会
的
な
位
置
付
け
と
は
別
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
（
自
分
の
居
場
所
）
を
獲
得
し
た
。
に
き
び

以
外
に
も
、
彼
を
固
有
の
存
在
と
し
て
「
そ
の
他

大
勢
」
か
ら
切
り
離
し
て
く
れ
る
も
の
を
手
に
入

れ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
あ
、
俺
が
捕
ま
え
た
こ
の
老
婆
は
、
ど
れ
ほ

ど
悪
い
ヤ
ツ
な
の
か
？

　

し
か
し
彼
の
期
待
は
見
事
に
裏
切
ら
れ
る
。

　

か
つ
ら
を
作
っ
て
売
る
た
め
の
行
為
。「
な
ん
だ

そ
ん
な
こ
と
か
。」男
は
が
っ
か
り
す
る
。
自
分
は

ど
れ
ほ
ど
の
悪
を
退
治
し
た
英
雄
な
の
だ
ろ
う
か

と
期
待
し
て
い
た
か
ら
だ
。「
く
だ
ら
な
い
マ
ネ
し

や
が
っ
て
、
ふ
ざ
け
る
な
！
」

　

や
は
り
彼
が
老
婆
を
捕
え
た
動
機
は
、
い
わ
ゆ

る
正
義
感
で
は
な
か
っ
た
。「
俺
は
ど
れ
ほ
ど
ス
ゴ

イ
人
間
な
の
か
？
」
身
分
と
い
う
拠
り
所
を
失
っ

た
彼
が
求
め
て
い
た
も
の
は
、
自
信
で
あ
っ
た
。

社
会
的
な
賞
賛
で
あ
っ
た
。「
こ
れ
が
自
分
だ
。
他

の
ヤ
ツ
と
は
違
う
ん
だ
」
と
胸
を
張
っ
て
言
え
る

「
自
我
の
核
」
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
老
婆
は
、
男
の
怒
り
を
誤
解
し
て
、

彼
に
向
か
っ
て
言
い
訳
を
始
め
る
。「
生
き
る
た
め

に
は
し
か
た
が
な
い
」「
生
き
る
た
め
な
ら
許
さ
れ

る
」
と
釈
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
て
、
老
婆
の
そ
の
言
葉
に
は
、
彼
女
の

意
図
と
裏
腹
に
、
重
大
な
落
と
し
穴
が
あ
っ
た
。

誤
解
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
、

我
々
人
間
に
と
っ
て
は
、い
つ
も
の
こ
と
で
あ
る
。

◆
主
人
公
の
勇
気
と
は
？

　
「
生
き
る
た
め
な
ら
許
さ
れ
る
」。
老
婆
の
言
葉

を
聞
い
た
男
の
心
に
は
「
あ
る
勇
気
」
が
生
ま
れ

た
。
そ
れ
は
ど
ん
な
勇
気
か
。「
盗
人
に
な
る
勇

気
」
？　

良
く
な
い
こ
と
を
す
る
時
、
そ
れ
を
普

通
は
「
勇
気
」
と
呼
ば
な
い
。
で
は
何
と
呼
ぶ
べ

き
か
。
た
と
え
ば
「
盗
人
に
な
る
覚
悟
」
と
呼
ぶ

の
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
芥
川
は
、
あ
え
て
主
人
公
の
「
覚
悟
」

を
「
勇
気
」
と
呼
ん
だ
。
結
果
、
彼
の
決
心
は
、

一
面
に
お
い
て
、
良
き
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
表

現
さ
れ
る
。
単
純
な
正
義
に
照
ら
し
て
一
方
的
に

「
盗
人
に
な
る
の
は
悪
い
こ
と
」と
い
う
表
現
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

男
は
、
生
き
る
た
め
に
は
「
盗
人
に
な
る
よ
り

ほ
か
に
し
か
た
が
な
い
」
の
だ
。

　

で
は
「
盗
人
に
な
る
勇
気
」
の
前
半
「
盗
人
に

な
る
」
部
分
の
方
を
、
今
度
は
「
勇
気
」
に
ふ
さ

わ
し
く
言
い
換
え
よ
う
。

　
「
生
き
る
勇
気
」。「
飢
え
死
に
な
ど
考
え
な
い
勇

気
」。「
何
が
何
で
も
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
勇

気
」。

　

こ
こ
で
、
思
い
出
し
て
欲
し
い
の
だ
が
、
下
人

が
ク
ビ
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
か
。
彼
が
何

か
失
敗
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
社
会
全
体
が
不
景

気
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
泥
棒
に

な
る
く
ら
い
な
ら
死
ん
だ
ほ
う
が
マ
シ
だ
と
い
う

の
は
、
確
か
に
「
正
し
い
覚
悟
」
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
芥
川
は
そ
れ
を
、
盗
人
に
な
る

「
勇
気
が
出
ず
に
い
た
」
と
、作
品
の
冒
頭
で
既
に

書
い
て
い
る
…
…
。

◆
人
生
の
モ
デ
ル

　

も
し
、
老
婆
の
不
道
徳
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、

生
き
る
す
べ
を
失
っ
た
こ
の
男
の
不
道
徳
も
ま
た

許
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

生
き
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
弱
者
を
踏
み
つ
け

る
。
そ
の
意
味
で
「
主
人
公
の
男
と
老
婆
と
の
関

係
」
は
、「
老
婆
と
死
体
の
女
と
の
関
係
」
と
、【
相

似
形
】
を
な
す
。
小
説
の
読
解
に
お
い
て
、「
関
係

の
相
似
形
」
は
き
わ
め
て
重
要
だ
。
老
婆
は
自
分

よ
り
弱
い
死
体
を
踏
み
付
け
に
し
た
代
わ
り
に
、

自
分
よ
り
強
い
男
に
踏
み
付
け
に
さ
れ
る
こ
と

に
、
甘
ん
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
の
と
き
、
老
婆
の
言
葉
は
、
途
方
に
暮
れ
て

い
た
こ
の
男
に
対
し
て
、
生
き
る
指
針
を
示
す
も

の
と
な
っ
た
。

　

下
人
と
い
う
身
分
を
失
い
自
由
に
な
っ
た
男

は
、
自
分
の
人
生
を
自
己
責
任
で
切
り
拓
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
ど
う
し
て
い
い
か
分
か
ら

ず
途
方
に
暮
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
他
人
の
生

き
方
を
モ
デ
ル
と
し
て
知
り
た
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
老
婆
は
彼
の
手
本
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

も
は
や
男
は
「
に
き
び
」
に
頼
る
必
要
が
な
く

な
っ
た
。「
俺
は
、俺
だ
。
何
が
あ
っ
て
も
生
き
て

い
く
の
だ
」。

　

彼
は
、
ま
さ
に
典
型
的
な
近
代
人
と
し
て
、
普

遍
的
な
存
在
な
の
で
あ
り
、
我
々
読
者
の
姿
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
。
自
分
は
い
っ
た
い
何
者
な
の

か
。
自
分
の
居
場
所
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
高
校

を
卒
業
し
た
ら
ど
う
す
る
か
。
ど
う
や
っ
て
収
入

を
得
て
生
き
て
い
く
の
か
。
強
盗
に
な
る
と
は
言

わ
な
い
ま
で
も
、
死
人
か
ら
髪
を
抜
い
て
カ
ツ
ラ

に
し
て
売
る
く
ら
い
の
こ
と
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
誰
も
が
し
て
い
る
事
で
は
な
い
の
か（
例
え
ば
、

一
〇
〇
円
シ
ョ
ッ
プ
で
売
ら
れ
て
い
る
商
品
は
誰

が
ど
ん
な
給
料
で
作
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
…
）。

こ
の
悩
み
こ
そ
、
江
戸
時
代
に
は
存
在
し
な
い
悩

み
で
あ
り
、近
代
の
青
年
に
特
有
の
悩
み
な
の
だ
。

　
【
生
き
る
勇
気
】
を
手
に
入
れ
た
男
は
、老
婆
か

ら
着
物
を
奪
っ
て
「
ま
た
た
く
間
に
急
な
は
し
ご

を
夜
の
底
へ
駆
け
下
り
」
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

◆
自
由
な
社
会
に
生
き
る
と
い
う
こ
と

　

し
か
し
、
し
か
し
で
あ
る
。
身
分
制
と
い
う
秩

序
が
崩
壊
し
、
人
間
が
自
由
に
生
き
ら
れ
る
近
代

と
は
ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
の
か
。
言
い
換
え

れ
ば
、
人
間
が
、
一
人
一
人
み
ん
な
自
分
の
こ
と

を
優
先
し
て
、
何
が
何
で
も
生
き
て
い
こ
う
と
す

る
社
会
と
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
で
あ
る
の
か
。

　

男
は
、
真
っ
暗
で
洞
穴
の
よ
う
な
夜
の
世
界
に

消
え
て
い
っ
た
。
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
は
「
だ

れ
も
知
ら
な
い
」。若
い
女
は
死
ん
で
な
お
老
婆
に

踏
み
つ
け
に
さ
れ
、
老
婆
は
こ
の
男
に
踏
み
つ
け

に
さ
れ
た
。
次
は
、
彼
が
踏
み
つ
け
ら
れ
る
番
な

の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
最
後
の
一
文
に
は
、
明
ら
か
に
作
者
・
芥

川
の
狙
い
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
主
人
公
が
こ

の
後
、
何
の
苦
労
も
な
い
幸
福
な
明
る
い
人
生
を

お
く
っ
た
と
読
む
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。

　

不
自
由
だ
が
自
分
の
人
生
を
全
て
見
通
せ
る
安

心
な
身
分
制
社
会
は
終
わ
っ
た
。「
自
分
の
人
生
を

自
分
で
決
め
ら
れ
る
自
由
」
を
手
に
入
れ
た
私
た

ち
は
、
そ
の
か
わ
り
、「
先
の
見
え
な
い
不
安
な

闇
」
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
か

し
た
ら
、
そ
こ
に
は
身
も
蓋
も
な
い
弱
肉
強
食
の

世
界
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

男
が
勇
気
を
持
っ
て
駆
け
降
り
て
行
っ
た
世
界

と
は
、
我
々
読
者
が
住
む
こ
の
現
実
の
世
界
で
あ

る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
明
る
い
希
望
だ
け
で
も

な
い
が
、真
っ
暗
な
絶
望
だ
け
で
も
な
い
。
第
一
、

こ
の
社
会
を
作
っ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
自
身
で

あ
る
。
生
身
の
肉
体
を
持
つ
私
た
ち
人
間
は
、
先

の
見
え
な
い
リ
ア
ル
な
現
実
の
世
界
の
中
で
、
そ

れ
で
も
勇
気
を
持
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
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ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
、
資

質
・
能
力
、
新
大
学
入
試
…
。
学
習

指
導
要
領
改
訂
や
高
大
接
続
改
革
を

め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
キ
ー
ワ
ー
ド

が
飛
び
交
う
昨
今
。
高
校
国
語
は
一

大
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
新
し
い
高
校
国
語

を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
、

ど
の
よ
う
に
指
導
し
て
い
け
ば
よ
い

か
は
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
る
。

そ
ん
な
悩
み
に
応
え
、
一
つ
の
指

針
を
示
し
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。

「
理
論
編
」
で
は
、
次
期
学
習
指
導

要
領
の
め
ざ
す
も
の
や
、学
習
評
価
、

大
学
入
試
な
ど
の
最
新
情
報
を
紹

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
二
四
頁

定
価
＝
本
体
二
二
〇
〇
円
＋
税

介
・
解
説
し
、「
実
践
編
」
で
は
、
新

し
い
授
業
の
あ
り
方
を
、
実
際
に
行

わ
れ
た
授
業
実
践
の
形
で
示
し
て
い

る
。
ま
た
、
各
実
践
に
は
、
授
業
指

導
者
の
解
説
記
事
「
こ
の
授
業
こ
こ

が
ポ
イ
ン
ト
！
」が
付
さ
れ
て
お
り
、

各
授
業
の
注
目
す
べ
き
点
も
わ
か
り

や
す
い
。
次
期
学
習
指
導
要
領
、
新

テ
ス
ト
関
連
の
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説
な

ど
「
資
料
編
」
も
充
実
し
て
い
る
。

理
論
と
実
践
の
両
面
か
ら
、
高
校

国
語
の
最
先
端
の
姿
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
本
書
は
、
こ
れ
か
ら
の
国

語
教
育
を
考
え
る
上
で
、
必
読
の
書

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
聞
き
書
き
」
は
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
よ
っ
て
聞
き
取
っ
た
内
容
を
再
構

成
し
記
述
し
て
い
く
総
合
的
な
表
現

活
動
で
あ
る
。
だ
が
、
指
導
法
が
不

明
確
で
あ
る
た
め
に
尻
込
み
す
る
人

も
多
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
状
況
を
何
と
か
改
善
し
た
い

と
思
わ
れ
た
な
ら
、
ま
ず
、
本
書
に

収
め
ら
れ
た
一
四
編
の
生
徒
作
品
に

目
を
通
し
て
ほ
し
い
。
生
身
の
人
間

と
出
会
い
、
人
と
し
て
の
生
き
方
や

物
事
の
あ
り
よ
う
に
対
す
る
理
解
を

深
め
、
問
題
の
本
質
に
深
く
迫
っ
て

い
く
道
筋
が
見
事
に
語
ら
れ
て
い

る
。自
分
の
経
験
だ
け
に
頼
っ
た
り
、

借
り
物
の
論
理
を
振
り
回
し
た
り
す

る
底
の
浅
い
小
論
文
と
は
根
本
的
に

異
な
る
文
章
で
あ
る
。

こ
う
し
た
文
章
は
ど
う
す
れ
ば
生

ま
れ
る
の
か
。
そ
の
実
践
方
法
と
考

え
方
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
く

れ
て
い
る
の
が
本
書
で
あ
る
。
立
花

隆
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
、
塩
野
米

松
と
の
対
談
も
読
み
応
え
が
あ
る
。

「
聞
き
書
き
」
は
、「
主
体
的
な
学

び
／
対
話
的
な
学
び
／
深
い
学
び
」

を
実
現
さ
せ
る
の
に
最
適
な
指
導
法

で
あ
る
。
こ
の
書
を
契
機
と
し
て
、

「
聞
き
書
き
」に
取
り
組
む
教
員
が
増

え
る
こ
と
を
心
よ
り
祈
る
。

評
者
＝
木
林
雅
之

Ａ
５
判
・
並
製
・
二
九
八
頁

定
価
＝
本
体
二
五
〇
〇
円+

税

評
者
＝
田
中
宏
幸

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授

書
名
を
見
て
、「
え
？ 

知
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
わ
ざ
を
知
っ
て
ど
う
す

る
の
？
」と
思
っ
た
あ
な
た
。「
知
ら

れ
ざ
る
こ
と
わ
ざ
」
も
使
い
よ
う
で

す
よ
。
例
え
ば
…
。

失
恋
で
落
ち
込
ん
で
い
る
高
校
生

に
、「
悲
し
み
の
一い
っ

時と
き

は
楽
し
み
の
一

時
よ
り
長
し
だ
な
、
さ
ぞ
つ
ら
か
ろ

う
。
だ
が
、
茨
い
ば
らも
花
持
つ
（
逆
境
に

も
楽
し
い
こ
と
は
あ
る
）と
言
う
し
、

月
日
も
変
わ
れ
ば
日
も
変
わ
る
さ
。

一
度
焼
け
た
山
は
二
度
は
焼
け
な
い

か
ら
大
丈
夫
だ
よ
。」と
励
ま
す
。
た

だ
し
、
や
り
す
ぎ
る
と
、
切
っ
た
口

は
治
せ
る
が
言
っ
た
口
は
治
ら
ぬ
事

態
に
陥
る
の
で
ご
用
心
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
ば
や

り
の
ご
時
世
。
片
手
で
錐き
り

は
も
め
ぬ

の
だ
か
ら
、
協
働
的
学
習
、
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
大
切
さ
も
わ
か
る
。

だ
が
、
大
功
を
成
す
も
の
は
衆
に
諮

ら
ず
と
、
果
断
な
行
動
力
も
時
に
は

必
要
だ
ろ
う
。
千せ
ん

羊よ
う

は
独ど
っ

虎こ

を
防
ぐ

こ
と
あ
た
わ
ず
、
な
の
だ
。

と
は
い
え
、
孔
雀
は
羽
ゆ
え
に
人

に
捕
ら
れ
る
（

≒

出
る
杭
は
打
た
れ

る
）
の
も
一
面
の
真
実
。
混
迷
の
時

代
、
根
を
深
く
し
て
蔕ほ
ぞ

を
固
く
す
る

（
蔕
＝
果
物
の
へ
た
、基
礎
を
し
っ
か

り
固
め
る
）
の
が
肝
要
か
。

「
か
た
つ
む
り
」
の
方
言
分
布
は
、

中
心
（
都
）
か
ら
周
縁
に
向
か
っ
て
、

デ
デ
ム
シ
↓
マ
イ
マ
イ
↓
カ
タ
ツ
ム

リ
↓
ツ
ブ
リ
↓
ナ
メ
ク
ジ
と
い
う
同

心
円
を
描
く
。
柳
田
国
男『
蝸
牛
考
』

で
有
名
な
こ
の
説
に
、
著
者
は
真
っ

向
か
ら
反
論
す
る
。「『
か
た
つ
む
り
』

の
方
言
分
布
を
三
十
年
以
上
見
て
い

る
が
、
私
に
は
一
度
と
し
て
、
言
わ

れ
る
よ
う
な
同
心
円
が
見
え
た
こ
と

が
な
い
」。

で
は
、
方
言
は
ど
の
よ
う
に
形
成

さ
れ
る
の
か
。
そ
の
具
体
的
事
例
が

本
書
の
根
幹
を
成
す
。
河
川
の
交
通

が
運
ん
だ
方
言
。
経
済
活
動
と
言
葉

の
伝
播
の
関
係
。
土
地
の
自
然
観
や

家
族
制
度
と
敬
語
と
の
関
係
。
標
高

と
動
詞
の
活
用
変
化
。
人
口
密
度
と

言
葉
の
変
化
。「
行
く
だ
」「
行
く
ず

ら
」
の
よ
う
な
「
田
舎
ら
し
い
方
言
」

の
成
立
過
程
…
。

「
方
言
は
な
ぜ
そ
こ
に
あ
る
の
か
」。

こ
の
究
極
の
問
い
を
め
ぐ
る
謎
解
き

は
、
驚
く
ほ
ど
多
彩
、
か
つ
ス
リ
リ

ン
グ
だ
。
方
言
の
起
源
を
探
る
こ
と

は
、「
人
類
や
生
物
や
宇
宙
を
対
象
と

す
る
研
究
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
起
源
を

探
究
し
て
い
る
の
と
同
じ
」
と
筆
者

は
い
う
。
学
問
研
究
へ
の
ロ
マ
ン
を

か
き
立
て
る
一
冊
で
あ
る
。

評
者
＝
品
川　

樹

＊
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
本
書
収
録
の
こ
と
わ
ざ

評
者
＝
大
井　

悟

思
わ
ず
使
っ
て
み
た
く
な
る
知
ら
れ
ざ
る
こ
と
わ
ざ

変
わ
る
！
高
校
国
語
の
新
し
い
理
論
と
実
践

│
│「
資
質・能
力
」の
確
実
な
育
成
を
め
ざ
し
て

「
聞
き
書
き
」の
力
│
│
表
現
指
導
の
理
論
と
実
践

こ
と
ば
の
地
理
学
│
│
方
言
は
な
ぜ
そ
こ
に
あ
る
の
か

時
田
昌
瑞　

著

大
滝
一
登
・
幸
田
国
広　

編
著

中
井
浩
一
・
古
宇
田
栄
子　

編
著

大
西
拓
一
郎　

著

四
六
判
・
並
製
・
二
一
〇
頁

定
価
＝
一
八
〇
〇
円
＋
税

四
六
判
・
上
製
・
二
〇
八
頁

定
価
＝
二
二
〇
〇
円
＋
税



新
全
訳
古
語
辞
典
大
修
館
書
店

◉すべての用例に現代語訳を付けた全訳タイプ
◉古典学習・大学入試に必要十分な約17,500語を収録
◉ビジュアル化を追求、古語への苦手意識をとりのぞく工夫満載
◉ハンディで開きやすく、機能的で斬新なブックデザイン

「
読
む
辞
典
」か
ら
、「
見
て
わ
か
る
辞
典
」へ
。
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確
か
な
解
説

わ
か
る
図
解

完
全
理
解
！

2016 年
秋
新刊

＋

＝

これからの
古語辞典は



人
物
（
男
性
貴
族
）

人
物
（
女
性
）

人
物
（
一
般
）

人
物
（
僧
）

住
ま
い

装
束

武
装

行
事

信
仰

時
間
と
方
位

正
月

春夏秋冬古
今
異
義
語

掛
詞

助
動
詞

助
詞

敬
語

特 色

１
試
験
に
よ
く
出
る
、現
代
で
は
実
感
し
に
く
い
重
要
語

最
重
要
語
は「
こ
れ
で
覚
え
る
！
」「
ま
と
め
て
覚
え
る
！
」

特 色

２
貴
族
の
生
活
、季
節
感
を
イ
メ
ー
ジ
で
実
感
！

重
要
語
に
は
一
目
で
わ
か
る
ア
イ
コ
ン
表
示

季語・季節 人物・事物重要語

ほかにもこんなアイコンが！

意味の似ている重要語が
まとめて覚えられるコラム

覚えるべきポイントが
端的にわかる

古典の世界を
実感するアイコン

古典の季節を
実感するアイコン



特 色

３
生
徒
の
苦
手
な「
文
法
」。で
も
、こ
れ
な
し
に
古
典
は
読
め
な
い
…

助
詞
・
助
動
詞
は「
接
続
」「
活
用
」「
意
味
」「
識
別
」を
一
目
で
把
握

特 色

４
生
徒
の
苦
手
な「
敬
語
」。で
も
、こ
れ
な
し
に
古
典
は
読
め
な
い
…

敬
語
は「
見
取
図
」で
全
体
を
把
握
、「
図
解
」で
敬
意
を
つ
か
む

ポイントが見やすく覚えやすい、
「接続」「活用」「意味」の表

試験によく出る「識別」も
一目でわかりやすい表に

敬語の種類、訳し方、用例を
見やすい表組みに

用例に即して敬意の種類や
方向を明確に図解

何種類もある敬語の用法や
複雑な複合語の構造が
一目でわかる見取図



特 色

５
苦
手
な
生
徒
が
多
い「
和
歌
」。入
試
で
も
正
答
率
が
ガ
ク
ン
と
落
ち
る
…

和
歌
が
わ
か
る
！　
「
百
人
一
首
事
典
」

特 色

６
わ
ざ
わ
ざ
引
い
て
ま
で
読
ま
な
か
っ
た
、こ
れ
ま
で
の
古
語
辞
典
の
コ
ラ
ム
も
…

ど
ん
ど
ん
読
み
た
く
な
る「
弥
次
・
喜
多
と
歩
く 

古
語
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
事
典
」

作者・部立て、
用いられている修辞も
一目でわかるアイコンに

歌の背景や当時の
文化がよくわかる
ミニコラムを
全ページに掲載

読んだコラムに□✓を入れて
マップが完成する頃には、
古典への理解もぐんと深まる

古典を読むのに役立つ
53 のコラムを東海道
の宿場順に並べた、
旅するコラム事典

道中の古典文学スポットや
役立つ資料も豊富に掲載。
アクティブ・ラーニングにも使える



特 色

７
ひ
た
す
ら
暗
記
し
て
も
、な
か
な
か
身
に
つ
か
な
い「
文
学
史
」。

Ｍ
Ａ
Ｐ
と
ア
イ
コ
ン
で
要
点
を
つ
か
む「
古
典
文
学
事
典
」

＊使用している見本は完成前のものです。内容は一部変更になることがあります。

古典の全体像を
つかむ、文学MAP
と人物MAP

辞典本文と同様、
わかりやすいアイコン表示を
随所に導入


