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現
代
の
感
覚
で
伝
え
る
、

�

４
Ｋ
の
古
語
辞
典

─
﹃
新
全
訳
古
語
辞
典
﹄
を
ご
覧
に
な
っ
て
す

ぐ
に
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
﹁
こ
れ
は
古
語
辞
典
の
革

命
だ
﹂
と
言
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
辞
典
を
手
に
取
っ
た
と
き
に
感
動
し
ま
し

て
。
手
に
取
っ
た
瞬
間
、
本
気
だ
な
、
か
な
り
や

い
ま
古
文
が
熱
い
…
！

◎『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
刊
行
記
念
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

サ
ン
キ
ュ
ー
タ
ツ
オ
さ
ん

『
学
校
で
は
教
え
て
く
れ
な
い
！　

国
語
辞
典
の

遊
び
方
』
の
著
者
で
、
辞
書
の
お
も
し
ろ
さ
や
活

用
法
を
発
信
し
つ
づ
け
る
サ
ン
キ
ュ
ー
タ
ツ
オ
さ

ん
。
い
ま
、
注
目
の
辞
典
の
ひ
と
つ
と
い
う

『
新
全
訳
古
語
辞
典
』︵
小
社
刊
︶
に
つ
い
て
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。
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る
気
だ
な
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
テ
レ
ビ
で
言
え

ば
、
今
ま
で
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
だ
っ
た
の
が
、
い
き

な
り
４
Ｋ
に
な
っ
た
み
た
い
な
感
じ
で
す
。

　

古
語
辞
典
が
国
語
辞
典
と
何
が
違
う
か
と
い
う

と
、
扱
う
言
葉
が
増
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
よ

ね
。
古
文
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
を
対
象
に
す
る

か
ら
、
新
し
い
言
葉
が
増
え
な
い
の
で
、
載
せ
て

い
る
言
葉
は
各
社
の
古
語
辞
典
に
よ
っ
て
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
は
違
わ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
古
語
辞
典
の
違
い
、
特
色
と
い
う
の
は
、

収
録
し
て
い
る
言
葉
や
事
項
を
ど
う
記
述
・
表
現

す
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
表
れ
る
ん
で
す
。
つ

ま
り
、
ハ
イ
ビ
ジ
ョ
ン
も
４
Ｋ
も
、
映
し
て
い
る

も
の
は
同
じ
な
ん
で
す
が
、
表
現
の
仕
方
が
違
う

と
、受
け
手
の
見
え
方
も
違
っ
て
く
る
。
こ
の『
新

全
訳
古
語
辞
典
』
は
、
今
ま
で
見
て
き
た
古
語
辞

典
と
ま
る
で
違
っ
て
い
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

─
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
点
で
し
ょ
う
か
？

　

ま
ず
、
付
録
が
辞
典
の
真
ん
中
に
き
て
い
る
。

普
通
は
最
後
に
も
っ
て
く
る
し
、読
ま
な
い
で
す
、

付
録
は
。そ
れ
を
真
ん
中
に
も
っ
て
く
る
こ
と
で
、

「
何
か
あ
る
ぞ
」
と
思
わ
せ
ま
す
よ
ね
。
し
か
も
、

辞
典
の
断
面
に
赤
い
線
が
入
っ
て
い
て
、
一
発
で

引
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
開
い
て
み
る
と
「
百
人
一
首
事
典
」
っ

て
い
う
付
録
に「
式
子 m

em
o

」「
定
家 m

em
o

」

と
い
う
コ
ラ
ム
が
入
っ
て
い
て
、
歌
人
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
が
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
く
れ
る
。
例
え
ば
、

「
恋
愛
禁
止
！　

斎
宮
・
斎
院
と
は
？
」
の
欄

（
376
ペ
ー
ジ
）
に
は
、
斎
宮
や
斎
院
と
い
う
の
は

任
期
中
の
恋
愛
は
タ
ブ
ー
で
あ
る
と
か
、
斎
院
だ

っ
た
式
子
内
親
王
も
、
百
人
一
首
の
歌
で
は
「
偲

ぶ
恋
」
を
歌
っ
て
い
て
、
相
手
は
十
歳
ほ
ど
年
下

の
藤
原
定
家
だ
っ
た
ら
し
い
、
な
ん
て
、
ち
ょ
っ

と
し
た
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
ま
で
載
っ
て
い
た
り

（
笑
）。
宮
中
も
狭
く
て
、
芸
能
界
み
た
い
な
も
の

で
す
か
ら
、
今
だ
と
週
刊
誌
と
か
で
叩
か
れ
ま
す

け
ど
、
昔
の
人
も
今
の
人
と
同
じ
よ
う
に
道
な
ら

ぬ
恋
も
あ
っ
た
ん
だ
な
あ
、と
か
思
い
ま
す
よ
ね
。

あ
る
い
は
、「
前
は
あ
の
人
と
付
き
合
っ
て
い
た

け
ど
、
今
は
こ
い
つ
と
付
き
合
っ
て
い
る
ら
し
い

ぞ
」
み
た
い
な
の
が
歌
で
ば
れ
る
、み
た
い
な
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
を
現
代
の
感
覚
に
変
換
し
て
伝
え

て
く
れ
る
コ
ラ
ム
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、「
弥
次
・
喜
多
と
歩
く 

古
語
ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
事
典
」
と
い
う
付
録
。「
枕
詞
・
序
詞

は
和
歌
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
」
っ
て
い
う
コ
ラ
ム
が
あ
っ
て

（
793
ペ
ー
ジ
）、「
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ

『新全訳古語辞典』刊行記念
インタビュー
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り
尾
の
長
々
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む
」
の
歌
を

例
に
説
明
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
読
ん

で
み
ま
す
と
、…
…
枕
詞
は
「
あ
し
ひ
き
の
↓
山
」

と
い
う
き
ま
っ
た
言
い
方
で
、
大
多
数
の
人
々
に

ゆ
っ
た
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
・
情
緒
を
感
じ
さ
せ

る
。
序
詞
は
「
長
々
し
」
と
い
う
語
を
印
象
的
・

鮮
明
に
引
き
立
て
る
だ
け
で
な
く
、
歌
全
体
に
バ

ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
よ
う
に
ひ
と

り
寝
の
男
の
慕
情
を
漂
わ
せ
、
そ
の
上
「
の
」
の

リ
フ
レ
イ
ン
に
よ
っ
て
歌
の
生
命
と
も
い
う
べ
き

快
い
リ
ズ
ム
を
つ
く
り
出
す
…
…
。あ
あ
そ
う
か
、

音
楽
だ
っ
た
ん
だ
、
と
。
な
ん
か
も
う
ヒ
ッ
プ
ホ

ッ
プ
の
解
説
み
た
い
で
す
よ
ね
。
ぼ
く
ら
は
古
文

を
習
う
と
き
に
、
枕
詞
や
序
詞
っ
て
い
う
の
は
そ

う
い
う
も
の
だ
と
、「
あ
し
ひ
き
の
」
だ
っ
た
ら

「
山
」
で
覚
え
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
と
思
う
ん
で

す
。
で
も
和
歌
っ
て
い
う
の
は
、
ヒ
ッ
プ
ホ
ッ
プ

な
ん
か
と
同
じ
で
、
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
音
の
数
を

そ
ろ
え
な
い
と
い
け
な
い
。
一
首
の
中
で
歌
の
意

味
に
合
わ
せ
な
が
ら
音
の
数
を
整
え
な
く
て
は
い

け
な
い
と
い
う
と
き
に
、
枕
詞
や
序
詞
と
い
う
も

の
が
入
っ
て
い
る
。「
や
ま
」
だ
と
二
音
だ
け
ど
、

「
あ
し
ひ
き
の
」
を
入
れ
る
と
歌
っ
ぽ
く
な
る
、

そ
れ
は
Ｂ
Ｇ
Ｍ
的
な
ん
だ
、
と
。
こ
う
い
う
説
明

っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
古
語
辞
典
に
は
あ
ま
り
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

古
典
と
い
う�

�
Ｚ
Ｉ
Ｐ
ファ
イ
ル
を
解
凍

─
古
典
の
世
界
を
い
か
に
伝
え
る
か
と
い
う

と
こ
ろ
で
す
ね
。

　

え
え
。
ぼ
く
は
今
、
落
語
会
を
毎
月
や
っ
て
い

る
ん
で
す
け
ど
、
何
が
困
る
か
と
い
う
と
、
例
え

ば
落
語
に
出
て
く
る
魚
屋
さ
ん
っ
て
現
代
に
お
け

る
魚
屋
さ
ん
と
全
く
違
っ
て
い
て
、
今
の
十
代
の

人
た
ち
に
は
、
な
か
な
か
そ
こ
は
、
わ
か
ら
な
い

で
す
よ
ね
。
明
治
よ
り
前
の
時
代
は
肉
食
で
は
な

く
て
魚
中
心
の
生
活
で
、
コ
ン
ビ
ニ
も
ト
ラ
ッ
ク

も
な
く
て
、
魚
屋
が
み
ず
か
ら
魚
を
調
達
し
て
そ

れ
を
町
内
の
人
に
売
っ
て
回
っ
て
い
た
。
た
く
さ

ん
あ
る
自
営
業
者
の
一
つ
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
町
内
の
胃
袋
の
大
事
な
と
こ
ろ
を
担
当
し
て

い
た
の
が
魚
屋
だ
っ
た
。
腕
利
き
の
魚
屋
が
い
る

か
い
な
い
か
と
い
う
の
は
、
そ
の
町
内
の
人
た
ち

に
と
っ
て
死
活
問
題
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。「
芝

1976年東京生まれ。早稲田大学大学院文学
研究科日本語日本文化専攻博士後期課程修
了。お笑いコンビ「米粒写経」として活躍
する一方、一橋大学や成城大学で文章表現
等の非常勤講師も務める。中学・高等学校
国語科第一種教員免許も取得。所有する辞
書は200冊以上。近著に『もっとヘンな論文』
（KADOKAWA、2017年）がある。

サンキュータツオ
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浜
」
と
い
う
噺
で
、
お
酒
を
飲
ん
で
魚
屋
を
や
ら

な
く
な
っ
た
人
が
、
客
の
信
用
を
失
っ
て
ま
る
で

お
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
の
も
、
当
時
の
魚
屋
が
ど
う
い
う
も
の
な

の
か
、
知
っ
て
い
る
の
と
知
ら
な
い
の
と
で
は
、

全
然
、
理
解
が
違
っ
て
く
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

古
典
っ
て
い
う
の
は
Ｚ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ル
だ
と
ぼ

く
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
当
時
の
人
の
生

き
方
や
生
活
、
人
々
の
想
い
と
い
う
の
を
、
す
ご

く
圧
縮
し
た
情
報
に
し
て
い
る
の
が
古
典
。
日
本

で
一
番
小
さ
い
フ
ァ
イ
ル
は
和
歌
だ
と
思
う
ん
で

す
け
ど
、
現
代
は
そ
の
Ｚ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ
ル
を
解
凍

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ
し
す
ぎ
て
。
上
代
・
中
古
・
中
世
・
近
世

…
…
と
、
時
代
が
違
う
ご
と
に
拡
張
子

が
違
っ
た
り
も
す
る
の
で
、
現
代
の
パ

ソ
コ
ン
で
解
凍
し
よ
う
と
し
て
も
な
か

な
か
開
け
な
い
。
そ
の
Ｚ
Ｉ
Ｐ
フ
ァ
イ

ル
を
『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
は
、
現
代

の
若
い
人
た
ち
が
少
し
で
も
わ
か
る
よ

う
に
と
、
解
凍
し
て
く
れ
る
。
コ
ラ
ム

の
解
説
も
そ
う
で
す
が
、「『
う
ひ
う
ひ

し
』
は
古
語
で
は
マ
イ
ナ
ス
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
持
つ
言
葉
だ
よ
」
と
か
、「『
し

と
み
』は
住
居
に
関
わ
る
言
葉
で
す
よ
」

「『
天
の
川
』
は
秋
の
季
語
な
ん
だ
よ
」

な
ん
て
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
い

や
、
書
い
て
あ
る
っ
て
い
う
か
、
ア
イ

コ
ン
で
視
覚
的
に
表
示
し
て
あ
る
と
い

う
の
は
、
と
て
も
ビ
ビ
ッ
ド
に
、
一
発

で
解
凍
し
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

辞
典
は
ま
だ
ま
だ�

�

チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る

─
こ
の
辞
典
の
体
裁
や
デ
ザ
イ
ン
に
も
注
目

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
表
紙
が
本
文
の
サ
イ
ズ
と
同
じ
っ
て
と

こ
ろ
で
す
よ
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
頭
に
あ
る

凡
例
の
ペ
ー
ジ
が
開
き
や
す
い
！　

辞
書
が
好
き

な
人
っ
て
い
う
の
は
、
凡
例
を
見
ま
す
か
ら
。
辞

書
は
、
表
紙
を
本
文
よ
り
大
き
な
サ
イ
ズ
に
す
る

も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
と
凡
例
や
最
後

の
ほ
う
の
ペ
ー
ジ
が
ぱ
っ
と
開
け
な
い
。
だ
か
ら

辞
書
好
き
は
、
わ
ざ
わ
ざ
カ
ッ
タ
ー
で
表
紙
を
切

っ
て
か
ら
使
う
ん
で
す
（
笑
）。『
新
全
訳
古
語
』

は
１
ペ
ー
ジ
目
か
ら
開
き
や
す
く
て
、「
最
初
か

ら
最
後
ま
で
読
ん
で
ほ
し
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
手
に
取
っ
た
瞬
間
に
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
紙
面
に
余
白
が
あ
る
と
い
う
点
で

す
ね
。「
す
（
為
）」
の
謙
譲
語
が
時
代
に
よ
っ
て

ど
う
変
わ
っ
た
の
か
を
説
明
す
る
敬
語
コ
ラ
ム

（
529
ペ
ー
ジ
）
も
、
文
字
の
な
い
白
の
ス
ペ
ー
ス

を
か
な
り
作
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
、
今
ま
で
の

辞
典
だ
と
文
字
で
埋
め
て
、
無
駄
な
ス
ペ
ー
ス
が

な
い
よ
う
に
収
め
ち
ゃ
う
気
が
す
る
ん
で
す
。
で
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も
こ
の
辞
典
は
、
た
ぶ
ん
、
こ
う
い
う
白
の
部
分

を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
ビ
ビ
ッ
ド
に
伝
え

る
っ
て
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
全
部
文
章

で
記
述
し
て
し
ま
う
と
、
ま
ず
読
む
気
に
な
り
ま

せ
ん
か
ら
。
紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
多

少
の
余
白
を
作
っ
て
で
も
、
一
発
で
見
て
わ
か
る

よ
う
に
し
て
い
る
。

　

用
例
の
出
典
表
記
の
と
こ
ろ
な
ん
か
も
、
赤
色

に
網
掛
け
を
し
て
薄
い
ピ
ン
ク
に
し
た
り
。
ど
こ

が
出
典
で
ど
こ
が
原
文
な
の
か
、一
目
で
わ
か
る
。

お
ま
け
に
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
例
文
に

は
、
本
の
ア
イ
コ
ン
が
付
い
て
い
る
。
教
え
る
側

の
先
生
に
と
っ
て
も
、
使
う
側
の
生
徒
に
と
っ
て

も
優
し
い
紙
面
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　

古
語
辞
典
っ
て
ま
だ
や
れ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
る
ん
だ
な
っ
て
い
う
こ
と
を
、
こ
の
辞
典
を
見

て
思
い
ま
し
た
し
、
今
ま
で
試
み
な
か
っ
た
こ
と

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
実

際
に
先
生
方
、
あ
る
い
は
生
徒
さ
ん
た
ち
に
知
っ

て
ほ
し
い
な
と
、
思
い
ま
し
た
。
…
…
っ
て
、
ぼ

く
大
修
館
の
社
員
で
も
な
い
の
に
、
な
ん
で
こ
ん

な
に
推
し
て
る
ん
だ
っ
て
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん

で
す
け
ど
（
笑
）、
本
当
に
こ
れ
革
命
な
ん
で
す
、

古
語
辞
典
の
。

─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

千
年
分
の�

�

コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョン
を
楽
し
む

─
辞
書
へ
の
熱
い
思
い
と
と
も
に
、
古
典
へ
の

熱
を
と
て
も
感
じ
ま
し
た
。

　

千
百
年
ほ
ど
前
に
生
き
て
い
た
、
平
安
時
代
の

歌
人
、
伊
勢
の
一
首
に
「
あ
り
そ
海
の
浜
に
は
あ

ら
ぬ
庭
に
て
も
数
知
ら
れ
ね
ば
忘
れ
て
ぞ
積
む
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
簡
略
に
言
う
と
、「
こ

ん
な
に
た
く
さ
ん
き
れ
い
な
砂
を
く
れ
て
あ
り
が

と
う
！
」
と
い
う
感
謝
を
歌
に
し
て
い
る
も
の
な

の
で
す
が
、
い
ま
の
私
た
ち
か
ら
す
る
と
、
砂
く

れ
て
感
謝
っ
て
な
ん
だ
よ
っ
て
思
い
ま
す
よ
ね
。

そ
ん
な
の
燃
え
な
い
ゴ
ミ
を
送
ら
れ
た
だ
け
じ
ゃ

な
い
か
と
（
笑
）。
で
も
、
テ
レ
ビ
も
ネ
ッ
ト
も

ラ
ジ
オ
も
な
い
時
代
、
四
季
に
合
わ
せ
て
庭
の
様

子
を
い
か
に
美
し
く
保
つ
か
は
当
時
の
人
た
ち
の

大
き
い
関
心
事
で
し
た
。
白
く
美
し
い
砂
が
庭
に

あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
権
勢
を
誇
っ
た
そ
う
で
す
。
砂

や
石
の
運
搬
も
、
車
が
な
い
時
代
に
は
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
の
に
良
質
な
砂
を
く
れ
る
と
い

う
こ
と
は
ど
れ
だ
け
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
か
。
現

代
で
い
え
ば
、
大
き
い
４
Ｋ
の
液
晶
テ
レ
ビ
く
れ

た
と
か
、
日
本
で
は
手
に
入
ら
な
い
外
国
車
を
く

れ
た
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
匹
敵
す
る
こ
と
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
を
た
だ
「
あ
り
が
と

う
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
機
智
を
込
め
て
歌
に

す
る
と
い
う
感
謝
の
仕
方
、
と
っ
て
も
お
し
ゃ
れ

だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？　

─
は
い
、
か
っ
こ
い
い
で
す
。

　

こ
れ
は
、
す
ぐ
に
連
絡
が
取
れ
る
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や

メ
ー
ル
で
「
あ
り
が
と
☆
」
と
い
う
の
と
は
わ
け

◆
古
典
に
関
す
る
書
籍

『
新
全
訳
古
語
辞
典
』

高
校
国
語
科
の
先
生
方
が

お
寄
せ
く
だ
さ
っ
た
ご
感

想
を
、小
社
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
。

林
巨
樹
・
安
藤
千
鶴
子 

編

一
二
三
二
頁

定
価
＝
本
体
一
八
〇
〇
円
＋
税

大
修
館
書
店

サ
ン
キ
ュ
ー
タ
ツ
オ
さ
ん
の
オ
ス
ス
メ
！
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が
ち
が
い
ま
す
。
く
れ
た
４
Ｋ
の
テ
レ
ビ
で
富
士

山
を
見
て
い
た
ら
、
本
当
に
富
士
山
だ
と
思
っ
て

駿
河
湾
の
匂
い
が
し
た
よ
と
か
、
く
れ
た
フ
ラ
ン

ス
の
車
に
乗
っ
て
い
た
ら
、
う
ち
の
前
の
道
が
シ

ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
通
り
の
よ
う
だ
と
言
っ
た
人
が
い
た

よ
と
か
、
若
干
の
ユ
ー
モ
ア
と
オ
シ
ャ
レ
さ
を
も

っ
て
伝
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
千
年
分
楽

し
め
ち
ゃ
う
の
が
古
文
で
す
。

─
そ
う
思
う
と
古
文
の
世
界
が
身
近
に
思
え

て
き
ま
す
。

　

言
葉
は
使
っ
て
い
た
人
た
ち
の
生
活
や
感
情
も

伝
え
る
ツ
ー
ル
で
す
。
日
本
人
と
し
て
そ
れ
を
知

る
チ
ャ
ン
ス
が
広
が
る
の
が
古
文
な
ん
だ
な
、と
。

現
代
語
ば
か
り
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
残
り
の
時

間
の
楽
し
み
が
増
え
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
こ
の
辞

書
は
手
放
し
ま
せ
ん
。

 

（
二
〇
一
七
年
八
月
二
二
日 

大
修
館
書
店
本
社
に
て
）

『
日
本
古
典
評
釈・
全
注
釈
叢
書 

伊
勢
集
全
注
釈
』

平
安
の
女
流
歌
人 

伊
勢
の
歌
、
全
五
四
六
首

に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
し
た
労
作
。

『
枕
草
子
の
た
く
ら
み
─
─「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

に
秘
め
ら
れ
た
思
い
』

「
枕
草
子
」
執
筆
に
込
め
ら
れ
た
清
少
納
言
の

戦
略
を
説
き
明
か
す
話
題
作
。

◆『
明
鏡
国
語
辞
典
』に
も
一
言
！

「
こ
れ
ほ
ど
『
教
育
』
と
い
う
こ
と
を
意
識
し

て
く
れ
た
国
語
辞
典
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
日

本
語
教
育
の
現
場
で
も
必
須
で
す
。
外
国
人
観

光
客
や
留
学
生
へ
も
ア
ピ
ー
ル
し
て
ほ
し
い
！

こ
の
国
語
辞
典
は
文
法
項
目
が
ど
こ
よ
り
も
充

実
し
て
い
て
わ
か
り
や
す
い
で
す
。」（
タ
ツ
オ
）

秋
山
虔
・
小
町
谷
照
彦
・

倉
田
実 

著　
八
八
〇
頁

定
価
＝
本
体
二
〇
〇
〇
〇
円
＋
税

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ

山
本
淳
子 

著

三
二
八
頁

定
価
＝
本
体
一
五
〇
〇
円
＋
税

朝
日
新
聞
出
版（
朝
日
選
書
）

北
原
保
雄 

編

一
九
五
四
頁
、
別
冊
九
六
頁

定
価
＝
本
体
二
九
〇
〇
円
＋
税

大
修
館
書
店
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特集

■
甦
っ
た
二
松
學
舍
の
大
先
輩

　

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
、
す
で
に
ご
存
じ
の
方
も
い
ら
っ
し

ゃ
る
だ
ろ
う
。
昨
二
〇
一
六
年
十
二
月
八
日
、
夏
目
漱
石
の

命
日
に
行
っ
た
完
成
披
露
記
者
会
見
に
は
多
く
の
マ
ス
コ
ミ

が
詰
め
か
け
た
。夕
方
に
民
放
の
ニ
ュ
ー
ス
が
一
報
を
流
し
、

翌
日
の
朝
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
「
お
は
よ
う
日
本
」
で
特
集
を
組

ん
で
く
れ
た
。
新
聞
各
紙
も
一
斉
に
取
り
上
げ
た
の
で
、
多

く
の
人
の
目
に
触
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
二
松
學
舍
大
学
は
、

前
身
が
漢
学
塾
で
、
若
き
日
の
漱
石
も
学
ん
だ
。
今
回
の
報

道
で
二
松
學
舍
と
の
関
わ
り
が
一
層
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
喜
ば
し
い
。

　
生
誕
一
五
〇
年
と
い
う
節
目
を
機
に
、
教
科
書
の
定
番
で
あ
る
夏
目
漱
石
の
作
品
と
、
あ
ら
た
め
て
向
き
合
っ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
本
特
集
で
は
、
漱
石
に
関
す
る
最
新
の
研
究
報
告
、
授
業
実
践
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
は
、
夏
目
漱
石
そ
っ
く
り
の
人
型

ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
。
二
松
學
舍
の
常
任
理
事
西
畑
一
哉
が
創

立
百
四
十
周
年
の
記
念
事
業
の
一
つ
と
し
て
提
案
し
た
こ
と

が
製
作
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
二
松
學
舍
の
大
先
輩
を
現

代
に
甦
ら
せ
、
話
を
し
て
も
ら
う

│
、
少
し
前
な
ら
夢
物

語
に
過
ぎ
な
い
が
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
研
究
の
第
一
人
者
で
あ

る
大
阪
大
学
大
学
院
基
礎
工
学
研
究
科
の
石
黒
浩
教
授
に
監

修
を
快
諾
し
て
も
ら
い
、
計
画
は
動
き
出
し
た
。
朝
日
新
聞

社
に
デ
ス
マ
ス
ク
や
写
真
な
ど
を
提
供
し
て
も
ら
い
、ま
た
、

漱
石
の
孫
で
漫
画
研
究
家
の
夏
目
房
之
介
学
習
院
大
学
教
授

に
声
の
協
力
を
求
め
た
。
目
標
と
し
た
の
は
、
旧
千
円
札
の

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
い
う
謎
│
│「
私
」と
は
誰
か

山や
ま

口ぐ
ち

直た
だ

孝よ
し

二
松
學
舍
大
学
文
学
部
教
授

夏
目
漱
石
生
誕
一
五
〇
年
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肖
像
の
基
と
な
っ
た
一
九
一
二
年
九
月
の
写
真
、
四
十
五
歳

時
の
風
采
の
再
現
。
背
広
や
靴
な
ど
身
に
着
け
て
い
た
も
の

は
、
遺
品
や
写
真
を
参
考
に
し
て
特
注
し
、
白
髪
の
ま
じ
り

具
合
や
微
笑
ま
せ
方
な
ど
、
細
部
に
も
気
を
配
っ
た
。
資
料

が
充
分
で
な
く
、
想
像
で
空
白
を
埋
め
る
難
し
さ
は
あ
っ
た

が
、
作
業
は
予
定
通
り
進
み
、
お
披
露
目
の
日
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
、
座
位
型
で
、
全
身
四
四
か
所
に

埋
め
込
ま
れ
た
空
気
圧
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
精
巧

な
動
作
が
で
き
る
。
シ
リ
コ
ン
樹
脂
を
用
い
た
皮
膚
は
、
毛

穴
ま
で
あ
り
、し
っ
と
り
と
し
て
い
る
。
間
近
で
見
た
人
は
、

一
様
に
そ
の
リ
ア
ル
さ
に
驚
い
て
い
た
。
発
声
や
動
作
は
、

現
在
は
遠
隔
操
作
に
頼
っ
て
い
る
が
、
将
来
的
に
は
人
工
知

能
で
自
律
的
に
人
と
や
り
取
り
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。

■
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
講
義
内
容

　

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
制
作
を
機
に
、
二
松
學
舍
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
と
大
阪
大
学
大
学
院
基
礎
工
学
研
究
科
と

は
協
定
を
交
わ
し
、
共
同
研
究
を
始
め
た
。
従
来
な
か
っ
た

文
理
融
合
の
学
際
研
究
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　

メ
ン
バ
ー
は
定
期
的
に
集
ま
り
、
議
論
を
重
ね
て
い
る
。

右上：3Dスキャンにかけられた夏目漱石のデスマスク
右下：二松學舍大学大学院研究チームの会合
左：完成披露記者会見で朗読する漱石アンドロイド
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漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
ど
の
よ
う
な
朗
読
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組

み
込
む
か
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
動
作
は
何
か
、
接
し
た
人

の
反
応
を
測
る
最
適
の
尺
度
は
何
か
、
観
察
の
主
眼
を
ど
こ

に
置
く
べ
き
か
、
な
ど
検
討
課
題
は
多
い
。
文
学
作
品
の
思

想
や
感
性
を
論
じ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
デ
ー
タ
を
積
み

重
ね
、
客
観
性
を
得
る
こ
と
を
重
視
す
る
理
系
の
発
想
は
大

き
な
刺
激
と
な
っ
た
。
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
人
へ
の
影
響

を
分
析
し
て
い
く
上
で
、
精
密
な
手
続
き
は
強
い
武
器
と
な

る
こ
と
を
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

　

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
作
っ
た
目
的
の
一
つ
に
、
教
育
へ

の
利
用
が
あ
る
。
作
品
の
朗
読
や
自
作
解
説
を
聞
か
せ
る
こ

と
で
文
学
に
対
す
る
興
味
を
喚
起
す
る
。
百
年
前
に
こ
の
世

を
去
っ
た
文
豪
に
会
え
る
と
は
、
誰
も
思
っ
て
い
な
い
だ
け

に
、
訴
え
る
力
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
現
在
ま
で
に
作
成
し
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、『
夢
十
夜
』（
第
一
夜
）、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』、

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』、
そ
れ
に
漢
詩
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本

文
の
一
節
を
選
び
、
簡
単
な
自
作
解
説
を
添
え
る
。
話
の
内

容
は
、
資
料
を
踏
ま
え
て
、
漱
石
な
ら
こ
う
言
う
の
で
は
と

想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
で
は
、
主
人
公
の
「
お
れ
」

が
四
国
辺
の
中
学
校
に
赴
任
し
、
校
長
を
始
め
と
す
る
教
員

た
ち
に
挨
拶
す
る
場
面
を
選
ん
だ
（
二
）。
赤
シ
ャ
ツ
や
山

嵐
と
の
初
対
面
を
果
た
す
、
有
名
な
箇
所
で
あ
る
。
漱
石
ア

ン
ド
ロ
イ
ド
に
は
、
次
の
よ
う
に
喋
っ
て
も
ら
っ
た
。「
自

分
で
言
う
の
も
変
で
す
が
、
な
か
な
か
歯
切
れ
の
よ
い
文
章

で
、
百
年
後
の
み
な
さ
ん
が
お
聞
き
に
な
っ
て
も
よ
く
わ
か

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
江
戸
っ
子
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
が

思
っ
た
通
り
の
こ
と
を
言
葉
に
し
て
い
る
の
は
痛
快
で
す

ね
。
私
も
江
戸
っ
子
で
す
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
威
勢

よ
く
は
話
せ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
実
際
の
私
は

教
頭
の
赤
シ
ャ
ツ
に
近
い
存
在
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ

ん
、
赤
シ
ャ
ツ
の
よ
う
な
恰
好
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
」。

　

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
、
白
い
ニ
ッ
ト
ベ
ス
ト
に
ツ
イ
ー

ド
の
背
広
と
い
う
い
で
た
ち
、
教
壇
に
立
つ
こ
と
を
想
定
し

た
、
よ
そ
ゆ
き
の
恰
好
で
あ
る
。
話
し
方
も
、
や
や
改
ま
っ

た
も
の
に
な
る
。『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
関
す
る
話
は
、「
私
の

個
人
主
義
」
の
「
赤
シ
ャ
ツ
は
か
く
い
う
私
の
事
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
」
な
ど
の
発
言
を
参
考
に
、
尊
大
な
感

じ
に
な
ら
な
い
よ
う
留
意
し
な
が
ら
作
っ
て
み
た
。
漱
石
は

ユ
ー
モ
ア
の
人
で
、
講
演
で
も
随
時
冗
談
を
ま
じ
え
て
聴
衆

を
湧
か
せ
て
い
る
。
笑
い
も
盛
り
込
み
た
い
と
頭
を
ひ
ね
る

が
、
な
か
な
か
難
し
い
。

　

作
品
の
理
解
は
、基
本
的
に
受
け
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

漱
石
は
、
自
作
に
つ
い
て
く
ど
く
ど
し
い
説
明
を
す
る
こ
と
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特集◉夏目漱石生誕一五〇年

は
な
か
っ
た
。
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
も
、
成
り
立
ち
や
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
だ
け
で
あ
る
。
本
人
と
同
じ
く
控
え
目

な
わ
け
で
あ
る
が
、
記
録
に
残
っ
て
い
る
発
言
に
終
始
す
る

と
、再
生
機
と
変
わ
ら
な
い
。
森
鷗
外
や
芥
川
龍
之
介
な
ど
、

同
時
代
の
作
家
た
ち
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
。
率

直
な
声
も
聞
い
て
み
た
い
。
ま
た
、
現
代
日
本
に
つ
い
て
の

批
評
を
期
待
す
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。事
実
か
ら
離
れ
つ
つ
、

漱
石
ら
し
さ
を
保
つ
こ
と
を
念
頭
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
工
夫

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
漱
石
ら

し
さ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

■
漱
石
の
探
究
、「
私
」の
探
究

　

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
よ
る
授
業
は
、
完
成
と
同
時
に
始

ま
っ
て
い
る
。『
夢
十
夜
』
朗
読
を
皮
切
り
に
、
中
学
生
か

ら
大
学
生
ま
で
を
相
手
に
、
演
習
や
講
義
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

形
態
で
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
語
ら
せ
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

に
よ
っ
て
反
応
を
分
析
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
磁
力
は
、
相
当
の
も
の
で
あ
る
。

視
線
が
合
っ
た
生
徒
は
、
何
ら
か
の
身
体
的
反
応
を
示
す
。

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
一
礼
に
挨
拶
を
返
す
受
講
者
の
多
さ

に
は
、
正
直
驚
か
さ
れ
た
。
話
を
聞
く
姿
勢
も
真
摯
で
、
集

中
が
途
切
れ
な
い
。

 二松學舍大学附属高校の生徒を対象とした授業
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『
夢
十
夜
』
の
「
第
一
夜
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
、「
百
年

待
っ
て
い
て
下
さ
い
」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
て
亡
く
な
っ
た

女
性
が
百
合
と
し
て
甦
る
話
で
あ
る
。
十
編
の
中
で
最
も
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
一
編
を
、
本
人
に
よ
る
朗
読
と
い
う
触
れ

込
み
で
聞
い
て
も
ら
っ
た
。「
第
一
夜
」
の
朗
読
は
、
女
性

が
受
け
持
つ
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
に
向
け
ら

れ
が
ち
な
意
識
が
、
今
回
は
女
性
を
見
守
る
「
自
分
」
に
も

振
り
分
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。「
作
品
が
よ
り
広
が
り
を

持
つ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
」
と
い
う
感
想
が
複
数
あ
っ
た
の

は
、
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
声
が
作
品
の
多
層
性
を
掘
り
起

こ
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
印
象
は
、
年
齢
が
低
い
ほ
ど
大
き

く
広
が
り
、
ま
た
男
性
よ
り
女
性
の
方
が
劇
的
な
変
化
が
経

験
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
所
見
は
、
ほ
か
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
お
い
て
も
得

ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
固
有
の
特
性
を

見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
楽
な
課
題
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

　

春
先
、
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
、
京
都
の
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル

大
山
崎
山
荘
美
術
館
に
出
張
し
た
（
四
月
十
四
日
〜
十
六

日
）。
こ
れ
は
、
山
荘
を
か
つ
て
漱
石
が
訪
れ
た
縁
で
、
特

別
展
「
漱
石
と
京
都
」
に
招
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
英
国
風

建
築
の
一
室
で
行
わ
れ
た
朗
読
会
は
、
毎
回
満
員
の
盛
況
で

あ
っ
た
。
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
姿
を
見
せ
る
と
、
観
客
か

ら
は
嘆
声
が
挙
が
っ
て
い
た
。
様
子
を
見
て
い
た
石
黒
浩
教

授
は
、会
場
を
覆
っ
た
独
特
の
雰
囲
気
に
打
た
れ
た
と
言
う
。

ど
う
や
ら
、
参
加
者
を
一
瞬
に
し
て
非
日
常
の
世
界
に
引
き

込
む
オ
ー
ラ
の
よ
う
な
も
の
を
、
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
備

え
て
い
る
ら
し
い
。

　

オ
ー
ラ
の
発
見
は
、
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
単
独
性
を
考 「文学入門」（二松學舍大学文学部一年生対象）
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え
る
上
で
大
き
な
手
が
か
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
オ
ー
ラ
が

漱
石
に
由
来
す
る
の
か
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
根
拠
を
持
つ
も

の
か
は
、
ま
だ
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、「
漱
石
」
の
部
分

が
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
が
厄
介
で
あ
る
。
年
齢

や
職
業
の
異
な
る
観
客
は
、
漱
石
に
関
す
る
知
識
や
関
心
も

同
じ
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は

漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
接
し
て
等
し
く
納
得
の
表
情
を
見
せ

る
。
ど
う
や
ら
人
は
、
思
い
描
い
て
い
る
漱
石
像
と
重
な
る

部
分
を
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
見
出
し
、
満
足
を
覚
え
て
い

る
ら
し
い
。
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
、
多
様
な
「
漱
石
ら
し

さ
」
を
受
け
入
れ
る
媒
体
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
比
喩

的
に
言
え
ば
、
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
心
を
映
し
出
す
鏡
な

の
で
あ
る
。

　
「
冷
た
い
鏡
の
う
ち
に
、
自
分
の
影
を
見
出
し
た
時
、
不

図
こ
の
影
は
本
来
何
者
だ
ろ
う
と
眺
め
た
」（
十
三
）
の
は
、

『
門
』
の
主
人
公
宗
助
で
あ
る
。
師
走
の
髪
結
い
床
で
抱
い

た
宗
助
の
感
慨
は
、
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
関
わ
る
者
の
そ

れ
で
も
あ
る
。
通
常
文
学
研
究
者
は
、
対
象
の
作
家
を
実
体

的
に
思
い
描
く
こ
と
が
な
い
。
あ
い
ま
い
な
輪
郭
の
ま
ま
、

自
分
に
都
合
の
い
い
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
も

少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
今
回
漱
石
の
物
理
的
な
再
現
を
実
現

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、人
物
像
な
る
も
の
が
不
定
形
で
あ
り
、

多
様
で
あ
り
う
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
漱
石
ア

ン
ド
ロ
イ
ド
と
向
き
あ
う
時
、
自
身
の
漱
石
に
対
す
る
見
方

の
不
確
か
さ
に
気
づ
か
さ
れ
、
た
じ
ろ
が
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
研
究
は
、
必
然
的
に
「
漱
石
」

の
探
究
、
さ
ら
に
は
他
者
に
ま
な
ざ
さ
れ
る
「
私
」
の
探
究

へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
百
年
前
の
漱
石
が
自
我

の
葛
藤
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
の
と
同
じ
く
、
そ
れ
は
す
ぐ

れ
て
文
学
的
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
め

ぐ
る
謎
、
百
年
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
解
く
に
は
そ
れ
な

り
の
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。

アサヒビール大山崎山荘美術館での朗読会
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■「
国
語
」教
科
書
へ
の
登
場

　「
国
語
」
教
科
書
に
夏
目
漱
石
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
始
め

た
の
は
二
〇
世
紀
初
頭
で
あ
る
。
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）

年
の
「
中
学
校
令
改
正
」「
高
等
女
学
校
令
」
に
よ
っ
て
「
国

語
」
教
育
体
制
が
確
立
し
、「
文
学
上
ノ
趣
味
ヲ
養
ヒ
兼
テ

智
徳
ノ
啓
発
ニ
資
ス
ル
」
と
い
う
目
標
が
掲
げ
ら
れ
、「
現

時
ノ
国
文
ヲ
主
ト
シ
テ
講
読
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
教
科
書
も
刷
新
さ
れ
、
文
学
作
品
な
ど
の
新
教
材
が
採
用

さ
れ
始
め
た
。
漱
石
の
場
合
は『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』『
草
枕
』

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』『
倫
敦
塔
』『
二
百
十
日
』『
抗
夫
』『
虞
美

人
草
』『
夢
十
夜
』『
文
鳥
』『
永
日
小
品
』『
思
ひ
出
す
事
な

ど
』『
ケ
ー
ベ
ル
先
生
』『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
』『
文
学
論
』

『
文
学
評
論
』
が
採
ら
れ
、
俳
句
や
書
簡
も
入
れ
ら
れ
た
。

　
こ
の
背
景
に
は
、垣
内
松
三
の
「
創
造
的
読
方
」
論
（『
国

語
の
力
』
不
老
閣
、
一
九
二
二
）、
西
尾
実
の
「
注
解
・
解
釈
・

主
題
・
構
想
・
叙
述
」
の
「
国
語
」
教
育
論
（『
国
語
国
文
の

教
育
』
古
今
書
院
、
一
九
二
九
）
を
理
論
的
基
礎
に
し
た
教
科

書
編
集
が
あ
っ
た
。
垣
内
は
、『
国
語
の
力
』
の
執
筆
に
あ

た
り
、
漱
石
の
『
文
学
論
』
に
多
く
を
学
ん
で
お
り
、
西
尾

も
垣
内
の
理
論
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

■『
近
代
日
本
文
芸
読
本
』と『
国
文
新
選
』『
国
語
』

　「
国
語
」
教
育
に
お
い
て
文
学
が
読
ま
れ
る
環
境
は
、
文

学
創
作
の
側
の
文
芸
実
践
に
よ
っ
て
も
つ
く
ら
れ
た
。
文
芸

実
践
と
は
、
特
定
の
個
人
あ
る
い
は
集
団
が
文
芸
を
創
造
し

享
受
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
生
み
出
さ
れ
る
再
創

造
へ
の
可
能
性
に
自
覚
的
に
な
っ
て
い
く
実
践
を
さ
し
て
い

る
。
そ
れ
は
未
評
価
の
作
品
を
評
価
し
て
共
有
し
よ
う
と
す

る
提
案
的
な
実
践
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
の
典
型
が
芥
川
龍
之
介
編
『
近
代
日
本
文
芸
読
本
』（
興

文
社
、
一
九
二
五
）
で
あ
っ
た
。
収
録
さ
れ
た
の
は
、
明
治

大
正
の
一
二
〇
名
の
作
家
に
よ
る
小
説
、
随
筆
、
日
記
、
戯

曲
、
詩
歌
、
評
論
、
翻
訳
一
四
八
編
で
あ
る
。『
白
樺
』『
帝

「
国
語
」教
科
書
と
夏
目
漱
石

武む

藤と
う

清せ
い

吾ご

琉
球
大
学
教
育
学
部
教
授
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国
文
学
』『
ア
ラ
ラ
ギ
』
な
ど
、
同
時
代
の
文
芸
結
社
の
機

関
紙
誌
、
雑
誌
、
新
聞
な
ど
か
ら
作
品
が
採
ら
れ
て
い
る
。

影
響
力
の
あ
る
作
家
が
編
集
し
た
「
国
語
」
副
読
本
の
効
果

は
大
き
く
、
こ
れ
か
ら
の
読
者
層
と
な
る
中
等
学
校
生
徒
向

け
に
、
文
壇
の
多
く
の
作
品
を
選
定
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら

が
カ
ノ
ン
（
正
典
）
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
始
め
、
そ
の
時

代
を
束
ね
る
規
範
に
な
っ
た
。「
国
語
」
教
科
書
に
も
『
近

代
日
本
文
芸
読
本
』
の
影
響
が
見
ら
れ
、
一
九
二
〇
年
代
後

半
に
は
多
様
な
作
家
の
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
。

　『
近
代
日
本
文
芸
読
本
』
は
、
漱
石
の
作
品
は
二
編
し
か

採
用
し
て
い
な
い
が
、『
永
日
小
品
』『
文
学
評
論
』
の
収
録

と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
垣
内
の
旧
制
高
校
教
科
書
『
国

文
学
体
系
　
現
代
文
学
』（
尚
文
堂
、一
九
二
六
）
に
『
草
枕
』

『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
と
の
類
似
性

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
西
尾
が
中
心
と
な
っ
た
岩
波
編
輯
部
編
『
国
語
』

（
岩
波
書
店
、一
九
三
四
）
は
、垣
内
ら
の
編
集
し
た
教
科
書『
国

文
新
選
』（
明
治
書
院
、
一
九
二
五
）
を
継
承
し
て
事
実
上
の

単
元
編
成
を
採
っ
た
。
各
巻
の
巻
頭
と
巻
末
に
は
、
島
崎
藤

村
、
小
泉
八
雲
、
吉
村
冬
彦
、
安
倍
能
成
、
芳
賀
矢
一
ら
が

配
さ
れ
、
自
ら
の
「
生
き
た
言
葉
」「
生
涯
稽
古
」
な
ど
の

書
き
下
ろ
し
教
材
も
入
れ
た
。
こ
れ
は
『
近
代
日
本
文
芸
読

本
』
が
漱
石
や
鷗
外
ら
を
配
し
た
方
法
と
同
様
で
、
そ
れ
自

体
が
教
科
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の

教
科
書
の
雑
纂
式
の
編
集
か
ら
単
元
編
集
へ
と
移
行
し
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、『
国
文
新
選
』『
国
語
』
と
『
近
代
日
本
文

芸
読
本
』
は
作
家
や
作
品
の
共
通
性
も
大
き
か
っ
た
。

　『
国
語
』
に
は
藤
村
の
作
品
と
と
も
に
八
雲
の
作
品
が
多

数
収
め
ら
れ
た
。
藤
村
の
随
筆
や
詩
、
小
説
、
紀
行
の
六
編
、

八
雲
の
随
筆
や
小
説
、
評
論
の
五
編
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
特
に
藤
村
の
「
結
晶
の
力
」
と
八
雲
の
「
制
作
の
方
法
」、

西
尾
の
「
生
き
た
言
葉
」「
生
涯
稽
古
」
か
ら
は
、
創
造
の

学
び
を
重
視
し
た
単
元
で
構
成
さ
れ
た
教
科
書
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　
漱
石
の
作
品
で
は
、『
国
文
新
選
』に
は『
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
』『
二
百
十
日
』『
草
枕
』『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』『
虞
美
人

草
』『
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
』『
文
鳥
』『
抗
夫
』
が
掲
載
さ
れ
、

『
国
語
』に
は
、『
草
枕
』『
文
鳥
』『
夢
十
夜
』『
ケ
ー
ベ
ル
先
生
』

『
草
枕
』『
思
い
出
す
事
な
ど
』が
収
め
ら
れ
た
。

　
西
尾
は
、『
国
語
』
に
漱
石
作
品
を
多
く
採
用
し
て
、
テ

ク
ス
ト
の
熟
読
を
も
と
に
話
す
・
聞
く
・
書
く
と
い
う
創
造

的
な
言
語
活
動
を
中
学
生
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。『
国

語
』
は
、当
時
の
旧
制
中
学
校
の
七
割
以
上
で
採
択
さ
れ
た
。

『
国
文
新
選
』『
国
語
』
に
多
く
の
漱
石
作
品
が
収
め
ら
れ
た
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影
響
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

■
戦
争
の
不
安
と
そ
の
忌
避

　
一
九
三
〇
年
代
後
半
に
は
教
授
要
目
が
改
訂
さ
れ
、
国
家

総
動
員
体
制
下
で
「
国
民
精
神
の
涵
養
」
の
た
め
の
教
材
採

録
が
要
求
さ
れ
た
。
一
九
四
〇
年
代
の
文
部
省
編
『
中
等
国

文
』『
国
文
』
に
は
漱
石
も
芥
川
も
登
場
し
な
い
。
西
尾
は

こ
の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
が
、
す
で
に
彼
の
思
い
が
実
現
で

き
る
場
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
点
で
は
、
漱
石
の
『
点
頭
録
』（「
朝
日
新
聞
」
一
九

一
六
・
一
・
一
〜
二
一
）
の
存
在
は
重
要
で
あ
る
。「
軍
国
主
義
」

で
「
独
逸
に
よ
つ
て
今
日
迄
鼓
吹
さ
れ
た
軍
国
的
精
神
が
、

其
敵
国
た
る
英
仏
に
多
大
の
影
響
を
与
へ
た
事
を
優
に
認
め

る
と
同
時
に
、
此
時
代
錯
誤
精
神
が
、
自
由
と
平
和
を
愛
す

る
彼
等
に
斯
く
多
大
の
影
響
を
与
へ
た
こ
と
を
悲
し
む
」
と

書
き
、
戦
争
の
も
た
ら
す
悲
劇
を
描
い
て
い
る
。

　
漱
石
が
戦
前
の
教
科
書
に
多
数
採
用
さ
れ
た
背
景
に
は
、

戦
争
体
制
に
よ
っ
て
当
時
の
文
芸
実
践
や
教
養
実
践
か
ら
自

由
が
奪
わ
れ
る
「
不
安
」
を
感
じ
、
戦
争
の
本
質
は
す
べ
て

を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
教
育
関
係
者
の
戦
争
を

忌
避
す
る
意
識
が
投
影
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

■「
国
語
」教
科
書
の『
こ
こ
ろ
』

　『
こ
こ
ろ
』
は
戦
前
の「
国
語
」教
室
で
も
読
ま
れ
て
い
た
。

野
地
潤
家『
昭
和
前
期
中
学
校
国
語
学
習
個
体
史
』（
溪
水
社
、

二
〇
〇
二
）
に
は
、
伊
予
の
中
学
校
で
教
師
が
「
わ
た
く
し

と
先
生
」
を
自
ら
の
体
験
の
よ
う
に
語
っ
た
こ
と
を
契
機
に

生
徒
た
ち
が
競
っ
て
『
こ
こ
ろ
』
を
読
ん
だ
と
あ
る
。

　
ま
た
、
筒
井
清
忠
『
日
本
型
「
教
養
」
の
運
命
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
五
）
に
よ
る
と
、
一
九
三
八
年
頃
の
成
城
高

校
生
が
感
銘
を
受
け
た
書
物
と
し
て
『
草
枕
』『
心
』
が
上

位
に
あ
り
、
四
四
年
の
第
五
高
等
学
校
生
の
一
位
は
『
こ
こ

ろ
』
で
あ
っ
た
。
旧
制
浪
速
高
校
同
窓
会
が
行
っ
た
高
校
生

時
代
の
愛
読
書
調
査
（
一
九
七
六
年
）
で
も
「
心
」
が
二
位

で
あ
る
。
旧
制
中
学
校
を
卒
業
し
て
教
師
に
な
る
場
合
も
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
西
尾
編
『
国
語
』
に
漱
石
が
収
録

さ
れ
た
こ
と
の
影
響
を
こ
こ
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　『
こ
こ
ろ
』
が
「
国
語
」
教
科
書
に
登
場
す
る
の
は
一
九

五
六
（
昭
和
三
一
）
年
の
『
高
等
国
語
二
』（
清
水
書
院
）
で

あ
る
。「
上
　
先
生
と
私
」（
一
部
）
が
初
め
て
収
録
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
六
三
年
の
『
現
代
国
語
二
』（
筑
摩
書
房
）

掲
載
を
契
機
に
『
こ
こ
ろ
』
の
収
録
が
増
え
、
七
〇
年
代
に

は
大
半
の
教
科
書
が
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
の
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
最
も
大
き
な
出
来
事
は
、

一
九
四
八
年
の
新
制
高
等
学
校
の
誕
生
で
あ
る
。
一
九
五
一

年
に「
中
学
校
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
一
般
編（
試
案
）」
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が
「
平
和
教
育
」「
民
主
主
義
教
育
」「
児
童
・
生
徒
中
心
の

指
導
法
」「
問
題
解
決
能
力
の
重
視
」
を
掲
げ
、
そ
れ
を
受

け
た
国
語
科
編
に
は
「
高
等
学
校
国
語
科
の
単
元
の
例
」
が

示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
学
年
の
単
元
「
短
編
小

説
」
で
は
、「
作
品
を
よ
く
味
わ
い
、
余
暇
を
楽
し
く
過
す

た
め
に
、
短
編
小
説
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
ど
の
よ
う
に
書

い
て
み
た
ら
よ
い
か
」
と
副
題
さ
れ
て
い
る
。
　

　
こ
の
後
、「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
国
語
科
編
」
が

一
九
五
五
年
、
六
〇
年
に
告
示
さ
れ
る
。
六
〇
年
版
は
、
心

情
を
豊
か
に
し
て
言
語
生
活
の
向
上
を
図
る
、
目
的
や
場
に

応
じ
た
表
現
態
度
や
技
能
を
養
う
こ
と
な
ど
が
目
標
と
さ

れ
、
そ
の
方
針
に
沿
っ
た
『
現
代
国
語
』
教
科
書
の
多
く
が

『
こ
こ
ろ
』
を
採
録
し
た
の
で
あ
る
。

　
新
制
高
等
学
校
の
教
科
書
に
は
、
戦
前
の
収
録
作
品
を
除

外
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
っ
た
く
新
し
い
作
品
教
材
を
収
録

す
る
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
五
五

年
の『
国
語（
甲
）』
の
時
期
が
教
材
刷
新
の
模
索
期
で
あ
り
、

『
現
代
国
語
』
の
時
期
に
教
材
の
総
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
た
。

高
等
学
校
で
は
、
漱
石
は
『
三
四
郎
』
か
ら
『
こ
こ
ろ
』、

芥
川
は『
鼻
』か
ら『
羅
生
門
』、鷗
外
は『
安
井
夫
人
』か
ら『
舞

姫
』と
い
う
ぐ
あ
い
に
作
品
が
入
れ
替
わ
っ
た
。
中
学
校
で

は
『
少
年
の
日
の
思
い
出
』『
走
れ
メ
ロ
ス
』『
故
郷
』
な
ど

が
収
録
さ
れ
た
。
太
宰
治
、
安
部
公
房
、
梶
井
基
次
郎
、
大

岡
昇
平
ら
の
新
し
い
作
品
が
教
材
と
し
て
登
場
し
た
の
も

『
現
代
国
語
』の
特
徴
で
あ
っ
た
。

　
注
目
す
べ
き
は
、
個
々
の
作
品
が
単
独
で
入
れ
替
え
ら
れ

た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
書

で
、
い
く
つ
か
の
大
き
な
単
元
テ
ー
マ
が
決
め
ら
れ
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
作
品
が
採
録
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、「
こ
と

ば
と
生
活
」「
読
書
」
と
と
も
に
、「
人
生
の
探
究
」「
世
界

へ
の
窓
」
と
い
う
単
元
が
示
さ
れ
各
教
材
が
配
置
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
言
語
生
活
へ
の
関
心
と
と
も
に
、
世
界
と

日
本
、
ア
ジ
ア
と
日
本
と
い
う
単
元
意
識
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
新
生
日
本
の
も
と
で
の
個
性
の
確
立
、教
養
の
獲
得
、

社
会
へ
の
批
判
力
を
実
現
す
る
学
び
と
し
て
の
単
元
の
設
定

が
世
界
と
個
人
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時

期
に
収
録
さ
れ
共
通
教
材
と
な
っ
た
も
の
に
は
、
翻
訳
、
翻

案
、
外
国
が
舞
台
と
い
う
特
徴
に
加
え
て
、
個
人
の
生
の
あ

り
よ
う
を
描
く
作
品
が
多
い
と
い
う
点
を
指
摘
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
単
元
構
成
を
戦
前
か
ら
求
め
て
き
た
西
尾
実
が

編
集
の
中
心
に
な
っ
た
『
現
代
国
語
二
』
が
『
こ
こ
ろ
』
を

掲
載
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
そ
の
収
録
が
大
幅
に
増
え

た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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　『
夢
十
夜
』
の
「
第
一
夜
」
の
解
釈
に
お
い
て
、「『
百
年

は
も
う
来
て
ゐ
た
ん
だ
な
』
と
此
の
時
始
め
て
気
が
附
い

た
。」
と
の
結
び
が
争
点
に
な
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

こ
こ
に
至
っ
て
「
自
分
」
は
、「
女
」
を
待
つ
「
百
年
」
が

経
過
し
て
い
た
こ
と
を
、
そ
の
到
来
か
ら
遅
れ
て
気
づ
く
。

で
は
、「
百
年
」
は

│
あ
る
い
は
「
女
」
は

│
い
つ
来

た
と
考
え
ら
れ
る
か
？
　
結
び
の
一
文
を
導
出
す
る
諸
要
素

（「
暁
の
星
」
の
瞬
き
、
百
合
と
の
接
吻
、
花
弁
に
落
ち
る
露
、

茎
の
伸
長
・
蕾
の
開
花
…
…
）
は
、「
百
年
」
の
到
来
と
そ

の
自
覚
の
連
関
を
さ
ま
ざ
ま
に
想
像
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
む
ろ

ん
、
抽
象
度
の
高
い
掌
編
ゆ
え
、
確
定
的
な
解
釈
に
達
す
る

の
は
難
し
い
。
た
と
え
ば
大
学
の
教
室
で
検
討
す
る
と
、「
百

年
」
お
よ
び
「
女
」
の
到
来
に
関
し
て
、〈
客
観
〉
的
証
明

の
不
可
能
性
、「
自
分
」
の
認
識
の
〈
主
観
〉
性
と
い
っ
た

指
摘
に
議
論
が
収
斂
し
、〈
要
は
す
べ
て
「
夢
」
の
中
の
話
〉

と
の
結
論
？
　
に
落
ち
着
く
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

　「
第
一
夜
」
を
読
み
深
め
、
そ
の
世
界
観
の
奥
行
き
に
触

れ
る
に
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
踏
み
越
え
る
考
察
が
必
要
と

な
ろ
う
。
い
っ
た
い
「
百
年
」
は
い
つ
来
た
の
か
、「
自
分
」

は
い
つ
来
て
い
た
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

│
。
小
論

で
は
、
こ
の
問
い
を
め
ぐ
る
ひ
と
つ
の
ア
イ
デ
ア
を
示
し
て

み
た
い
と
思
う
。

　
は
じ
め
に
、「
百
年
」
の
約
束
を
交
わ
す
「
自
分
」
と
「
女
」

の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
二
人
が
ど
れ
ほ
ど
の

年
月
に
渡
り
、
い
か
な
る
関
係
を
築
い
て
き
た
の
か
、
作
中

の
情
報
か
ら
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
し
あ
た
り
一

般
的
な
物
語
コ
ー
ド
に
準
じ
て
捉
え
る
な
ら
、二
人
は
〈
愛
〉

の
関
係
に
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。〈
愛
〉す
る

二
人
が
、
今
生
の
別
れ
に
際
し
て
い
る
。「
自
分
」
の
語
り

を
通
し
て
、「
大
き
な
潤
の
あ
る
」「
黒
眼
」を
持
つ「
女
」の
姿

や
、短
い
言
葉
の
や
り
取
り
が
記
さ
れ
る
。
な
か
で
も
印
象

的
な
の
が
、「
私
の
顔
が
見
え
る
か
い
と
一
心
に
」問
う「
自

「
百
年
」は
い
つ
来
た
の
か
？

│
│「
第
一
夜
」（『
夢
十
夜
』）に
お
け
る〈
夢
の
論
理
〉

山や
ま

本も
と

亮り
ょ
う

介す
け

東
洋
大
学
文
学
部
教
授
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分
」に
、「
女
」
が
「
に
こ
り
と
笑
つ
て
」
返
す
、「
そ
ら
、

そ
こ
に
、
写
つ
て
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」
の
ひ
と
言
で
あ

る
。
み
ず
か
ら
の
死
を
前
に
、「
女
」
は
「
ぱ
つ
ち
り
と
眼

を
開
け
た
」。「
自
分
」が
覗
き
込
む
よ
う
に
見
つ
め
る
と
、「
其

の
真
黒
な
眸
の
奥
に
、
自
分
の
姿
が
鮮
に
浮
か
ん
で
ゐ
る
」。

互
い
の
心
を
確
認
す
る
よ
う
に
見
つ
め
合
う
（
は
ず
の
）
局

面
に
あ
っ
て
、
二
人
の
視
線
は
確
か
に
相
対
し
て
い
る
も
の

の
、
そ
こ
に
根
源
的
な
不
透
明
性
が
示
唆
さ
れ
て
し
ま
う
。

生
の
世
界
に
あ
る
「
自
分
」
が
、
死
に
ゆ
く
「
女
」
が
眼
に

し
て
い
る
も
の
、「
女
」
が
い
ま
感
じ
取
っ
て
い
る
も
の
を

知
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
、
相
手
を
鏡
と
し
た
自
己
像
が
「
鮮
に

浮
か
ん
で
」
く
る
。
他
者
に
注
い
で
い
た
ま
な
ざ
し
や
思
い

も
、
結
局
は
自
己
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
自
他

関
係
の
、〈
愛
〉
の
原
理
的
な
ア
ポ
リ
ア
で
あ
ろ
う
。
理
解

の
頼
り
と
な
る
べ
き
言
葉

0

0

も
、「
女
」
の
眼
に
見
え
て
い
る

の
は
、「
そ
こ
」（
鏡
と
し
て
の
他
者
）
に
映
る
自
己
像
を
眼

に
し
た
「
自
分
の
姿
」
で
あ
る
、
と
示
す
に
と
ど
ま
る
。
永

遠
の
別
れ
を
前
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
二
人
が
と
も
に
す

ご
し
た
時
間
と
は
、
自
他
関
係
の
不
透
明
性
に
貫
か
れ
た
、

充
足
不
可
能
な
〈
愛
〉
の
経
験
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
だ
。

　『
行
人
』
で
は
、
他
我
理
解
に
苦
し
む
「
一
郎
」
が
、「
テ

レ
パ
シ
ー
か
何
か
」の
実
験
を
妹
に
試
み
、
気
味
悪
く
思
わ

れ
る
く
だ
り
が
あ
る（「
塵
労
」十
一
）。自
他
関
係
の
底
に
は
、

根
源
的
な
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
存
し
よ
う
。
仮

に〈
愛
〉の
関
係
を
自
他
合
一
の
様
態
と
見
な
す
な
ら
、
や
は

り
そ
れ
は
自
己
中
心
的
か
つ
実
現
不
可
能
な
理
想
像
に
す
ぎ

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
自
他
が
何
ら

か
の
も
の
を
共
有
す
る
関
係
を
、
根
本
に
あ
る
問
題
性
を
打

ち
消
さ
ぬ
ま
ま
に
構
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
に
浮
上
す
る
の
が
、
墓
の
傍
ら
で
「
百
年
」
待
つ
と

い
う
〈
約
束
〉
で
あ
る
。「
自
分
」
が
〈
約
束
〉
を
果
た
し

た
と
き
、「
女
」
は
「
屹き

っ
と度

逢
ひ
に
来
ま
す
」
と
言
う
。
あ

る
い
は
、「
女
」
が
「
又
逢
ひ
に
」
来
た
と
き
、
両
者
に
よ

る〈
約
束
〉
の
履
行
が
同
時
に
証
明
さ
れ
る
。〈
約
束
〉
と
は
、

他
我
を
推
し
量
る
試
金
石
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
帰
趨
次
第

で
不
透
明
な
自
他
関
係
に
何
ら
か
の
形
が
与
え
ら
れ
る
（
可

能
性
を
持
つ
）。
ど
れ
ほ
ど
の
断
絶
と
ア
ポ
リ
ア
に
直
面
し

よ
う
と
も
、
相
手
と
世
界
を
と
も
に
し
、（
再
び
）
相
対
す

る
こ
と
を
求
め
る

│
こ
の
思
い
の
共
有

-

証
明
が
、
い
ま

〈
約
束
〉
に
賭
け
ら
れ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
一
個
の
人
間
に
あ
っ
て
、「
百
年
」
と
は
自
己
の

生
死
を
超
え
た
〈
永
遠
〉
の
時
間
に
比
す
る
。
そ
れ
は
定
義

上
、決
し
て
現
実
に
到
来
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
何
ら
か
の
〈
約
束
〉
が
実
現
し
た
と
し
て
も
、
自
他
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関
係
の
不
透
明
性
が
払
底
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
他
者
は
届

か
ぬ
も
の
と
し
て
あ
り
続
け
る
こ
と
に
相
即
し
よ
う
。
ゆ
え

に
、
す
べ
て
は
自
己
の
夢
想
で
し
か
な
い
。
で
は
、
そ
の
夢

の
中
で
、「
自
分
」
は
「
百
年
」
待
ち
、そ
し
て
「
女
」
は
「
又

逢
ひ
に
」
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
仮
に
「
女
」
が

「
百
合
」
と
な
っ
て
「
又
逢
ひ
に
」
来
た
と
す
る
な
ら
、
そ

れ
こ
そ
「
自
分
」
の
抜
き
難
い
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
を
露
見
さ
せ

る
結
末
で
は
な
い
か
。鏡
に
映
る
自
己
像
を
愛
し
て
い
た「
自

分
」
は
、
最
後
は
物
言
わ
ぬ
植
物
と
接
吻
す
る
、
あ
た
か
も

愛
し
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
…
…
。
こ
う
い
っ
た
夢
の
シ

ニ
シ
ズ
ム
、
な
い
し
夢
の
真
理
も
ま
た
、「
第
一
夜
」
解
釈

の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
自
分
」
の
夢
想

を
さ
ら
に
突
き
詰
め
る
方
向
で
、〈
約
束
〉
の
行
方
を
探
っ

て
み
よ
う
。
補
助
線
と
す
る
の
は
、「
第
一
夜
」
解
釈
に
多

く
の
示
唆
を
与
え
て
き
た
『
そ
れ
か
ら
』
の
表
現
内
容
で
あ

る
。「
三
千
代
」
の
印
象
的
な
「
黒
い
、
湿う

る

ん
だ
様
に
暈ぼ

か

さ

れ
た
眼
」、「
代
助
」
が
結
婚
祝
い
に
贈
っ
た
「
真
珠
」
の
指

輪
、
そ
し
て
何
よ
り
も
百
合
の
花
が
、
再
会
の
物
語
を
象
徴

的
か
つ
現
実
的
に
導
い
て
ゆ
く
。
特
に
着
目
し
た
い
の
は
、

『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
百
合
が
、
一
度
は
切
断
さ
れ
た
過

去
と
現
在
を
、
と
り
わ
け
そ
の
香
り
の
力
で
結
び
な
お
す
こ

と
で
あ
る
。
告
白
を
決
心
し
た
「
代
助
」
は
、
百
合
を
用
意

し
た
部
屋
で
「
三
千
代
」
を
待
つ
。

代
助
は
、
百
合
の
花
を
眺
め
な
が
ら
、
部
屋
を
掩
ふ
強

い
香
の
中
に
、
残
り
な
く
自
己
を
放
擲
し
た
。
彼
は
此

嗅
覚
の
刺
激
の
う
ち
に
、
三
千
代
の
過
去
を
分
明
に
認

め
た
。
其
過
去
に
は
離
す
べ
か
ら
ざ
る
、
わ
が
昔
の
影

が
烟
の
如
く
這
ひ
纏
は
つ
て
ゐ
た
。
彼
は
し
ば
ら
く
し

て
、
／
「
今
日
始
め
て
自
然
の
昔
に
帰
る
ん
だ
」
と
胸

の
中
で
云
つ
た
。（
中
略
）
彼
は
雨
の
中
に
、
百
合
の

中
に
、
再
現
の
昔
の
な
か
に
、
純
一
無
雑
に
平
和
な
生

命
を
見
出
し
た
。（
中
略
）
さ
う
し
て
凡
て
が
幸ブ

リ
ス

で
あ

つ
た
。
だ
か
ら
凡
て
が
美
し
か
つ
た
。
／
や
が
て
、
夢

か
ら
覚
め
た
。
此
一
刻
の
幸ブ

リ
ス

か
ら
生
ず
る
永
久
の
苦
痛

が
其
時
卒
然
と
し
て
、代
助
の
頭
を
冒
し
て
来
た
。（
中

略
）
彼
は
立
つ
て
百
合
の
花
の
傍
へ
行
つ
た
。
唇
が
瓣

は
な
び
ら

に
着
く
程
近
く
寄
つ
て
、
強
い
香
を
眼
の
眩
う
迄
嗅
い

だ
。
彼
は
花
か
ら
花
へ
唇
を
移
し
て
、
甘
い
香
に
咽
せ

て
、失
心
し
て
室
の
中
に
倒
れ
た
か
つ
た
。（
十
四
の
七
）

　
充
満
す
る
百
合
の
香
り
か
ら
現
れ
出
た
過
去
は
、
す
べ
て

が
「
幸ブ

リ
ス

」
と
し
て
あ
っ
た
「
自
然
の
昔
」、
観
念
的
夾
雑
物

の
な
い
二
人
の
世
界
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
代
助
」が「
純

一
無
雑
に
平
和
な
生
命
を
見
出
」
す
「
再
現
の
昔
」
と
は
、
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あ
く
ま
で
理
想
化
さ
れ
た
「
夢
」

-

「
一
刻
の
幸ブ

リ
ス」

に
す
ぎ

な
い
。
ひ
と
た
び
夢
か
ら
覚
め
て
し
ま
え
ば
、
唇
が
触
れ
る

ほ
ど
に
近
づ
い
て
も
、
百
合
の
香
り
に
よ
る
忘
我
は
訪
れ
な

い
。
そ
し
て
、「
夢
」

-

「
一
刻
の
幸ブ

リ
ス」

の
反
動
で
あ
る
「
永

久
の
苦
痛
」
だ
け
が
、
現
実
の
世
界
に
残
さ
れ
る
。

　「
第
一
夜
」
の
「
自
分
」
は
、
夢
の
中

0

0

0

で
百
合
の
香
り
を

嗅
ぐ
。『
そ
れ
か
ら
』
の
一
節
と
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
、

そ
れ
は
夢
の
中
で
〈
理
想
化
さ
れ
た
過
去
の
夢
〉
を
見
る
こ

と
、
ひ
い
て
は
〈
永
久
の
幸ブ

リ
ス〉

の
輪
を
生
み
出
す
こ
と
だ
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
最
初
の
問
い
に
戻
ろ
う
。
い
っ
た

い
「
百
年
」
は
い
つ
来
た
の
か
。「
骨
に
徹こ

た

へ
る
程
」
の
香

り
を
放
つ
百
合
、
そ
の
「
花
瓣
」
に
接
吻
し
た
「
自
分
」
の

も
と
に
、〈
女
の
過
去
〉
と
〈
離
す
べ
か
ら
ざ
る
、
わ
が
昔

の
影
〉
が
浮
か
び
上
が
る
。
と
も
に
生
き
た
過
去
は
、「
幸ブ

リ
ス」

に
満
ち
た
世
界
と
し
て
「
再
現
」（
理
想
化
）
さ
れ
る
。
再

来
を
約
束
し
た
「
百
年
」
の
時
間
は
、二
人
が
出
会
っ
た
「
自

然
の
昔
」
に
「
も
う
来
て
ゐ
た
」
の
だ
、
こ
の
と
き
そ
う
思

い
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　『
永
日
小
品
』
中
の
幻
想
譚
「
心
」
で
は
、「
百
年
の
昔
か

ら
此
処
に
立
つ
て
、
眼
も
鼻
も
口
も
ひ
と
し
く
自
分
を
待
つ

て
ゐ
た
顔
」
の
「
女
」
が
現
れ
る
。「
第
一
夜
」
の
「
自
分
」

は
、
永
遠
の
時
を
待
ち
続
け
た
果
て
に
か
つ
て
「
女
」
と
逢

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

う
こ
と
が
で
き
た

0

0

0

0

0

0

0

の
だ（
こ
れ
が
荒
唐
無
稽
に
す
ぎ
る
な
ら
、

永
遠
に
近
い
時
間
を
待
っ
て
で
も
再
び
逢
い
た
い
と
願
う
他

者
と
、
過
去
を
と
も
に
で
き
た
「
幸ブ

リ
ス」

に
い
ま
気
づ
い
た
と

し
て
も
よ
い
）。
二
人
の
邂
逅
を
運
命
的
な
も
の
と
意
味
づ

け
、「
再
現
の
昔
の
な
か
に
、
純
一
無
雑
に
平
和
な
生
命
」

を
見
出
す
と
き
に
の
み
、〈
愛
〉
の
夢
を
見
続
け
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。

　
再
会
と
し
て
の
出
逢
い
、
未
来
の
〈
約
束
〉
に
よ
る
過
去

の
再
生

│
こ
こ
に
は
倒
錯
し
た
論
理
が
あ
る
。「
女
」を「
百

年
」
待
ち
続
け
よ
う
と
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
過
去
に
お
い

て
「
女
」
と
逢
え
た
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
。
い
わ
ば
〈
前

世
の
約
束
〉
を
め
ぐ
る
一
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
の
よ
う
に
円
環
す
る
現
在
と

過
去
、
理
想
的
に
永
遠
化
さ
れ
る
「
再
現
の
昔
」、
言
う
な

ら
ば
〈
夢
の
論
理
〉
の
中
に
「
自
分
」
は
身
を
置
く
（「
こ

ん
な
夢
を
見
た
」
と
語
る
存
在
は
措
く
と
し
て
）。
い
つ
何

時
自
他
関
係
の
深
い
闇
に
取
り
囲
ま
れ
る
か
わ
か
ら
ず
と

も
、他
者
と
と
も
に
あ
る
時
間
の
永
劫
回
帰
に
賭
け
る
こ
と
。

こ
の
志
向
を
、
や
は
り
自
己
中
心
的
な
戯
画
と
み
る
か
、
あ

え
て
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
可
能
性
と
受
け
と
め
る
か
。「
第

一
夜
」
が
問
う
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。
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■「
草
枕
」か
つ
て
の
輝
き

　
夏
目
漱
石
「
草
枕
」
は
、
基
本
的
に
は
現
今
の
国
語
教
科

書
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、時
代
を
遡
っ
て
み
る
な
ら
ば
、「
草
枕
」
こ
そ
は
、

か
つ
て
の
定
番
教
材
で
あ
っ
た
。
橋
本
暢
夫
『
中
等
学
校
国

語
科
教
材
史
研
究
』（
二
〇
〇
二
・
七
、
溪
水
社
）
に
よ
れ
ば
、

旧
制
中
等
学
校
の
読
本
中
、
漱
石
作
品
は
三
〇
五
種
、
八
七

八
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
現
在
定
番
化
し
て
い
る
「
坊
っ

ち
ゃ
ん
」
が
一
回
し
か
出
て
こ
ず
、『
こ
こ
ろ
』
の
教
材
化

に
い
た
っ
て
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
の
に
比
し
て
、

「
草
枕
」
は
な
ん
と
四
〇
七
回
も
出
て
く
る
。
次
点
の
『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
が
一
九
五
回
で
あ
る
こ
と
と
比
べ
て
み
て

も
、
突
出
し
た
掲
載
回
数
で
あ
る
。「
草
枕
」
を
教
材
と
し

て
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

■
復
活
の
切
り
札

　
一
方
、
二
〇
〇
八
年
夏
に
公
開
さ
れ
た
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ

の
映
画
『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
の
宣
伝
で
、
宮
崎
駿
監
督
が

夏
目
漱
石
の
フ
ァ
ン
で
あ
り
、
し
か
も
特
に
「
草
枕
」
を
愛

好
し
、
映
画
に
も
そ
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
公
式
情

報
と
し
て
発
信
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
、

宮
崎
駿
は
「
草
枕
」
の
舞
台
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
熊
本
県
の

小
天
に
や
っ
て
き
た
。
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
社
員
旅
行
の
行
き

先
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　「
草
枕
」
に
興
味
が
な
く
て
も
、
宮
崎
駿
、
ジ
ブ
リ
ア
ニ

メ
な
ら
ば
興
味
を
示
す
者
は
多
い
。
な
ん
と
か
宮
崎
駿
か
ら

漱
石
、「
草
枕
」
へ
の
連
絡
通
路
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ
数
年
、
高
等
学
校
等
へ
の
出
前
授
業

で
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

■
勘
所
は
因
果
関
係
に
よ
る
筋
＝
プ
ロ
ッ
ト

　「
草
枕
」
と
宮
崎
駿
の
関
係
に
お
い
て
、
考
え
る
べ
き
は
、

物
語
の
展
開
構
造
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。「
草
枕
」
は
西

欧
近
代
小
説
の
因
果
関
係
が
作
り
出
す
筋
＝
プ
ロ
ッ
ト
を
重

宮
崎
駿
に
な
っ
た
夏
目
漱
石
│
│「
草
枕
」復
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

跡あ
と

上が
み

史し

郎ろ
う

熊
本
大
学
教
育
学
部
准
教
授
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視
す
る
物
語
展
開
の
あ
り
方
に
反
旗
を
翻
し
た
挑
戦
的
な
小

説
で
あ
り
、
宮
崎
駿
も
ま
た
因
果
関
係
に
よ
る
理
解
が
基
調

を
な
す
よ
う
な
単
線
的
な
物
語
の
あ
り
方
に
反
抗
す
る
こ
と

で
、
世
界
的
な
評
価
を
不
動
の
も
の
に
し
て
き
た
映
画
監
督

だ
か
ら
だ
。

■
ま
ず
は
事
実
か
ら

　
先
に
触
れ
た
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
社
員
旅
行
時
に
、
宮
崎
駿

は
、
漱
石
が
実
際
に
宿
泊
し
た
前
田
家
別
邸
の
離
れ
の
部
屋

で
写
真
に
収
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
実
に
上
機
嫌
の
ニ
コ

ニ
コ
顔
な
の
だ
。
こ
の
写
真
は
、
草
枕
交
流
館
発
行
の
『
春

星
』
第
八
号
（
二
〇
一
一
・
四
）
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
漱

石
作
品
は
ど
れ
も
好
き
で
、
よ
く
読
ん
だ
が
、
中
で
も
『
草

枕
』
が
一
番
面
白
い
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
付
き
で
あ
る
。
前

田
家
別
邸
は
、
も
ち
ろ
ん
「
草
枕
」
の
主
人
公
画
工
が
寝
泊

ま
り
す
る
志
保
田
家
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
の
離
れ
は
二
〇

一
三
年
の
『
風
立
ち
ぬ
』
で
も
、
主
人
公
が
住
む
部
屋
の
モ

デ
ル
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、『
風
立
ち
ぬ
』
公
開
に
ま
つ
わ
る
半
藤
一
利
（
義

祖
父
が
漱
石
）
と
の
対
談
本
『
腰
抜
け
愛
国
談
義
』（
二
〇

一
三
・
八
、文
藝
春
秋
）
で
の
宮
崎
発
言
が
極
め
付
け
で
あ
る
。

「
ぼ
く
、『
草
枕
』
が
大
好
き
で
、
飛
行
機
に
乗
ら
な
き
ゃ
い

け
な
い
と
き
は
必
ず
あ
れ
を
持
っ
て
い
く
ん
で
す
。
ど
こ
か

ら
で
も
読
め
る
と
こ
ろ
も
好
き
な
ん
で
す
。（
中
略
）
ぼ
く

は
ほ
ん
と
う
に
、『
草
枕
』
ば
か
り
読
ん
で
い
る
人
間
か
も

し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）」。

　「
ど
こ
か
ら
で
も
読
め
る
」
と
い
う
の
は
、「
草
枕
」
の
画

工
の
セ
リ
フ
「
た
だ
机
の
上
へ
、
こ
う
開
け
て
、
開
い
た
所

を
い
い
加
減
に
読
ん
で
る
ん
で
す
」
に
忠
実
に
従
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
一
般
人
に
は
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
。

こ
こ
か
ら
が
宮
崎
ア
ニ
メ
の
出
番
で
あ
る
。

■
最
初
の
問
い

　
ま
ず
、
生
徒
た
ち
に
問
う
の
は
、「『
天
空
の
城
ラ
ピ
ュ
タ
』

（
一
九
八
六
）
の
あ
ら
す
じ
が
言
え
る
か
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

だ
い
た
い
言
え
る
。
細
部
は
い
ろ
い
ろ
で
も
、
大
筋
は
そ
ん

な
に
違
わ
な
い
。
次
に
、「『
崖
の
上
の
ポ
ニ
ョ
』
の
あ
ら
す

じ
が
言
え
る
か
」
を
問
う
。『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』（
二
〇

〇
一
）
で
代
替
し
て
も
よ
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

答
え
は
か
な
り
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
る
。

　
理
由
は
、
宮
崎
駿
が
回
を
重
ね
る
ご
と
に
物
語
の
パ
タ
ー

ン
を
崩
し
て
、
因
果
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
物
語
を
作
っ

て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　「
お
姫
様
が
悪
党
に
さ
ら
わ
れ
た
の
で
救
出
に
向
か
い
、

悪
を
打
倒
し
た
ら
宝
物
が
現
れ
た
」
と
い
っ
た
よ
う
な
パ
タ

ー
ン
や
因
果
関
係
が
明
確
な
話
は
、
そ
の
型
に
従
っ
て
記
憶
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し
た
り
再
生
し
た
り
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、

宮
崎
駿
は
そ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
化
を
「
頽
廃
」
と
見
做
し
、

物
語
の
型
や
因
果
関
係
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
し
て
き
た
。

ゆ
え
に
、
宮
崎
駿
の
営
為
後
半
に
な
る
ほ
ど
宮
崎
ア
ニ
メ
の

物
語
展
開
を
記
憶
し
再
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
だ
。

　『
ポ
ニ
ョ
』
の
物
語
途
中
で
大
魔
法
が
発
動
す
る
と
、
町

は
海
に
沈
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
展
開
は
唐
突
で
あ
る
が
、
記

録
映
像
『
ポ
ニ
ョ
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
。
〜
宮
崎
駿
の
思

考
過
程
〜
』（
二
〇
〇
九
・
一
二
、
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
・

ス
タ
ジ
オ
・
ジ
ャ
パ
ン
）
を
観
る
と
、
宮
崎
駿
が
、
映
画
制

作
途
中
で
突
然
こ
の
予
定
外
の
ア
イ
デ
ア
を
思
い
つ
い
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
映
画
後
半
は
、
設
計
図
で
あ
る
絵

コ
ン
テ
の
完
成
が
フ
ィ
ル
ム
制
作
に
間
に
合
わ
ず
、
宮
崎
駿

は
追
い
詰
め
ら
れ
、
通
常
の
理
性
の
箍た

が

が
外
れ
る
よ
う
に
し

て
、
意
外
な
展
開
が
決
め
ら
れ
て
い
く
の
だ
。

　
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
、
ま
る
で
、
女
の
子
が
狼
に
食
べ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
ま
ま
助
か
ら
な
い
「
赤
ず
き
ん
」
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
よ
う
な
理
不
尽
さ
、
近
代
以
降
子
供
向

け
に
書
き
直
さ
れ
る
以
前
の
昔
話
の
わ
け
の
わ
か
ら
な
さ
と

同
質
で
あ
る
が
、
私
た
ち
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
受

け
入
れ
て
し
ま
う
。
宮
崎
ア
ニ
メ
の
持
つ
、
筋
の
興
味
を
上

回
る
映
像
の
美
し
さ
の
力
も
大
き
い
だ
ろ
う
。

■
俳
句
的
小
説
の「
俳
句
的
」と
は
？

　「
草
枕
」
も
ま
た
、
展
開
が
あ
や
ふ
や
で
、
と
き
に
時
間

が
停
滞
し
、
筋
の
興
味
が
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
し
ま
う
よ

う
な
奇
異
な
小
説
で
あ
る
。
漱
石
自
身
は
「
草
枕
」
を
「
俳

句
的
小
説
」
と
言
っ
て
い
る
。
俳
句
的
で
あ
る
こ
と
は
、
プ

ロ
ッ
ト
を
逆
方
向
か
ら
考
え
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
だ

が
、
従
来
こ
の
問
題
は
正
面
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

の
問
題
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、私
は
、正
岡
子
規
「
柿

食
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺
」
の
元
に
な
っ
た
、
漱
石
の

俳
句
を
用
い
て
い
る
。

　
　
○
○
○
○
ば
銀
杏
ち
る
な
り
建
長
寺

俳
句
の
素
人
に
、
こ
の
「
○
○
○
○
ば
」
の
部
分
を
埋
め
て

も
ら
う
と

　
　
風
吹
け
ば
銀
杏
ち
る
な
り
建
長
寺

　
　
雨
降
れ
ば
銀
杏
ち
る
な
り
建
長
寺

等
、
銀
杏
が
ち
る
原
因
を
理
屈
で
考
え
る
。
中
に
は
、

　
　
木
を
蹴
れ
ば
銀
杏
ち
る
な
り
建
長
寺

と
、
ど
う
あ
っ
て
も
銀
杏
を
ち
ら
そ
う
と
努
力
す
る
者
も
い

る
。
根
本
に
あ
る
の
は
、
文
学
的
表
現
を
因
果
関
係
で
捉
え

よ
う
と
す
る
小
説
中
心
的
な
発
想
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
俳
句
の
発
想
は
異
な
る
。
漱
石
句
の
正
解
は
、

　
　
鐘
つ
け
ば
銀
杏
ち
る
な
り
建
長
寺
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で
あ
る
。
見
か
け
上
「
〜
す
れ
ば
〜
だ
」
に
は
な
っ
て
い
る

が
、
鐘
を
つ
く
こ
と
と
銀
杏
が
散
る
こ
と
の
間
に
は
、
な
ん

の
因
果
関
係
も
な
い
。

　
も
っ
と
も
漱
石
で
さ
え
、
修
行
期
に
は
正
岡
子
規
に
ダ
メ

出
し
を
食
ら
っ
て
い
る
の
だ
よ
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
付
け

く
わ
え
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
漱
石
の

　
　
花
芒
小
便
す
れ
ば
馬
逸
す

に
対
す
る
子
規
の
コ
メ
ン
ト
は
、「
小
便
ノ
た
め
に
馬
を
逃

が
し
た
る
ハ
理
屈
あ
り
て
よ
か
ら
ず
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

小
便
を
し
て
い
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
馬
を
逃
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
「
因
果
関
係
」
に
よ
る
説
明
で
あ
っ
て
、
俳
句

と
し
て
は
不
出
来
な
の
だ
。

■
未
来
の
国
語

　
こ
の
よ
う
な
俳
句
修
行
の
上
で
西
洋
に
赴
い
た
漱
石
で
あ

る
か
ら
、
西
洋
流
の
言
語
表
現
そ
の
も
の
は
、
な
ん
ら
普
遍

的
な
も
の
で
は
な
く
、
仰
ぎ
見
る
対
象
で
は
な
い
と
思
っ
て

い
る
。
だ
っ
た
ら
洋
の
東
西
を
超
え
た
言
語
表
現
の
普
遍
的

地
平
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
探
求
の
姿
勢
が
生

ん
だ
の
が
「
草
枕
」
な
の
だ
。

　
ど
う
や
ら
、「
草
枕
」
復
活
に
は
、
伝
統
的
言
語
文
化
に

関
す
る
腰
の
入
っ
た
教
育
と
の
連
携
が
必
要
な
よ
う
だ
。
そ

こ
に
は
、
小
説
中
心
主
義
的
な
因
果
関
係
、
あ
る
い
は
因
果

関
係
に
よ
る
心
情
表
現
と
は
別
の
表
現
の
規
則
が
あ
る
。

　
宮
崎
駿
が
愛
し
た
「
草
枕
」
の
背
後
に
は
、
小
説
（
プ
ロ

ッ
ト
）
の
原
則
と
は
裏
の
関
係
に
あ
る
俳
句
（
非
プ
ロ
ッ
ト
）

の
原
則
が
隠
れ
て
い
る
。
宮
崎
駿
は
俳
句
を
意
識
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
別
の
経
路
を
た
ど
っ
て
、
漱
石
と
同
じ

地
点
に
立
ち
至
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
漱
石
の
言
語
表
現

を
理
解
す
る
リ
テ
ラ
シ
ー
の
獲
得
は
困
難
だ
が
、
宮
崎
ア
ニ

メ
を
理
解
す
る
た
め
の
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
私
た
ち
は
子
供
の

頃
か
ら
鍛
え
ら
れ
て
い
る
。

　
美
術
に
も
深
い
関
心
を
抱
き
、
水
彩
画
を
描
い
た
り
、
著

作
を
自
ら
装
丁
し
た
り
し
て
い
る
漱
石
は
、「
草
枕
」
を
始

め
と
す
る
小
説
群
で
、
言
語
表
現
と
絵
画
表
現
を
同
一
地
平

で
捉
え
る
実
験
を
し
て
い
た
。
現
代
の
画
工
・
宮
崎
駿
に
よ

る
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
漱
石
が
実
現
で

き
な
か
っ
た
理
想
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
漱

石
は
、
宮
崎
ア
ニ
メ
と
し
て
現
代
に
生
き
続
け
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。

　
そ
れ
は
、
単
線
論
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
多
面
的
で
綜

合
判
断
的
で
複
雑
で
美
し
く
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
国
民
皆

で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
、
お
そ
ら

く
未
来
の
国
語
の
夢
な
の
だ
。
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授
業
実
践

■
生
徒
の
状
況
と
授
業
の
着
想

　

本
校
は
男
子
校
（
一
学
年
45
人
×
５
ク
ラ
ス　

文
理
混
合

２
ク
ラ
ス　

理
系
３
ク
ラ
ス
）
で
あ
る
。
世
間
で
は
進
学
校

と
い
う
見
方
を
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
国
語
に
関
し
て

は
で
き
る
生
徒
ば
か
り
で
は
な
い
。
高
二
の
二
学
期
に
『
こ

こ
ろ
』
の
授
業
を
し
た
。
予
め
夏
休
み
に
は
『
こ
こ
ろ
』
全

文
通
読
を
課
題
と
し
た
。
さ
て
、
本
校
生
は
以
前
の
学
年
で

実
践
し
た
と
き
も
初
読
感
想
で
「
明
治
の
精
神
」
に
興
味
を

示
す
生
徒
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
い
っ
そ
そ
こ
を
支

点
に
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
実
践
で
あ
る
。

■
授
業
の
概
要

夏
休
み　
　

 

『
こ
こ
ろ
』（
新
潮
文
庫
）
全
文
通
読

第
１
時　
　

 

初
読
感
想
を
書
く

第
２
〜
10
時
『
こ
こ
ろ
』「
下
」
に
つ
い
て
の
読
解

第
11
〜
14
時
『
こ
こ
ろ
』
全
体
に
つ
い
て
の
読
解

第
15
時　
　

 

ま
と
め
の
批
評
文
を
書
く

　

初
読
感
想
を
生
徒
に
配
布
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
議
論
す
る

形
式
で
授
業
を
進
め
た
。
こ
こ
で
は
①
先
生
と
Ｋ
に
つ
い
て

の
初
読
感
想
と
議
論
、
②
語
り
手
の
「
私
」
に
つ
い
て
の
初

読
感
想
と
議
論
、
③
ま
と
め
の
批
評
文
を
紹
介
す
る
。

■
初
読
の
感
想
①

　

先
生
と
い
う
人
物
は
観
念
的
世
界
を
生
き
る
人
物
と
考
え

ら
れ
る
が
、
生
徒
は
先
生
を
ど
う
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
生
徒
の
初
読
時
の
感
想
で
あ
る
。

①　

子
供
の
頃
に
両
親
と
死
に
別
れ
叔
父
に
だ
ま
さ
れ
た

こ
と
で
他
人
に
対
し
て
ま
ず
不
信
感
を
抱
く
よ
う
に
な

っ
た
。
Ｋ
の
自
殺
や
結
婚
を
通
じ
て
彼
は
自
分
の
心
の

成
長
を
自
覚
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
っ
ぱ
り

最
後
ま
で
ど
う
し
よ
う
も
な
く
弱
い
人
物
だ
っ
た
。
思

い
切
っ
て
妻
に
全
て
を
打
ち
明
け
る
だ
け
の
強
さ
が
あ

教
室
で
読
ま
れ
る『
こ
こ
ろ
』│
│「
私
」は「
明
治
の
精
神
」を
批
判
す
る

篠し
の

原は
ら

武た
け

志し

洛
星
中
学
・
高
等
学
校
教
諭
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れ
ば
こ
の
小
説
は
幸
福
な
結
末
を
迎
え
て
い
た
よ
う
な

気
が
す
る
。

　

①
の
生
徒
は
「
お
嬢
さ
ん
」
を
傷
つ
け
ま
い
と
す
る
気
持

ち
の
故
に
先
生
が
自
殺
に
踏
み
切
っ
た
と
し
て
い
る
。「
お

嬢
さ
ん
」
に
対
す
る
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
愛
情
を
、
先
生
の
態

度
か
ら
感
じ
取
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
実
に
は
あ

り
得
な
い
観
念
的
愛
情
で
あ
る
。

■
生
徒
の
考
え
た
先
生
・
Ｋ

　
　
　

百
パ
ー
セ
ン
ト
の
恋
愛
な
ん
て
、
や
っ
ぱ
り
リ
ア
リ

ズ
ム
で
は
成
立
し
な
い
の
よ
。

　
　
　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
先
生
は
奥
さ
ん
を
自
分
の
理

想
に
、
自
分
の
手
の
内
に
死
ん
で
も
と
ど
め
て
お
こ
う
と

し
て
い
る
っ
て
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

今
の
指
摘
は
重
要
ね
。
先
生
っ
て
い
う
の
は
、
自
分

の
中
で
理
念
の
世
界
を
作
る
人
物
だ
っ
た
っ
て
こ
と
ね
。

　
　
　

そ
れ
っ
て
女
性
蔑
視
じ
ゃ
な
い
の
？

　
　
　

そ
う
と
も
い
え
る
。
あ
る
意
味
で
そ
の
女
性
の
本
当

の
声
を
聞
か
な
い
わ
け
で
そ
れ
も
時
代
と
無
関
係
で
は
な

い
。

　
　
　

先
生
、「
明
治
の
精
神
」
っ
て
い
う
の
も
そ
れ
な
の
？

　
　
　

そ
れ
は
関
係
は
あ
る
。
Ｋ
が
「
道
」
と
か
「
精
進
」

教
師

生
徒

教
師

生
徒

教
師

生
徒

教
師

っ
て
い
う
言
葉
を
よ
く
使
う
よ
う
に
、
す
ご
く
真
面
目
な

の
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
真
面
目
さ
か
ら
見
た
と
き
、
恋

そ
の
も
の
も
抑
圧
す
る
べ
き
も
の
や
っ
た
わ
け
や
け
ど
、

ヒ
ト
で
あ
る
以
上
、そ
れ
は
で
け
へ
ん
か
っ
た
わ
け
や
な
。

　
　
　
「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
ば
か
だ
」。『
こ

こ
ろ
』
は
忘
れ
て
も
こ
の
セ
リ
フ
は
忘
れ
な
さ
そ
う
。

　
　
　

つ
ま
り
、
Ｋ
は
自
分
を
精
神
的
向
上
心
の
あ
る
人
に

し
て
お
き
た
か
っ
た
。
し
か
し
、
恋
を
し
た
自
分
は
そ
う

で
は
な
い
。

　
　
　

先
生
、「
道
」
っ
て
、
結
局
ど
う
い
う
こ
と
？

　
　
　

こ
の
時
代
っ
て
明
治
に
な
っ
て
だ
い
ぶ
経
っ
て
る
や

ろ
。
せ
や
か
ら
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
な
ん
か
も
あ

っ
た
わ
け
ね
。
歴
史
で
習
っ
た
よ
ね
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
。
そ

の
清
教
徒
は
別
に
財
産
の
私
有
と
か
恋
と
か
を
禁
じ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
ん
や
け
ど
、
Ｋ
は
さ
ら
に
そ
れ
を
推
し

進
め
た
倫
理
観
念
を
持
っ
て
い
た
っ
て
い
う
こ
と
に
な

る
。

　
　
　

そ
れ
が
「
道
」
？

　
　
　

も
う
少
し
あ
る
と
思
う
。
例
え
ば
Ｋ
の
父
親
っ
て
、

先
生
か
ら
何
て
言
わ
れ
て
い
た
か
抜
き
出
し
て
み
て
。

　
　
　

坊
さ
ん
と
か
裕
福
と
か
で
な
く
っ
て
？　

こ
れ
か

な
？　
「
彼
の
父
は
云
う
ま
で
も
な
く
僧
侶
で
し
た
。
け

生
徒

教
師

生
徒

教
師

生
徒

教
師

生
徒
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れ
ど
も
義
理
堅
い
点
に
於
て
、
寧
ろ
武さ

む
ら
い士

に
似
た
と
こ
ろ

が
あ
り
は
し
な
い
か
と
疑
わ
れ
ま
す
（
下
・
二
十
一
）」

　
　
　

そ
こ
ね
。
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
が
武
士
道
と
結
び
つ

い
て
い
た
の
が
、先
生
と
か
Ｋ
の
生
き
た
よ
り
前
の
時
代
。

先
生
も
Ｋ
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
。
で
も
次
の
時
代
は
？

　
　
　

大
正
時
代
？　

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
か
あ
っ
た
。

個
人
の
権
利
と
か
が
叫
ば
れ
た
時
代
？

　
　
　

そ
う
い
う
風
に
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。だ
か
ら
、

Ｋ
に
と
っ
て
「
道
」
っ
て
、
昔
の
武
士
が
名
誉
を
大
事
に

し
た
よ
う
に
、
何
よ
り
も
大
事
な
も
の
や
っ
た
訳
や
。
そ

れ
は
先
生
も
一
緒
や
な
。
先
生
は
し
ば
し
ば
「
自
尊
心
」

を
口
に
す
る
。
そ
う
い
う
武
士
道
的
倫
理
観

│
そ
れ
が

観
念
の
世
界
に
通
じ
ち
ゃ
う
ん
や
け
ど

│
と
個
人
主
義

の
両
方
に
引
き
裂
か
れ
た
時
代
の
精
神
、
そ
れ
が
「
明
治

の
精
神
」
な
ん
や
な
。

■
初
読
の
感
想
②

　

語
り
手
の
「
私
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
出

さ
れ
た
。

②　

先
生
と
知
り
合
っ
た
頃
の
「
私
」
は
先
生
と
い
う
人

間
に
対
す
る
好
奇
心
が
と
て
も
強
く
、
そ
の
好
奇
心
が

し
だ
い
に
先
生
の
表
面
的
な
も
の
か
ら
、
内
面
へ
と
移

教
師

生
徒

教
師

っ
て
い
っ
た
。
先
生
の
遺
書
を
受
け
と
っ
た
こ
と
で
、

先
生
に
対
し
重
い
責
任
が
生
じ
た
が
、
そ
れ
を
公
表
し

た
こ
と
は
、
先
生
の
人
生
へ
の
否
定
的
な
主
張
が
感
じ

ら
れ
る
。

■
語
り
手
と
し
て
の「
私
」を
考
え
る

　
　
　

②
は
「
私
」
に
「
先
生
の
人
生
へ
の
否
定
的
な
感
じ
」

が
あ
る
っ
て
い
う
て
る
け
ど
、僕
は
そ
う
は
思
わ
れ
へ
ん
。

　
　
　

全
体
と
し
て
は
尊
敬
ち
ゃ
う
の
。「
こ
れ
は
世
間
を

憚
か
る
遠
慮
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
方
が
私
に
と
っ
て
自

然
だ
か
ら
で
あ
る
」
っ
て
「
上
」
の
一
で
言
っ
て
い
る
。

　
　
　

ま
と
め
る
と
、
こ
の
手
記
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
の

は
尊
敬
な
ん
や
な
。
で
も
②
の
い
う
よ
う
に
、
お
嬢
さ
ん

に
知
ら
せ
な
い
で
く
れ
と
い
う
禁
忌
を
破
っ
て
書
い
て
い

る
わ
け
か
ら
そ
こ
に
は
批
判
的
な
も
の
も
あ
る
や
ろ
う
。

問
題
は
「
私
」
が
先
生
の
ど
の
部
分
を
批
判
し
ど
の
部
分

を
受
け
継
ご
う
と
し
た
か
、っ
て
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
な
。

■
ま
と
め
の
批
評
文

　

こ
う
し
た
議
論
の
上
で
最
終
の
論
を
書
か
せ
た
。

③　
「
私
」
の
手
記
は
先
生
へ
の
、
そ
し
て
明
治
と
い
う

時
代
に
対
し
て
の
挑
戦
状
だ
と
思
う
。
明
治
に
な
っ
て

生
徒

生
徒

教
師
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三
十
余
年
、
日
本
は
大
き
く
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
激
動
の
時
代
で
も
日
本
人
の
心
は

変
わ
ら
な
か
っ
た
。
武
士
道
、家
長
制
も
そ
の
一
つ
だ
。

そ
し
て
や
は
り
消
え
な
い
男
尊
女
卑
の
風
潮
。
先
生
も

そ
の
影
響
を
受
け
て
育
っ
た
一
人
だ
。
女
性
と
交
わ
り

を
持
た
ず
、
学
に
励
ん
だ
若
き
日
の
先
生
や
Ｋ
の
存
在

は
当
時
の
日
本
人
の
姿
そ
の
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
先
生
の
自
分
の
妻
に
対
し
て
持
つ
感

情
は
最
早
人
間
同
士
の
感
情
で
は
な
い
。
大
切
な
衣
類

や
宝
石
に
し
み
や
き
ず
が
つ
か
な
い
よ
う
に
ク
ロ
ー
ゼ

ッ
ト
の
奥
底
に
し
ま
い
こ
む
所
有
欲
と
同
意
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
先
生
は
女
性
を
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
唯
一

自
分
が
愛
し
た
そ
し
て
愛
さ
れ
た
女
性
を
一
個
の
人
間

と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
の
思
う
カ
ギ
カ
ッ
コ
つ
き
の

「
愛
す
る
」
女
性
一
般
と
し
て
大
切
に
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

し
か
し
時
代
は
変
わ
る
。
故
郷
を
失
い
家
族
を
も
っ

た
「
私
」
は
立
場
を
変
え
、
先
生
を
よ
り
理
解
す
る
と

同
時
に
批
判
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
女
性
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
、
愛
に
つ
い
て
「
先
生
」
の
目
線
と
相

違
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
は
汚
れ
て
い
く
も
の
だ
。

し
か
し
汚
れ
さ
え
も
愛
し
合
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ

う
思
っ
た
「
私
」
は
「
先
生
」
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
批

判
し
、
真
っ
向
か
ら
立
ち
向
か
う
。
そ
れ
が
こ
の
手
記

で
あ
る
。

　

③
の
生
徒
は
「
宝
石
」
に
対
す
る
よ
う
な
愛
の
裏
側
に
あ

る
女
性
を
所
有
物
の
よ
う
に
扱
う
考
え
方
こ
そ
「
明
治
の
精

神
」
で
あ
り
、「
私
」
は
そ
れ
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
。

■「
明
治
の
精
神
」を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と

　

以
上
の
よ
う
に
生
徒
は
読
ん
だ
。
と
す
れ
ば
「
私
」
が
そ

う
で
あ
る
だ
ろ
う
よ
う
に
、
生
徒
も
先
生
と
は
違
う
道
を
選

ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
「
純
白
」
の
愛
と
は
異
な
る
世

界
を
、
た
と
え
罪
を
知
る
こ
と
で
愛
す
る
人
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
が
変
容
し
よ
う
と
も
現
実
を
生
き
る
こ
と
を
、「
明

治
の
精
神
」
と
は
異
な
る
世
界
を
、
ポ
ス
ト
明
治
を
生
成
し

生
き
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
生
徒
を
そ
う
し
た
世
界
に
誘
う
開

か
れ
た
通
路
、そ
れ
が
『
こ
こ
ろ
』
と
い
う
作
品
で
あ
ろ
う
。

＊
本
稿
は
「
教
室
で
読
ま
れ
る
『
こ
こ
ろ
』

│
「
明
治
の
精
神
」

を
鍵
語
と
し
て

│
」（『
同
志
社
国
文
学
』
八
一
号
　
二
〇
一
四

年
一
一
月
）
の
内
容
を
も
と
に
し
て
い
る
。
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特
集
◉
夏
目
漱
石
生
誕
一
五
〇
年 

授
業
実
践

■
教
材
選
定
に
つ
い
て

　

現
代
文
の
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
に
は
、
技
能
的
な
側
面

と
価
値
的
な
側
面
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
生
徒
が
主
体
的
に

読
む
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
価
値
的
な
側
面
を
重
視
す
べ

き
だ
と
考
え
る
。生
徒
た
ち
の
日
常
生
活
や
学
習
歴
と
の「
つ

な
が
り
」
を
意
識
し
て
教
材
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
上
で
、
生
徒
た
ち
の
思
考
が
深
ま
り
、
広
が
る
よ
う
な

言
語
活
動
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
前
、『
こ
こ
ろ
』
を
教
材
と
す
る
授
業
で
、「
明
治
」
と

い
う
時
代
に
注
目
し
、
先
生
や
Ｋ
の
生
き
方
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
こ
れ
に
「
つ
な
が
る
」
教
材
と
し
て
「
現
代
日
本
の

開
化
」
を
選
ん
だ
。

　
「
現
代
日
本
の
開
化
」
は
、『
こ
こ
ろ
』
が
書
か
れ
る
三
年

前
に
和
歌
山
で
行
わ
れ
た
漱
石
の
講
演
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス

留
学
、
作
家
へ
の
転
身
、
修
善
寺
の
大
患
を
経
た
、
当
時
の

漱
石
の
思
考
を
理
解
す
る
の
に
大
変
有
効
な
教
材
で
あ
る
。

こ
れ
を
読
む
こ
と
で
、『
こ
こ
ろ
』
の
授
業
で
行
っ
た
考
察

を
さ
ら
に
深
め
さ
せ
た
い
。
そ
し
て
、
明
治
を
生
き
抜
い
た

漱
石
を
鏡
と
し
て
、
同
じ
く
変
化
の
時
代
を
生
き
抜
か
ね
ば

な
ら
な
い
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
機
会
と
さ
せ
た
い
と
考
え

た
。

　

ま
た
、
本
教
材
は
、
修
辞
に
注
目
し
て
理
解
を
深
め
さ
せ

る
こ
と
の
で
き
る
教
材
で
あ
る
。『
こ
こ
ろ
』
と
同
様
に
多

用
さ
れ
る
比
喩
表
現
や
、
西
洋
と
日
本
と
の
対
比
構
造
、
豊

富
な
事
例
、講
演
会
な
ら
で
は
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
現
な
ど
、

授
業
の
中
で
効
果
的
に
扱
う
こ
と
を
意
図
し
た
。

■
実
践

【
学
習
目
標
】

・
漱
石
が
「
明
治
」
と
い
う
時
代
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど

の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
た
か
を
考
え
る
。

・
比
喩
、
対
比
、
事
例
の
提
示
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
現
に
注

「
現
代
日
本
の
開
化
」か
ら
漱
石
の
思
考
を
探
る

│
│『
こ
こ
ろ
』の
関
連
教
材
と
し
て

玉た
ま

木き

愛あ
い

島
根
県
立
松
江
北
高
等
学
校
教
諭
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目
し
な
が
ら
本
文
の
内
容
を
読
み
取
る
。

【
学
習
計
画
】

第
１
時
『
こ
こ
ろ
』
の
授
業
の
課
題
作
文
を
読
み
返
す
。

そ
の
上
で
本
単
元
の
課
題
を
設
定
し
、
教
材
に
つ
い
て

紹
介
す
る
。

第
２
〜
６
時 

本
文
を
読
み
、
内
容
を
整
理
す
る
。

第
７
時 

本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
、
現
代
の
状
況
や
そ
こ
で

の
自
ら
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
、
課
題
作
文
を
書
く
。

【
学
習
の
実
際
】

第
１
時

　

本
単
元
の
前
に
行
っ
た
『
こ
こ
ろ
』
の
授
業
で
は
、「
下

先
生
と
遺
書
」
を
読
み
、「
先
生
（
私
）」
と
「
Ｋ
」
の
死
を

も
含
め
た
生
き
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
授
業
の
ま
と
め
と

し
て
「
漱
石
が
『
こ
こ
ろ
』
で
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
」
と
い

う
題
で
作
文
を
書
い
た
が
、
そ
の
作
文
を
読
み
返
す
こ
と
か

ら
始
め
た
。

〇
漱
石
は
「
明
治
に
は
尊
敬
で
き
る
人
物
は
い
な
い
」
と
語

っ
て
い
る
。
明
治
と
い
う
時
代
が
終
わ
る
の
と
同
時
に
明

治
を
生
き
た
人
た
ち
が
す
べ
て
死
ん
で
い
っ
た
が
、
そ
の

『
こ
こ
ろ
』の
授
業
の
課
題
作
文
例（
抜
粋
）

こ
と
で
本
当
に
新
し
い
世
の
中
に
な
る
の
だ
と
漱
石
は
伝

え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
新
し
い
世
の
中
を

生
き
る
若
者
た
ち
に
、
新
た
な
理
想
を
持
っ
て
生
き
て
い

っ
て
ほ
し
い
と
伝
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

〇
Ｋ
も
先
生
も
心
の
内
に
あ
る
寂
し
さ
で
死
ん
で
い
っ
た
。

そ
れ
は
明
治
と
い
う
時
代
の
中
で
感
じ
る
寂
し
さ
だ
と
思

っ
た
。
す
べ
て
が
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
中
で
、
時
代
に

取
り
残
さ
れ
て
寂
し
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

漱
石
は
、
寂
し
さ
と
闘
っ
て
生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
の
大
変
さ
を
伝
え
、
そ
れ
に
負
け
な
い
よ
う
に

促
そ
う
と
し
た
の
だ
と
思
う
。

〇
（「
先
生
」
と
出
会
っ
た
）「
私
」
＝
「
読
者
」
な
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
た
。「
先
生
」
の
遺
書
は
、
明
治
の
後
の

時
代
を
生
き
る
青
年
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ん
だ
と
思
う
。

〇
「
私
」
は
明
治
天
皇
の
崩
御
と
乃
木
大
将
の
殉
死
を
知
っ

て
自
殺
を
決
意
し
た
の
で
、
明
治
と
関
係
が
あ
る
と
思
う

け
ど
、
Ｋ
が
死
ん
だ
こ
と
も
時
代
と
関
係
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
と
思
っ
た
。「
私
」
と
Ｋ
の
自
殺
の
違
い
は
な

ん
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
明
治
」
と
い
う
時
代
に
注
目
し
た
考
察

が
多
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
、
当
時
の
漱
石
の
思
考
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
探
る
資
料
と
し
て
「
現
代
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日
本
の
開
化
」
を
読
む
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
の
上
で
、
こ
の

講
演
に
至
る
ま
で
の
経
緯
や
講
演
の
趣
旨
を
説
明
し
た
。

第
２
時
〜
第
６
時

　

ペ
ア
学
習
に
よ
り
本
文
を
読
み
進
め
、
以
下
の
⑴
〜
⑸
に

つ
い
て
内
容
を
整
理
し
た
。
太
字
は
取
り
上
げ
た
表
現
。

⑴
積
極
的
活
動
／
消
極
的
活
動
に
つ
い
て

⑵
開
化
が
産
ん
だ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て

「
生
き
る
か
生
き
る
か
と
い
う
競
争
」

「
ち
ょ
う
ど
一
種
の
低
気
圧
と
同
じ
現
象
が
開
化
の
中
に
起

こ
っ
て
」
等

⑶
内
発
的
開
化
／
外
発
的
開
化
に
つ
い
て

「
地
道
に
の
そ
り
の
そ
り
と
歩
く
の
で
な
く
っ
て
、
や
っ
、

と
気
合
を
か
け
て
は
ぴ
ょ
い
ぴ
ょ
い
と
と
ん
で
ゆ
く
」
等

⑷
外
発
的
な
開
化
が
与
え
る
心
理
的
な
影
響
に
つ
い
て

「
た
と
え
て
み
れ
ば
、
あ
な
た
方
と
い
う
多
人
数
の
団
体
が
、

今
こ
こ
で
私
の
講
演
を
聴
い
て
お
い
で
に
な
る
。
…
」
等

⑸
漱
石
の
出
し
た
結
論
に
つ
い
て

「
涙
を
の
ん
で
上
滑
り
に
滑
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

「
滑
る
ま
い
と
思
っ
て
ふ
ん
ば
る
た
め
に
神
経
衰
弱
に
な
る

と
す
れ
ば
、
ど
う
も
日
本
人
は
気
の
毒
と
言
わ
ん
か
哀
れ

と
言
わ
ん
か
」
等

　

平
素
か
ら
現
代
文
の
授
業
に
ペ
ア
学
習
を
取
り
入
れ
て
い

る
が
、
概
ね
次
の
サ
イ
ク
ル
で
行
っ
て
い
る
。

①
本
文
を
読
み
、
読
み
取
っ
た
内
容
を
ノ
ー
ト
に
整
理
す

る
。

②
ペ
ア
に
ノ
ー
ト
を
見
せ
な
が
ら
自
分
の
読
み
取
っ
た
内

容
を
説
明
す
る
。

③
ペ
ア
の
説
明
を
踏
ま
え
、
自
分
の
ノ
ー
ト
に
加
筆
し
た

り
、
誤
っ
て
い
た
箇
所
は
修
正
し
た
り
す
る
。

④
ク
ラ
ス
全
体
に
発
表
す
る
。

⑤
必
要
に
応
じ
て
教
師
が
補
足
説
明
を
す
る
。

第
７
時

　

ま
ず
、「『
現
代
日
本
の
開
化
』
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
」

と
い
う
題
で
各
自
が
課
題
作
文
を
書
い
た
。
そ
の
後
、
四
人

グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
以
下
の
手
順
で
意
見
交
換
を
行
い
、
自

分
の
考
え
を
深
め
た
。

❶
メ
ン
バ
ー
の
作
文
を
読
み
、
そ
れ
に
対
す
る
感
想
や
意

見
を
付
箋
に
書
き
込
み
、
用
紙
に
貼
り
付
け
る
。
こ
れ

を
三
回
繰
り
返
す
。

❷
自
分
以
外
の
メ
ン
バ
ー
三
人
分
の
感
想
や
意
見
を
読

030-033_106号12_特集-玉木.indd   32 17.11.1   2:42:50 PM

33 「現代日本の開化」から漱石の思考を探る

特集◉夏目漱石生誕一五〇年

み
、
自
分
の
考
え
が
ど
の
よ
う
に
広
が
っ
た
り
、
深
ま

っ
た
り
し
た
り
し
た
か
を
付
箋
に
書
き
込
み
、
用
紙
に

貼
り
付
け
る
。

〇
漱
石
は
「
神
経
衰
弱
に
な
ら
な
い
程
度
に
上
滑
り
に
滑
っ

て
い
く
し
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
彼
な
り

の
ユ
ー
モ
ア
、
皮
肉
な
の
か
な
と
思
っ
た
。『
こ
こ
ろ
』

は
新
し
い
時
代
の
若
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
と
考
え

る
と
、
漱
石
は
本
当
は
変
化
に
立
ち
向
か
っ
て
し
っ
か
り

生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
た
か
っ
た
と
思

う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
真
面
目
に
考
え
る
の
が
ば

か
ば
か
し
く
な
る
ほ
ど
、
開
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
か
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

〇
漱
石
は
英
国
へ
の
留
学
経
験
も
あ
り
、
開
化
が
ど
こ
へ
向

か
う
の
か
わ
か
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
般
人
に

は
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
私

た
ち
が
お
か
れ
て
い
る
現
状
も
似
て
い
る
と
思
っ
た
。
日

本
が
こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
少
し
不
安
に
な
っ

た
。
漱
石
が
講
演
の
最
後
に
、「
生
真
面
目
の
意
見
で
あ

る
と
い
う
点
に
御
同
情
に
な
っ
て
」
と
言
っ
て
い
た
が
、

漱
石
は
ユ
ー
モ
ア
で
ご
ま
か
し
た
が
、
か
な
り
真
剣
に
講

演
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

課
題
作
文
例（
抜
粋
）

【
評
価
に
つ
い
て
】

　

本
実
践
の
評
価
は
定
期
試
験
に
よ
り
行
っ
た
。
新
し
い
傾

向
の
問
い
と
し
て
、
本
文
以
外
の
資
料
（
文
明
開
化
の
一
場

面
を
示
す
絵
）
を
示
し
て
、
本
文
の
内
容
を
説
明
さ
せ
る
問

題
を
出
題
し
た
。

　

評
価
に
つ
い
て
、
現
時
点
の
考
え
で
は
、「
課
題
作
文
」

と
い
う
形
で
生
徒
た
ち
の
学
習
を
評
価
す
る
の
が
効
果
的
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
時
に
感
想
文
で
あ
っ
た
り
、
時
に
テ

ー
マ
を
与
え
た
小
論
文
で
あ
っ
た
り
と
、
様
々
な
形
が
考
え

ら
れ
る
が
、
思
考
を
深
化
さ
せ
る
た
め
に
は
学
習
の
ま
と
め

と
し
て
「
書
く
こ
と
」
が
不
可
欠
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

■
実
践
を
終
え
て

　
「
現
代
日
本
の
開
化
」
を
『
こ
こ
ろ
』
の
関
連
教
材
と
し

て
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
難
解
な
文
章
で
も
生
徒
は
意
欲
的

に
読
ん
だ
。
ま
た
、
関
連
教
材
を
読
み
進
め
る
こ
と
で
筆
者

と
の
対
話
が
生
き
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
た
。
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授
業
実
践

■
作
品
を
丸
ご
と
読
む
と
い
う
経
験

　

日
本
の
国
語
の
授
業
で
は
、
あ
る
程
度
長
い
作
品
は
、
そ

の
全
体
で
は
な
く
、
抜
粋
さ
れ
た
も
の
を
教
材
と
し
て
使
用

す
る
。
そ
れ
は
教
科
書
と
い
う
媒
体
や
四
〇
人
を
対
象
と
し

た
一
斉
授
業
と
い
う
授
業
形
態
に
と
っ
て
、
限
ら
れ
た
長
さ

の
方
が
都
合
が
良
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
一

つ
の
教
材
が
長
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
他
の
教
材
を
扱
う
時

間
的
余
裕
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
作
品

の
読
み
ど
こ
ろ
を
短
く
区
切
っ
て
、
そ
の
分
さ
ま
ざ
ま
な
教

材
に
触
れ
る
と
い
う
方
法
は
、効
率
的
で
理
に
適
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
文
学
と
い
う
も
の
の
特
質
を
考
え
た
場
合
、
そ

れ
は
果
た
し
て
適
切
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
作
品
を
抜
粋

す
る
と
い
う
行
為
に
は
、
そ
れ
自
体
に
抜
粋
す
る
者
の
解
釈

が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
切
り
取
ら
れ
た
作
品

を
読
む
こ
と
は
、
初
め
か
ら
「
解
釈
さ
れ
た
も
の
」
を
読
む

こ
と
と
等
し
い
。
そ
れ
を
い
つ
ま
で
も
続
け
て
い
て
は
、
生

徒
は
作
品
世
界
を
自
分
自
身
の
力
で
創
り
上
げ
て
い
く
こ
と

を
厭
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
生
涯
に
亘

っ
て
文
学
に
触
れ
、
親
し
む
態
度
を
育
て
る
た
め
に
も
、
文

庫
本
を
片
手
に
一
緒
に
読
ん
で
い
く
、
そ
ん
な
授
業
が
で
き

な
い
か
。そ
の
よ
う
な
思
い
か
ら
今
回
の
実
践
へ
と
至
っ
た
。

「
夢
十
夜
」
は
一
つ
一
つ
の
物
語
が
独
立
し
な
が
ら
も
、「
こ

ん
な
夢
を
見
た
。」
と
い
う
特
徴
的
な
書
き
出
し
を
中
心
に

関
連
性
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
教
科
書
に
は
二
つ
程
度

の
物
語
が
抜
粋
さ
れ
て
い
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
本
実
践
で

は
全
十
夜
を
扱
い
、「
夢
十
夜
」
を
全
体
で
一
つ
の
テ
ク
ス

ト
と
し
て
解
釈
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。

　

な
お
、
本
校
は
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
の
デ
ィ
プ
ロ
マ
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
（
以
下
Ｄ
Ｐ
）
を
導
入
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、

基
本
的
に
作
品
を
一
冊
丸
々
読
む
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
本

実
践
は
、
そ
う
し
た
Ｄ
Ｐ
へ
の
接
続
も
意
識
し
た
実
践
で
あ

る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

「
夢
十
夜
」全
夜
を
読
む
│
象
徴
的
表
現
を
解
読
す
る

廣ひ
ろ

瀬せ

充み
つ
る

東
京
学
芸
大
学
附
属
国
際
中
等
教
育
学
校
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■
「
第
一
夜
」
の
読
解（
第
１
・
２
時
）

　

本
実
践
は
高
校
一
年
の
全
四
ク
ラ
ス
を
対
象
と
し
て
行
っ

た
。
実
施
時
期
は
二
〇
一
七
年
の
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て

で
あ
る
。
事
前
に
冬
休
み
の
課
題
と
し
て
、「
夢
十
夜
」
の
全

文
を
読
み
、
好
き
な
物
語
を
選
ん
で
く
る
よ
う
指
示
を
し
た
。

　

授
業
で
は
ま
ず
「
第
一
夜
」
に
つ
い
て
、
こ
の
物
語
が
夢

の
中
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
ペ
ア
で
音
読
し
な

が
ら
夢
ら
し
い
表
現
や
矛
盾
す
る
表
現
、
象
徴
的
な
表
現
を

抜
き
出
す
作
業
を
さ
せ
た
。
並
行
し
て
、
漱
石
や
作
品
の
文

学
史
的
な
情
報
を
便
覧
等
で
調
べ
さ
せ
、
理
解
を
深
め
た
。

　

生
徒
た
ち
の
見
つ
け
た
表
現
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

点
で
あ
る
。

・
真
っ
白
な
頰

⇔
温
か
い
血
の
色
、
唇
の
色
は
む
ろ
ん
赤
い

・
と
う
て
い
死
に
そ
う
に
は
見
え
な
い

⇔

確
か
に
こ
れ
は
死
ぬ
な
と

思
っ
た

・
死
に
ま
す
と
も
、と
言
い
な
が
ら
、女
は
ぱ
っ
ち
り
と
目
を
開
け
た

・
黒
い
目
を
眠
そ
う
に
み
は
っ
た
ま
ま

・
そ
こ
に
、
写
っ
て
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か

・
大
き
な
真
珠
貝
／
・
天
か
ら
落
ち
て
来
る
星
の
破
片
／
・
月
の
光

・
唐
紅
の
天
道
（
赤
い
日
）
／
・
青
い
茎
／
・
真
っ
白
な
百
合

・
は
る
か
の
上
か
ら
落
ち
る
露
／
・
暁
の
星
／
・
百
年
待
っ
た　

…

　

こ
れ
ら
の
表
現
が
意
味
し
て
い
る
も
の
を
考
え
な
が
ら
、

こ
の
物
語
が
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
な
の
か
、
バ
ッ
ド
・
エ
ン

ド
な
の
か
、
主
題
は
何
か
を
議
論
さ
せ
た
。「
女
は
百
合
に
な

っ
た
の
か
」「
男
は
再
会
で
き
た
の
か
」
な
ど
の
争
点
を
中

心
と
し
つ
つ
、
様
々
な
意
見
が
出
た
。
授
業
者
自
身
の
見
解

も
紹
介
し
な
が
ら
、最
後
は
各
自
の
読
み
を
ま
と
め
さ
せ
た
。

■
「
第
六
夜
」
の
読
解（
第
３
・
４
時
）

　

次
に
、「
第
六
夜
」
の
読
解
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
時
代

背
景
か
ら
物
語
を
読
み
解
く
こ
と
を
重
視
し
た
。

　

こ
の
物
語
の
時
代
設
定
が
明
治
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
鎌
倉
時
代
の
運
慶
が
登
場
し
て
い
る
不
思
議
さ
を
確
認

し
た
後
、
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
た
。
外
か
ら
あ
れ
や
こ
れ
や

と
評
価
を
す
る
「
無
教
育
」
な
見
物
人
と
、
そ
れ
を
一
切
気

グループワークに用いたボード
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に
せ
ず
仁
王
を
彫
り
続
け
る
運
慶
と
い
う
対
比
や
、
運
慶
の

技
量
を
批
評
す
る
若
い
男
と
そ
れ
に
「
自
分
」
が
感
化
さ
れ

る
点
な
ど
に
は
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
考
え
る

た
め
に
、資
料
と
し
て
「
現
代
日
本
の
開
化
」
を
読
ま
せ
た
。

現
代
（
明
治
）
の
日
本
の
開
化
が
外
発
的
で
あ
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
自
己
本
位
の
能
力
が
失
わ
れ
た
と
い
う
漱
石
の
主
張

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
「
第
六
夜
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人

物
像
に
つ
い
て
議
論
さ
せ
た
。
明
治
に
生
き
る
見
物
人
が
、

自
己
本
位
を
体
現
す
る
運
慶
の
価
値
を
理
解
で
き
な
い
人
物

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
概
ね
意
見
が
一
致

し
た
が
、
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、「
自
分
」
を
ど
の
よ
う

な
人
物
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
明
治
の

人
間
で
あ
り
な
が
ら
比
較
的
本
質
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き

て
い
る
と
肯
定
的
に
捉
え
る
生
徒
も
い
れ
ば
、
若
い
男
の
評

価
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
「
自
分
」
は

む
し
ろ
皮
相
な
人
間
で
は
な
い
か
と
考
え
る
生
徒
も
い
た
。

　

そ
れ
ら
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
最
後
は
「
つ
い
に
明
治
の
木

に
は
と
う
て
い
仁
王
は
埋
ま
っ
て
い
な
い
も
の
だ
と
悟
っ

た
。
そ
れ
で
運
慶
が
今
日
ま
で
生
き
て
い
る
理
由
も
ほ
ぼ
わ

か
っ
た
。」
と
い
う
末
尾
が
何
を
象
徴
し
て
い
る
か
を
記
述

さ
せ
、
ま
と
め
と
し
た
。

■
発
表
準
備
〜
発
表
・
議
論（
第
５
〜
10
時
）

　

本
単
元
で
の
山
場
は
、「
第
一
夜
」
と
「
第
六
夜
」
以
外

の
八
つ
の
物
語
に
つ
い
て
、
分
担
し
て
分
析
・
解
釈
を
し
、

発
表
す
る
部
分
で
あ
る
。
担
当
す
る
物
語
は
、
基
本
的
に
好

き
な
も
の
を
選
ば
せ
た
後
、
人
数
調
整
を
し
て
決
定
し
た
。

分
析
に
あ
た
っ
て
は
、次
の
点
に
注
目
す
る
よ
う
に
伝
え
た
。

①
表
現
に
着
目
す
る
（「
何
が
」「
ど
の
よ
う
に
」
描
か
れ
て
い
る
か
）

・
助
詞
・
助
動
詞
、
文
末
表
現
、
強
調
表
現　

・
象
徴
・
比
喩
的
な
表
現

・
対
比
／
・
ス
ト
ー
リ
ー
（
順
序
）
／
・
設
定
（
時
・
場
・
人
）

②
そ
れ
ら
の
表
現
の
意
味
を
考
え
る

③ 

い
ろ
い
ろ
な
表
現
を
結
び
つ
け
て
、
文
章
全
体
と
し
て
何
を
表
し

て
い
る
の
か
を
考
え
る

・
作
者
の
経
験
／
・
時
代
背
景
／
・
あ
る
枠
組
み
か
ら
見
る 

…

　

ま
ず
は
グ
ル
ー
プ
内
で
音
読
し
、
気
に
な
る
表
現
を
挙
げ

る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
よ
う
、
指
示
を
し
た
。
生
徒
が
各
々

の
文
庫
本
に
書
き
込
ん
だ
り
、
印
を
付
け
た
り
し
な
が
ら
熱

心
に
読
ん
で
い
た
姿
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
模
造
紙
や
マ

ジ
ッ
ク
、
付
箋
な
ど
も
適
宜
使
え
る
よ
う
に
し
、
発
表
に
備

え
さ
せ
た
。

　

発
表
の
流
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
ク
ラ
ス
全
体
に
問
い
を
投
げ
か
け
る

② 
班
ご
と
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン（
担
当
班
は
発
表
準
備
と
議
論
の
観
察
）

034-037_106号14_特集-廣瀬.indd   36 17.11.1   2:45:25 PM

37 「夢十夜」全夜を読む

特集◉夏目漱石生誕一五〇年

③ 

全
体
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン（
担
当
班
は
司
会
、板
書
、ノ
ー
ト
記
録
）

④
担
当
班
の
説
明
・
ま
と
め

　

ど
の
班
の
発
表
も
積
極
的
に
議
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
意
見
を
細
か
く
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
第

六
夜
」
の
読
解
の
影
響
を
受
け
て
、
西
洋
近
代
批
判
の
文
脈

で
捉
え
る
向
き
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
「
第

七
夜
」
と
「
第
八
夜
」
は
、
西
に
向
か
う
船
や
、
自
転
車
と

人
力
車
の
衝
突
な
ど

の
小
道
具
に
そ
の
よ

う
な
象
徴
的
な
意
味

を
読
み
取
り
や
す
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

後
半
に
な
る
に
つ
れ

て
、
漱
石
の
日
本
の

近
代
化
に
対
す
る
問

題
意
識
が
浮
き
彫
り

に
な
る
と
結
論
づ
け

る
班
も
あ
っ
た
。

■
「
夢
十
夜
」
論
の
記
述（
第
11
時
）

　

最
終
課
題
と
し
て
「
夢
十
夜
」
論
を
記
述
す
る
こ
と
を
事

前
に
予
告
し
て
お
り
、
授
業
内
で
そ
の
時
間
を
一
時
間
と
っ

た
。「
二
つ
以
上
の
物
語
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
」
を
条
件

と
し
、
評
価
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
も
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊

藤
整
、
荒
正
人
、
江
藤
淳
、
柄
谷
行
人
、
吉
本
隆
明
ら
の
先

行
論
文
を
抜
粋
し
た
も
の
を
参
考
資
料
と
し
て
配
布
し
た
。

生
徒
は
、
そ
れ
ま
で
の
資
料
や
議
論
し
た
こ
と
を
振
り
返
り

な
が
ら
、
め
い
め
い
の
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

■
ま
と
め

　

本
実
践
を
通
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、「
夢
十
夜
」

の
教
材
と
し
て
の
価
値
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
夢
」
と
い
う

形
を
と
る
こ
の
作
品
は
、一
見
不
可
解
な
物
語
が
展
開
さ
れ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
「
何
の
た
め
に
読
む
か
わ
か
ら
な
い
」
と

感
じ
る
生
徒
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
今
回
実

践
を
し
て
み
て
、
そ
の
よ
う
な
謎
を
「
解
読
」
し
て
い
く
こ

と
を
好
む
生
徒
も
多
く
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
文
学

を
解
釈
す
る
面
白
さ
を
味
わ
わ
せ
る
に
は
、「
夢
十
夜
」
は

恰
好
の
教
材
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

現
在
、
対
象
生
徒
の
う
ち
、
Ｄ
Ｐ
に
進
ん
だ
生
徒
た
ち
を

受
け
も
っ
て
い
る
。「
夢
十
夜
」
で
培
っ
た
象
徴
的
な
表
現

を
意
味
づ
け
た
り
、時
代
背
景
と
結
び
つ
け
た
り
す
る
力
は
、

文
学
解
釈
に
お
い
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

今
後
、
よ
り
魅
力
的
な
教
材
・
活
動
の
開
発
に
努
め
た
い
。

準備や発表に用いた模造紙
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「
開
化
」か
ら
降
り
ろ
と
は
言
っ
て
い
な
い

　

漱
石
は
言
う
。「
西
洋
の
開
化
（
す
な
わ
ち
一
般
の
開
化
）

は
内
発
的
で
あ
っ
て
、
日
本
の
現
代
の
開
化
は
外
発
的
で
あ

る
」、「
現
代
日
本
の
開
化
は
皮
相
上
滑
り
の
開
化
で
あ
る
」

と
。「
現
代
日
本
の
開
化
」
の
さ
わ
り
、
も
っ
と
も
有
名
な

一
節
だ
ろ
う
。

　

現
代
日
本
の
開
化
が
な
ぜ
外
発
的
で
上
滑
り
な
の
か
と
言

え
ば
と
、
漱
石
は
お
得
意
の
意
識
の
推
移
を
比
喩
的
に
用
い

て
説
明
す
る
。
意
識
は
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
、
Ｂ
か
ら
Ｃ
へ
と
順
次

推
移
し
て
い
く
。
し
か
し
、
現
代
日
本
の
開
化
は
江
戸
時
代

の
鎖
国
の
た
め
に
、
Ｂ
が
抜
け
落
ち
て
Ａ
か
ら
突
然
Ｃ
に
飛

び
移
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。そ
れ
を
取
り
戻
す
た
め
に
、

神
経
衰
弱
（
当
時
の
や
は
り
病
と
い
う
か
、は
や
り
言
葉
だ
）

に
な
る
ほ
ど
、
生
存
競
争
に
お
い
て
無
理
を
強
い
ら
れ
て
い

る
と
言
う
の
だ
。

　

そ
こ
で
、
私
た
ち
は
「
西
洋
へ
の
追
随
は
止
め
て
、
日
本

古
来
の
文
化
を
大
切
に
し
よ
う
」
な
ど
と
ま
る
で
国
粋
主
義

者
に
な
っ
た
か
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
後

半
は
い
い
と
し
て
、
前
半
は
鎖
国
主
義
、
い
ま
は
や
り
の
言

い
方
を
す
る
な
ら
、自
国
第
一
主
義
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、

漱
石
が
言
っ
た
こ
う
い
う
一
節
を
忘
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

「
し
か
し
そ
れ
が
悪
い
か
ら
お
止
し
な
さ
い
と
い
う
の
で
は

な
い
。
事
実
や
む
を
え
な
い
、
涙
を
呑
ん
で
上
滑
り
に
滑
っ

て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
」
と
。
漱
石
は

「
開
化
か
ら
降
り
よ
う
」
な
ど
と
い
う
非
現
実
的
な
こ
と
を

言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
漱
石
は
処
方
箋
は
思
い

つ
か
な
い
と
言
う
が
、
い
ま
な
ら
「
開
化
は
開
化
で
乗
り
越

え
る
し
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
。

　

こ
こ
で
、
や
は
り
教
科
書
教
材
と
な
っ
て
い
た
「
私
の
個

人
主
義
」
に
触
れ
て
お
こ
う
。

　
「
私
の
個
人
主
義
」
は
、
英
文
学
研
究
と
は
何
か
が
わ
か

ら
な
く
な
っ
た
漱
石
が
、「
西
洋
人
」
に
振
り
回
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、「
自
己
本
位
」
の
立
場
を
手
に
し
た
と
い
う
物

語
（
？
）
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
高
校
の

「
開
化
」は
文
化
で
あ
る
│
│「
現
代
日
本
の
開
化
」

【
夏
目
漱
石 

生
誕
一
五
〇
年 

特
別
企
画
】
い
ま
、漱
石
を
読
む〈
第
４
回
〉

早
稲
田
大
学
教
授

石い
し

原は
ら

千ち

秋あ
き
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国
語
教
科
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
主
体
的
に
な
り
な

さ
い
」
と
か
、「
自
分
の
頭
で
考
え
な
さ
い
」
と
い
っ
た
教

訓
と
し
て
教
え
ら
れ
て
き
た
は
ず
だ
。
少
し
前
に
話
題
に
な

っ
た
茨
木
の
り
子
の
詩
集
『
倚
り
か
か
ら
ず
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
九
・
一
〇
）
の
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
た
詩
「
倚
り
か

か
ら
ず
」
も
お
そ
ら
く
こ
い
う
「
教
訓
」
の
延
長
線
上
で
読

ま
れ
た
に
違
い
な
い
。

　
「
も
は
や 

で
き
あ
い
の
思
想
に
は
倚
り
か
か
り
た
く
な
い

／
も
は
や 

で
き
あ
い
の
宗
教
に
は
倚
り
か
か
り
た
く
な
い

／
も
は
や 

で
き
あ
い
の
学
問
に
は
倚
り
か
か
り
た
く
な
い

／
も
は
や 

い
か
な
る
権
威
に
も
倚
り
か
か
り
た
く
は
な
い
」。

こ
の
決
然
と
し
た
調
子
が
、多
く
の
現
代
人
の
心
を
捉
え
た
。

し
か
し
、
注
意
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
リ
フ
レ
イ
ン
は
、「
倚

り
か
か
ら
な
い
」
で
は
な
く
「
倚
り
か
か
り
た
く
な
い
」
な

の
だ
。
そ
れ
が
不
可
能
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
、「
倚
り

か
か
り
た
く
な
い
」
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
単
純

な
保
守
主
義
と
は
違
っ
た
、
こ
の
詩
人
の
知
性
が
あ
る
。
日

本
語
で
詩
を
書
く
以
上
、
詩
人
は
「
日
本
語
と
い
う
思
想
」

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
葉
の
芸
術
家
で
あ
る
詩

人
は
、
そ
れ
を
知
り
抜
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
倚
り
か
か
り

た
く
な
い
」
と
し
か
書
け
な
か
っ
た
の
だ
。

　

漱
石
の
「
自
己
本
位
」
も
同
じ
だ
っ
た
。
自
分
勝
手
な
研

究
を
始
め
た
の
で
は
な
く
、「
文
芸
と
は
ま
っ
た
く
縁
の
な

い
書
物
を
読
み
始
め
」
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
ら
は
イ
ギ
リ
ス
で
買
っ
た
も
の
で
、
英
語
で
書
か
れ
た

「
書
物
」
だ
っ
た
。
た
だ
、「
文
芸
」
に
関
す
る
本
で
は
な
か

っ
た
だ
け
だ
。
イ
ギ
リ
ス
に
な
い
も
の
を
探
し
て
、
イ
ギ
リ

ス
の
学
問
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
し
「
自
己
本
位
」
と
い

う
言
葉
が
使
え
る
な
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
で
あ
る
。
決
し

て
自
分
勝
手
で
も
な
け
れ
ば
、
自
己
中
心
的
で
も
な
い
。

　

や
や
大
袈
裟
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
時
代
の
必
然
で
も
あ
っ

た
。
漱
石
が
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
時
代
は
、
ま
だ
英
文
学

科
自
体
が
世
界
の
大
学
に
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら

イ
ギ
リ
ス
の
中
産
階
級
に
と
っ
て
は
、
漱
石
が
学
び
た
か
っ

た
イ
ギ
リ
ス
の
現
代
文
学
は
わ
ざ
わ
ざ
大
学
で
学
ば
な
く
て

も
「
わ
か
る
」
か
ら
で
あ
る
。
英
文
学
を
学
ぶ
の
は
、
イ
ギ

リ
ス
を
目
標
と
す
る
「
遅
れ
た
地
方
や
国
」
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
イ
ン
ド
だ
っ
た
。
東
京
帝
国
大

学
に
英
文
学
科
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
世
界
で
も
ご
く
早
い

時
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
富
国
強
兵
の
一
環
だ
っ
た

が
、
英
文
学
自
体
が
学
問
と
し
て
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
、
漱
石
に
は
「
自
己
本
位
」
の
道
し
か
あ
り
得
な
か

っ
た
の
だ
。

　

こ
う
し
た
事
情
を
知
ら
な
い
と
、「
現
代
日
本
の
開
化
」
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を
も
読
み
誤
る
こ
と
に
な
る
。
漱
石
は
保
守
的
な
こ
と
は
言

っ
て
い
な
い
。
た
と
え
「
外
発
的
」
で
あ
っ
て
も
、
ど
れ
だ

け
辛
く
て
も
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
漱
石
の
生
き
た
時
代
の
要
請
だ
っ
た
。
い
ま

お
そ
ら
く
す
べ
て
の
国
や
地
域
が
、
人
類
が
自
ら
開
発
し
た

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
「
外
発
的
」
な
「
開
化
」
を
強
い

ら
れ
て
い
る
。
人
類
が
自
己
疎
外
を
招
い
た
と
言
う
べ
き
だ

ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
こ
の
事
態
は
「
内
発
的
」
と
い
う
よ
う

な
立
場
で
解
決
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
を
制
御
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
そ
れ
自

身
に
組
み
込
む
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
は

ず
だ
。「
内
発
的
」と
い
う
言
葉
を
内
向
き
に
捉
え
た
の
で
は
、

「
現
代
日
本
の
開
化
」
の
教
訓
は
生
き
な
い
。

「
開
化
」の
二
つ
の
形

　

漱
石
は
開
化
（
近
代
化
と
言
っ
て
い
い
は
ず
だ
）
に
は
二

種
類
あ
る
と
い
う
。

　

一
つ
は
「
消
極
的
の
も
の
」
で
、
時
間
だ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

だ
の
を
節
約
す
る
た
め
の
開
化
で
あ
る
。
極
論
す
れ
ば
、
近

代
は
情
報
を
も
含
め
た
「
で
き
る
だ
け
多
く
の
も
の
を
、
で

き
る
だ
け
早
く
、で
き
る
だ
け
遠
く
」
を
目
標
に
し
て
き
た
。

そ
の
た
め
に
何
が
節
約
で
き
る
か
を
形
に
す
る
の
が
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
で
、
便
利
さ
を
求
め
る
近
代
化
の
根
本
を
支
え
て
い

る
。
そ
の
極
点
が
ナ
チ
ス
の
ガ
ス
室
で
あ
り
、水
爆
で
あ
る
。

で
き
る
だ
け
多
く
の
人
を
で
き
る
だ
け
素
早
く
殺
す
…
…
。

戦
争
が
科
学
技
術
を
も
っ
と
も
発
展
さ
せ
た
の
は
、
ま
ぎ
れ

も
な
い
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
古
代
か
ら
大
帝
国
を
形
成

し
て
比
較
的
平
和
だ
っ
た
中
国
は
「
遅
れ
」
て
、
多
く
の
諸

侯
の
間
で
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が「
進
ん
だ
」

の
だ
。
鎖
国
時
代
の
日
本
も
、「
平
和
」
だ
っ
た
か
ら
「
遅
れ
」

た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
「
積
極
的
の
も
の
」
で
、
た
と
え
ば
学
問
を

含
め
た
「
道
楽
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
う
。
こ
れ
は
「
道

楽
」
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
開
化
は
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る

と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
う
で
、「
道
楽
」
か
ら
来
る

科
学
的
思
索
が
近
代
科
学
を
発
展
さ
せ
、
哲
学
的
思
索
が
人

を
管
理
す
る
理
論
を
生
み
出
す
の
だ
か
ら
。
フ
ー
コ
ー
が
見

ぬ
い
た
よ
う
に
、「
知
は
力
」
な
の
で
あ
る
。
当
代
最
高
の

教
育
を
受
け
た
漱
石
文
学
の
主
人
公
た
ち
が
「
知
」
を
浪
費

し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
は
「
知
」
が
「
力
」
に
な
る
の
を
避

け
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
漱
石
は
そ
れ
以
外
に
答
え
を

出
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

私
た
ち
は
、
ど
う
す
れ
ば
「
開
化
」
を
飼
い
慣
ら
せ
る
の

だ
ろ
う
か
。
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41 「開化」は文化である

【夏目漱石 生誕150年 特別企画】

科
学
と
文
化

　

か
つ
て
コ
ン
ニ
ャ
ク
ゼ
リ
ー
が
開
発
さ
れ
て
、
子
供
が
喜

ん
で
食
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
の
ど
に
詰
ま
ら
せ
て
死

亡
す
る
事
故
が
起
き
た
。
コ
ン
ニ
ャ
ク
ゼ
リ
ー
の
事
故
は
毎

年
二
件
あ
る
か
な
い
で
レ
ア
ケ
ー
ス
だ
っ
た
の
だ
が
、
大
き

な
問
題
と
な
っ
た
。
お
餅
の
死
亡
事
故
は
毎
年
百
件
以
上
も

あ
る
。
コ
ン
ニ
ャ
ク
ゼ
リ
ー
の
比
で
は
な
い
。
し
か
し
、
毎

年
こ
れ
だ
け
の
死
亡
事
故
が
起
き
て
い
な
が
ら
、
お
餅
を
改

良
し
よ
う
と
い
う
議
論
は
起
き
な
い
。
理
由
は
、
お
餅
は
文

化
だ
が
コ
ン
ニ
ャ
ク
ゼ
リ
ー
は
文
化
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
だ
ろ
う
。
自
動
車
事
故
で
は
毎
年
四
千
人
以
上
の
死
者

が
で
る
。
こ
れ
は
経
済
効
果
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
便
利
と

い
う
名
の
文
化
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
車
を
廃
止
し
よ
う
と

い
う
議
論
は
大
き
く
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
文
化
ほ
ど
平
気

で
人
を
殺
す
も
の
は
な
い
。
か
つ
て
自
民
党
は
、
臓
器
移
植

促
進
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る
「
脳
死
法
案
」
を
国
会
に
提
出
し

た
。
し
か
し
採
決
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
の
死
生
観
に
関
わ

る
問
題
だ
と
し
て
、
党
議
拘
束
を
か
け
な
か
っ
た
。
実
際
、

自
民
党
か
ら
も
反
対
票
が
で
た
。
政
治
が
医
学
の
問
題
を
文

化
に
ゆ
だ
ね
た
瞬
間
だ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
文
化
は
不
変
で
は
な
い
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に

よ
っ
て
変
質
し
な
が
ら
生
き
延
び
る
こ
と
も
あ
る
。
写
真
は

デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
っ
て
フ
ィ
ル
ム
を
使
わ
な
く
な
っ
て
も

写
真
で
あ
る
。
時
間
厳
守
の
文
化
を
広
め
た
の
は
、
鉄
道
と

い
う
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
文
化
を
あ
ま
り
に
固
定
的
に

し
て
し
ま
う
と
、
民
族
問
題
を
激
烈
に
引
き
起
こ
す
。
人
々

の
共
感
が
得
ら
れ
る
限
り
、
時
代
に
つ
れ
て
文
化
は
ゆ
る
や

か
に
変
化
し
て
も
い
い
。

　

世
界
の
形
を
決
め
て
い
る
の
は
文
化
で
あ
る
。
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
は
、
人
の
望
む
こ
と
な
ら
何
で
も
か
な
え
て
く
れ
る
。

あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
者
が
言
っ
て
い
た
。「
も
う
す
ぐ
、
人

の
で
き
る
こ
と
な
ら
す
べ
て
ロ
ボ
ッ
ト
が
で
き
る
時
代
が
来

る
。
で
は
人
が
生
ま
れ
て
、
や
り
た
い
こ
と
を
す
べ
て
ロ
ボ

ッ
ト
に
任
せ
て
、
ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
に
寝
た
ま
ま
寿
命
を
全
う

す
る
の
が
人
間
ら
し
い
生
き
方
と
言
え
る
の
か
」
と
。
こ
れ

が
「
消
極
的
開
化
」
の
極
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、も
う
「
人

間
」
は
い
な
い
。
彼
に
し
て
悩
み
は
深
い
よ
う
だ
っ
た
。

　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
自
動
作
用
が
あ
る
か
の
よ
う
に
進
歩
す

る
。
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
文
化
し
か
な
い
。

ど
こ
ま
で
進
歩
さ
せ
る
か
を
決
め
る
の
も
文
化
し
か
な
い
。

国
語
教
育
の
中
で
の
文
学
の
縮
小
は
止
ま
り
そ
う
も
な
い

が
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
世
界
の
形
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
は
た
だ
こ
の
ゆ
え
に
文
学
の

縮
小
に
反
対
す
る
。
た
だ
こ
の
ゆ
え
に
文
学
に
期
待
す
る
。

＊〈
第
五
回
〉
は
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
国
語
教
室
」
で
公
開
予
定
で
す
。
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二
〇
一
六
年
は
漱
石
没
後
一
〇
〇
年
、
二
〇
一
七
年
は
漱
石
生
誕
一
五
〇
年
。

漱
石
イ
ヤ
ー
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
二
年
を
記
念
し
て
、
漱
石
に
関
す
る
書
籍
な
ど
が
こ
こ
数
年
で
多
く
世
に
出
ま
し
た
。

そ
の
中
か
ら
、
授
業
の
参
考
と
な
る
も
の
、
高
校
生
に
薦
め
た
い
も
の
、
二
〇
冊
を
四
つ
の
テ
ー
マ
別
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

夏
目
漱
石
入
門
書

姜
尚
中
『
姜
尚
中
と
読
む 

夏
目
漱
石
』

　
（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書 

二
〇
一
六
・
一

）

政
治
学
者
で
あ
る
姜
尚
中
が
、『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
や
『
こ
こ
ろ
』
な

ど
多
数
の
作
品
か
ら
、
漱
石
の
考
え

方
や
人
物
像
を
や
さ
し
く
解
説
。

石
原
千
秋
『
漱
石
入
門
』

　
（
河
出
文
庫 

二
〇
一
六
・
九

）漱
石
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
「
家
族

関
係
」
や
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
な
ど
の

視
点
か
ら
解
説
。
小
誌
連
載
に
も
繫

が
る
内
容
で
、読
解
の
参
考
に
な
る
。

特
集
◉
夏
目
漱
石
生
誕
一
五
〇
年

文
責
＝
編
集
部

最
新 

授
業
に
役
立
つ
漱
石
関
連
本
二
〇
冊
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夏
目
漱
石
に
興
味
を
も
つ

43 最新 授業に役立つ漱石関連本二〇冊

小
森
陽
一
『
13
歳
か
ら
の
夏
目
漱
石
―
生
誕
百
五
十
年
、
そ

の
時
代
と
作
品
』（
か
も
が
わ
出
版 

二
〇
一
七
・
三

）

漱
石
作
品
を
時
代
背
景
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
読
み
解
く
、
中
高
生
向
け
講

義
を
ま
と
め
た
本
。
生
徒
が
読
ん
で

も
、
授
業
の
参
考
に
も
オ
ス
ス
メ
。

関
川
夏
央
、
谷
口
ジ
ロ
ー
『
新
装
版 

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
時
代
』

（
双
葉
社 

二
〇
一
四
・
六
〜
一
〇  

全
五
部
）

史
実
と
虚
構
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、

漱
石
を
中
心
に
激
動
の
明
治
を
生
き

た
人
々
の
姿
を
描
く
。
手
塚
治
虫
文

化
賞
を
受
賞
し
た
名
作
。

二
宮
和
也
（
出
演
）、
鈴
木
雅
之
（
監
督
）『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

　
（
フ
ジ
テ
レ
ビ 

二
〇
一
六
・
一
・
三

）

原
作
の
軽
快
な
テ
ン
ポ
を
そ
の
ま
ま

に
映
像
化
。
豪
華
キ
ャ
ス
ト
で
、
現

代
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
よ
み
が
え
ら
せ

た
ド
ラ
マ
。

香
日
ゆ
ら
『
夏
目
漱
石
解
体
全
書
』

　
（
河
出
書
房
新
社 

二
〇
一
七
・
五

）

漫
画
や
イ
ラ
ス
ト
で
、
夏
目
漱
石
や

周
囲
の
人
を
紹
介
す
る
本
。「
文
豪

夏
目
漱
石
」も
普
通
の
人
な
の
か
も
、

と
親
し
み
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

近
藤
よ
う
こ
『
夢
十
夜
』

　
（
岩
波
書
店 

二
〇
一
七
・
一

）折
口
信
夫
、
坂
口
安
吾
作
品
を
漫
画

化
し
て
き
た
作
者
が
、
珠
玉
の
短
編

を
手
が
け
た
。
白
と
黒
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
で
、
世
界
観
を
見
事
に
表
現
。

近
藤
浩
一
路
『
漫
画 

坊
っ
ち
ゃ
ん
』

　
（
岩
波
文
庫 

二
〇
一
七
・
一

）一
九
一
八
年
に
漫
画
化
さ
れ
た
『
坊

っ
ち
ゃ
ん
』
を
復
刻
。
右
ペ
ー
ジ
に

本
文
の
抜
粋
、
左
ペ
ー
ジ
に
イ
ラ
ス

ト
が
付
さ
れ
、
楽
し
く
読
め
る
。
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作
家
、
夏
目
漱
石
を
知
る

44国語教室　第 106 号　2017 年 11月

小
森
陽
一
『
子
規
と
漱
石
―
友
情
が
育
ん
だ
写
実
の
近
代
』

（
集
英
社
新
書 

二
〇
一
六
・
一
〇

）
二
〇
一
七
年
は
正
岡
子
規 

生
誕
一

五
〇
年
で
も
あ
る
。
二
人
の
文
学
者

の
友
情
を
描
き
な
が
ら
、「
写
生
」
概

念
の
成
立
過
程
を
解
説
し
た
一
冊
。

石
﨑
等
・
中
山
繁
信
『
夏
目
漱
石
博
物
館
―
絵
で
読
む
漱
石

の
明
治
』（
彰
国
社 
二
〇
一
六
・
六

）

漱
石
は
東
京
な
ど
の
都
市
を
巧
み
に

小
説
の
中
に
描
き
込
ん
だ
。
漱
石
が

暮
ら
し
た
家
や
町
、
作
品
の
舞
台
を

イ
ラ
ス
ト
化
し
、
解
説
す
る
。

村
木
晃
『「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」
の
通
信
簿
―
明
治
の
学
校
・
現

代
の
学
校
』（
大
修
館
書
店 

二
〇
一
六
・
四

）

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
は
、
自
ら
も
教

員
だ
っ
た
漱
石
の
現
場
感
覚
が
息
づ

い
て
い
る
。
現
代
に
も
通
じ
る
教
育

問
題
を
あ
ぶ
り
出
す
。

半
藤
一
利
『
漱
石
先
生
が
や
っ
て
来
た
』

　
（
ち
く
ま
文
庫 

二
〇
一
七
・
六

）
帝
大
教
授
か
、
小
説
家
か
。
猫
の
目

線
か
ら
の
小
説
と
エ
ッ
セ
イ
で
、
ど

ち
ら
の
道
に
進
む
か
迷
う
漱
石
の
明

治
三
八
年
を
描
く
。

小
森
陽
一
、
飯
田
祐
子
、
五
味
渕
典
嗣
、
佐
藤
泉
、
佐
藤
裕

子
、
野
網
摩
利
子
編
『
漱
石
辞
典
』（
翰
林
書
房 

二
〇
一
七
・
五

）

二
九
八
名
の
研
究
者
が
、
七
九
七
項

目
を
執
筆
。
漱
石
が
触
れ
た
書
籍
や

美
術
、
漱
石
が
用
い
た
言
葉
か
ら
、

そ
の
思
考
に
迫
る
大
著
。

大
井
田
義
彰
『
教
師
失
格
―
夏
目
漱
石
教
育
論
集
』

　
（
東
京
学
芸
大
学
出
版 

二
〇
一
七
・
四

）

近
代
教
育
の
黎
明
期
で
あ
る
明
治
、

漱
石
は
教
壇
に
立
っ
て
い
た
。
漱
石

の
教
育
に
対
す
る
考
え
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
。
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夏
目
漱
石
の
作
品
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
る

45 最新 授業に役立つ漱石関連本二〇冊

ア
ン
ジ
ェ
ラ
・
ユ
ー
、
小
林
幸
夫
、
長
尾
直
茂
他
編
『
世
界

か
ら
読
む
漱
石
『
こ
こ
ろ
』』（
勉
誠
出
版 

二
〇
一
六
・
一

）

日
本
だ
け
で
な
く
世
界
で
も
読
ま
れ

て
い
る
『
こ
こ
ろ
』。
国
内
外
の
研

究
者
が
、
そ
の
仕
組
み
や
テ
キ
ス
ト

の
行
間
、
受
容
史
な
ど
を
論
じ
る
。

今
西
幹
一
企
画
『『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
事
典
』

　
（
勉
誠
出
版 

二
〇
一
四
・
一
〇

）国
民
的
名
作
の
す
べ
て
が
わ
か
る
総

合
事
典
。
人
名
地
名
、
作
品
世
界
、

周
辺
事
実
、
成
立
考
、
研
究
史
、
史

跡
、
映
画
、
観
光
資
源
な
ど
を
網
羅
。

石
原
千
秋
編
『
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』
を
ど
う
読
む
か
』

　
（
河
出
書
房
新
社 

二
〇
一
四
・
五

）

東
浩
紀
、
大
澤
真
幸
、
荻
上
チ
キ
ら

の
エ
ッ
セ
イ
、
山
崎
正
和
、
石
原
千

秋
、
小
森
陽
一
ら
の
評
論
な
ど
、『
こ

こ
ろ
』
論
の
精
髄
を
一
冊
に
凝
縮
。

増
田
裕
美
子
『
漱
石
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
―
古
典
か
ら
読
む
』

（
新
曜
社 

二
〇
一
七
・
六

）『
そ
れ
か
ら
』
の
三
千
代
、『
三
四
郎
』

の
美
禰
子
な
ど
の
人
物
像
の
謎
や
、

『
こ
こ
ろ
』
の
構
造
の
特
徴
を
、
古

典
と
の
関
連
か
ら
探
る
。

石
原
千
秋
、
小
森
陽
一
『
漱
石
激
読
』

　
（
河
出
書
房
新
社 

二
〇
一
七
・
四

）

刺
激
的
な
漱
石
研
究
で
一
時
代
を
築

い
た
名
コ
ン
ビ
が
、「
文
学
論
」
を

皮
切
り
に
、
漱
石
の
一
四
作
品
に
つ

い
て
徹
底
的
に
語
り
尽
く
す
。

奥
泉
光
編
『
夏
目
漱
石
―
百
年
後
に
逢
い
ま
し
ょ
う
』

　
（
河
出
書
房
新
社 

二
〇
一
六
・
六

）

奥
泉
光
責
任
編
集
の
漱
石
ム
ッ
ク
。

ベ
ス
ト
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
人
気
作
家

に
よ
る
作
品
解
説
、
対
談
、
パ
ロ
デ

ィ
、
資
料
な
ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん
。
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こ
こ
数
年
、
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
機
構
（
Ｉ
Ｂ
Ｏ
）
が
提
供
す
る
国

際
バ
カ
ロ
レ
ア
（
Ｉ
Ｂ
）
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
国
内
で
も
注
目
を
集

め
て
い
る
。
Ｉ
Ｂ
Ｏ
は
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
本
部
を
置
く
非
営

利
教
育
財
団
で
、
デ
ィ
プ
ロ
マ
資
格
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
以
下
、
Ｄ
Ｐ
）

を
修
了
し
、
最
終
試
験
に
お
い
て
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
者
に
は

国
際
社
会
で
通
用
す
る
大
学
入
学
資
格
、国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
資
格（
デ

ィ
プ
ロ
マ
）
を
授
与
し
て
い
る
。
日
本
政
府
も
、
東
京
五
輪
が
開
催

さ
れ
る
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
、
Ｉ
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
国
際

バ
カ
ロ
レ
ア
認
定
校
（
以
下
、
Ｉ
Ｂ
認
定
校
）
の
数
を
二
〇
〇
校
以

上
に
増
や
す
こ
と
を
計
画
し
、
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。

　

Ｉ
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
Ｄ
Ｐ
の
ほ
か
に
も
、
初
等
教
育
に
相
当

す
る
Ｐ
Ｙ
Ｐ
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
イ
ヤ
ー
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
）、
中
等

教
育
に
相
当
す
る
Ｍ
Ｙ
Ｐ
（
ミ
ド
ル
・
イ
ヤ
ー
ズ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
）、

職
業
教
育
に
関
連
す
る
Ｃ
Ｐ
（
キ
ャ
リ
ア
・
リ
レ
イ
テ
ッ
ド
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
）
の
三
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
あ
る
。
現
在
、
国
内
の
Ｉ
Ｂ
認

定
校
の
数
は
四
六
校
で
あ
る
が
、
Ｃ
Ｐ
を
除
く
い
ず
れ
か
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
単
体
で
、
あ
る
い
は
複
数
、
実
施
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

四
六
校
の
う
ち
の
二
〇
校
が
「
学
校
教
育
法
」
第
一
条
に
規
定
さ
れ

て
い
る
一
条
校
で
あ
り
、
残
り
は
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー

ル
で
あ
る
。
一
条
校
の
場
合
、
文
部
科
学
省
の
学
習
指
導
要
領
と
、

Ｉ
Ｂ
Ｏ
が
各
教
科
に
関
し
て
発
行
し
て
い
る
『
指
導
の
手
引
き
』
や

『
教
師
用
参
考
資
料
』と
の
整
合
性
が
不
可
欠
で
あ
る
。
特
に
Ｄ
Ｐ
の

場
合
、
六
領
域
（
グ
ル
ー
プ
）（「
言
語
と
文
学
」「
言
語
習
得
」「
個

人
と
社
会
」「
理
科
」「
数
学
」「
芸
術
」）
か
ら
各
一
科
目
ず
つ
合
計

六
科
目
を
選
択
し
、
そ
の
う
ち
の
三
科
目
か
ら
四
科
目
を
二
四
〇
時

間
（
上
級
レ
ベ
ル
）
で
履
修
し
、
残
り
を
一
五
〇
時
間
（
標
準
レ
ベ

ル
）
で
履
修
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、「
知
の
理
論
」「
創

造
性
・
活
動
・
奉
仕
」「
課
題
論
文
」
と
い
っ
た
必
修
科
目
も
あ
る
。

国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
と
新
学
習
指
導
要
領

国
際
基
督
教
大
学
教
授
。
専
門
は

日
本
近
代
文
学
、
国
語
教
育
、
日

本
語
教
育
。
近
年
は
国
際
バ
カ
ロ

レ
ア
の
国
語
教
育
に
つ
い
て
関
心

を
も
ち
、
講
演
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
な
ど
も
開
催
し
て
い
る
。

半は
ん

田だ

　
淳あ

つ

子こ
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六
領
域
の
う
ち
、
国
語
教
育
に
当
た
る
の
が
グ
ル
ー
プ
１
の
「
言

語
と
文
学
」
で
あ
り
、
日
本
語
を
母
語
と
す
る
生
徒
は
「
言
語
Ａ
：

文
学
」「
言
語
Ａ
：
言
語
と
文
学
」「
文
学
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
の

い
ず
れ
か
を
選
択
（
多
く
の
場
合
、「
言
語
Ａ
：
文
学
」
を
上
級
レ
ベ

ル
で
選
択
）
す
る
。
ち
な
み
に
、Ｄ
Ｐ
に
は
「
日
本
語
Ｂ
」
も
あ
り
、

こ
ち
ら
は
外
国
語
と
し
て
の
日
本
語
教
育
を
意
味
し
て
い
る
。
高
等

学
校
の
国
語
科
で
あ
れ
ば
、
必
修
科
目
の
「
国
語
総
合
」
の
授
業
に

加
え
、
Ｄ
Ｐ
の
「
言
語
と
文
学
」
の
た
め
の
二
四
〇
時
間
を
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
Ｉ
Ｂ
認
定
校
の
多
く
が
時
間
割
の
編
成
に
苦
慮

し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
日
本
の
教
育
と
Ｉ
Ｂ
教
育
の
目
指
す
方
向
性
が
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
年
三
月
に
公
示
さ
れ
た
新
学

習
指
導
要
領
に
は
「
探
究
的
な
学
習
の
過
程
に
お
い
て
、
課
題
の
解

決
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
身
に
付
け
、
課
題
に
関
わ
る
概
念
を

形
成
し
、
探
究
的
な
学
習
の
よ
さ
を
理
解
す
る
よ
う
に
す
る
」（「
総

合
的
な
学
習
の
時
間
」「
目
標
⑴
」）
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
探
究
的

な
学
習
」
や
「
概
念
」
の
形
成
な
ど
は
Ｉ
Ｂ
教
育
が
重
視
し
て
い
る

点
で
も
あ
る
。
特
に
、
Ｄ
Ｐ
の
前
段
階
に
当
た
る
Ｍ
Ｙ
Ｐ
で
は
、
Ｉ

Ｂ
Ｏ
が
指
定
す
る
「
重
要
概
念
」
と
「
関
連
概
念
」
を
中
心
に
単
元

を
構
成
し
、
探
究
的
に
学
習
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
生
徒
た
ち
の
「
主
体
的
・

対
話
的
で
深
い
学
び
」
の
実
現
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

Ｉ
Ｂ
の
教
室
活
動
で
も
推
奨
さ
れ
、実
践
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
Ｉ
Ｂ
教
育
で
は
、
言
語
教
育
が
非
常
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
批
判
的
な
思
考
の
育
成
に
は
、
言
語
の
教
育
が
中
心
的
な

役
割
を
果
た
す
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｄ
Ｐ

の
「
言
語
と
文
学
」
は
、
そ
の
領
域
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

言
語
教
育
で
あ
る
と
と
も
に
、
徹
底
し
た
文
学
教
育
で
も
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
日
本
文
学
に
限
ら
ず
、
翻
訳
文
学
も
含
め
、
小
説
、
戯
曲
、

詩
歌
、
随
筆
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
数
冊
選
択
し
、

徹
底
的
に
読
み
込
ん
で
分
析
し
、
論
評
す
る
。
指
導
す
る
側
の
文
学

的
な
力
量
も
問
わ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
と
い
え
る
。
近
い
将

来
、
Ｉ
Ｂ
認
定
校
の
数
が
二
〇
〇
校
に
ま
で
増
え
た
場
合
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
Ｉ
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
教
え
る
こ
と
の
で

き
る
教
員
の
育
成
も
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
実
情
も
ふ
ま
え
、
こ
の
た
び
、
Ｉ
Ｂ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ

い
て
、
そ
の
内
容
を
国
語
科
の
先
生
方
に
向
け
て
紹
介
す
る
『
国
語

教
師
の
た
め
の
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
入
門
―
―
授
業
づ
く
り
の
視
点
と

実
践
報
告
』
を
刊
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
書
は
、
Ｉ
Ｂ
全
般
に

関
わ
る
こ
と
や
、
Ｉ
Ｂ
の
国
語
教
育
の
授
業
づ
く
り
、
実
践
報
告
な

ど
を
収
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
実
際
に
Ｉ
Ｂ
教
育
を
受
け
て
き
た

大
学
生
た
ち
の
声
も
紹
介
し
て
い
る
。
新
学
習
指
導
要
領
の
「
探
究

的
な
学
習
」
や
「
概
念
」
の
形
成
に
関
す
る
ヒ
ン
ト
も
満
載
で
あ
る
。

Ｉ
Ｂ
認
定
校
の
先
生
の
み
な
ら
ず
、
Ｉ
Ｂ
教
育
に
関
心
の
あ
る
方
を

は
じ
め
、
す
べ
て
の
国
語
の
先
生
方
に
是
非
一
読
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
願
っ
て
い
る
。
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世
界
が
注
目
す
る
I
Ｂ

国
際
バ
カ
ロ
レ
ア「

国
語
」教
育
を
徹
底
紹
介

本
邦
初
の
国
語
教
師
向
け
入
門
書
つ
い
に
刊
行
！

国
語
教
師
の
た
め
の
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
入
門

│
授
業
づ
く
り
の
視
点
と
実
践
報
告

【
新
刊
紹
介
】

ＩＢ校教師を中心とした執筆陣
による、国語教師目線の解説・
実践報告を多数掲載！

「資料編」として、IBの評価規準
や試験問題例などを収録！

ＩＢをより深く知るための、「Ｑ&Ａ」
「コラム」なども充実！
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「
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
」（
以
下
、
セ
ン
タ
ー
試
験
）
に
替
わ

る
新
し
い
選
抜
方
法
の
名
称
が
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」（
以
下
、

共
通
テ
ス
ト
）
に
決
定
し
た
。
試
験
時
間
は
一
〇
〇
分
で
、
記
述
式

の
大
問
が
一
つ
増
え
る
分
、セ
ン
タ
ー
試
験
よ
り
も
二
〇
分
延
び
る
。

五
月
、
七
月
に
は
モ
デ
ル
問
題
が
公
表
さ
れ
、
共
通
テ
ス
ト
の
実
像

が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

　

記
述
式
問
題
の
出
題
範
囲
は
古
文
、漢
文
を
除
い
た
「
国
語
総
合
」

で
、
五
月
に
公
開
さ
れ
た
問
題
例
は
二
問
で
あ
っ
た
。
第
一
問
は
、

街
の
景
観
保
護
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
、
父
と
姉
の
会
話
を
読
み
、
設

問
の
条
件
に
合
わ
せ
て
記
述
を
行
う
問
題
。
第
二
問
は
「
駐
車
場
使

用
契
約
書
」
を
読
み
、設
問
の
条
件
に
合
わ
せ
て
記
述
を
行
う
問
題
。

ど
ち
ら
も
「
実
用
的
な
文
章
」
の
範
囲
か
ら
の
出
題
で
あ
る
。

　

ま
た
、
七
月
に
公
開
さ
れ
た
問
題
例
に
よ
る
と
、
マ
ー
ク
式
問
題

は
、
解
答
の
形
式
を
セ
ン
タ
ー
試
験
か
ら
引
き
継
い
で
は
い
る
も
の

の
、
出
題
形
式
は
大
き
く
異
な
り
そ
う
だ
。
第
一
問
は
短
歌
に
つ
い

て
の
二
つ
の
評
論
、
二
人
の
生
徒
の
会
話
か
ら
、
読
み
取
っ
た
こ
と

を
選
択
す
る
問
題
。
第
二
問
は
『
平
家
物
語
』「
忠
度
都
落
」
と
二

人
の
人
物
の
対
談
か
ら
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
選
択
す
る
問
題
で
あ

っ
た
。

　

文
章
の
内
容
を
正
確
に
読
み
取
る
と
い
う
能
力
が
評
価
さ
れ
て
き

た
セ
ン
タ
ー
試
験
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
共
通
テ
ス
ト
は
記
述
式
、

マ
ー
ク
式
問
題
と
も
に
、「
特
に
『
論
理
（
情
報
と
情
報
の
関
係
性
）

の
吟
味
・
構
築
』
や
『
情
報
を
編
集
し
て
文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
』

に
関
わ
る
能
力
の
評
価
を
重
視
す
る
」と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　

た
だ
し
、
五
月
、
七
月
に
公
開
さ
れ
た
問
題
例
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立

し
た
も
の
で
、
ま
だ
共
通
テ
ス
ト
の
全
貌
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
一
一
月
の
試
行
調
査
（
プ
レ
テ
ス
ト
）
は
一
〇
〇
分
の
試
験
時

間
で
、記
述
式
と
マ
ー
ク
式
問
題
が
あ
わ
せ
て
出
題
さ
れ
る
よ
う
だ
。

高
校
二
年
生
以
上
を
対
象
と
し
て
、
約
六
万
八
〇
〇
〇
人
が
受
験
す

る
こ
の
テ
ス
ト
の
調
査
結
果
に
、
注
目
が
集
ま
る
。

「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」の
モ
デ
ル
問
題
例 

文
責
＝
編
集
部

二
〇一七
年
五
月
に
は
記
述
式
の
モ
デ
ル
問
題
例
、七
月
に
は
マ
ー
ク
式
の
モ
デ
ル
問
題
例
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、問
題
例
の
う
ち
、特
に
正
答
率
の
低
か
っ
た
二
つ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

追跡リポート

入試改革
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か
お
る
さ
ん
の
家
は
、【
資
料
Ａ
】
の
「
城
見
市
街
並
み
保
存
地
区
」
に
面
し
て
い
る
、
伝

統
的
な
外
観
を
保
っ
た
建
物
で
あ
る
。城
見
市
が
作
成
し
た
景
観
保
護
に
関
す
る【
資
料
Ｂ
】「
城

見
市
『
街
並
み
保
存
地
区
』
景
観
保
護
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
あ
ら
ま
し
」
と
、
か
お
る
さ
ん
の
父

と
姉
の
会
話
を
読
み
、
後
の
問
い
（
問
１
〜
４
）
に
答
え
よ
。

〈
記
述
式
モ
デ
ル
問
題
例
１
〉
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【
か
お
る
さ
ん
の
父
と
姉
の
会
話
】

姉「（
略
）
…
と
こ
ろ
で
お
父
さ
ん
は
、
こ
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
導
入
に
つ
い
て
、
ど
う
思
っ
て
る

の
？
」

父「
私
は
反
対
だ
よ
。
住
民
の
負
担
が
大
き
す
ぎ

る
ね
。
外
壁
の
塗
装
も
建
物
の
改
築
も
、
す
べ

て
周
辺
の
景
観
に
配
慮
し
た
上
で
、
適
切
な
対

応
を
自
己
負
担
で
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

こ
れ
じ
ゃ
あ
、
引
っ
越
し
た
方
が
気
が
楽
だ
。

か
え
っ
て
空
き
家
を
増
や
す
だ
け
だ
と
思
う

よ
。」

姉「
で
も
、
今
の
ま
ま
だ
と
、
こ
こ
は
ど
ん
ど
ん

衰
退
し
て
い
く
だ
け
だ
よ
ね
？　

住
民
が
い

な
く
な
る
と
、
こ
の
街
の
文
化
や
歴
史
の
一
部

が
途
絶
え
て
し
ま
う
よ
ね
。
こ
の
辺
っ
て
、
道

路
も
狭
い
し
、家
も
古
い
け
ど
、こ
の
街
並
み
、

私
は
結
構
好
き
だ
な
。
だ
か
ら
、
マ
イ
ナ
ス
だ

と
思
っ
て
い
る
こ
と
で
も
、
逆
に
こ
の
街
の
魅

力
に
し
た
ら
、
観
光
客
に
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
も
で

き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
街
並
み
を
整
備
し

て
、
地
域
の
魅
力
づ
く
り
に
成
功
し
た
ら
、
こ

こ
か
ら
出
て
行
く
人
が
少
な
く
な
っ
て
、
空
き

家
も
減
る
よ
。
そ
う
し
た
ら
、
こ
の
街
は
守
ら

れ
る
よ
ね
。」

父「
そ
れ
は
希
望
的
な
推
測
だ
し
、
感
情
論
に
過

ぎ
な
い
ね
。
実
際
問
題
と
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
通
り
、
古
い
街
並
み
を
残
す
と
し
た
ら
、

家
を
改
築
す
る
時
に
、
デ
ザ
イ
ン
料
に
せ
よ
材

料
費
に
せ
よ
、
通
常
以
上
の
自
己
負
担
が
必
要

に
な
る
。
こ
れ
じ
ゃ
、
地
域
住
民
の
同
意
は
得

ら
れ
な
い
よ
。」

姉「
私
は
、
あ
る
程
度
の
住
民
の
自
己
負
担
は
必

要
だ
と
思
う
。
こ
う
い
う
地
域
づ
く
り
っ
て
、

行
政
に
任
せ
っ
ぱ
な
し
に
し
た
ま
ま
で
、
私
た

ち
地
域
住
民
は
受
け
身
で
い
て
い
い
の
か
な
。

そ
れ
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
広
告
や
看
板
の

色
彩
の
こ
と
も
書
い
て
あ
る
け
ど
、
こ
れ
か
ら

は
、
自
然
環
境
も
含
め
て
、
そ
う
し
た
住
環
境

も
大
事
に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
の
。
確

か
に
色
々
と
制
約
が
あ
る
し
、
お
金
も
か
か
る

け
ど
、『
地
域
を
守
り
、
地
域
の
魅
力
を
作
っ

て
い
く
の
は
、
他
で
も
な
い
私
た
ち
自
身
な
ん

だ
』
っ
て
い
う
意
識
を
持
っ
て
、
私
た
ち
の
生

ま
れ
育
っ
た
こ
の
街
を
守
っ
て
い
く
た
め
に

は
、
あ
る
程
度
の
自
己
負
担
も
必
要
だ
よ
。」

※
問
１
・
２
・
４
は
省
略

問 

３　

会
話
文
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
、
父
と
姉
の
「
景
観
保
護
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
の
導
入
に
つ
い
て
の
議
論
の
対
立
点

を
、「
〜 

の
是
非
。」
と
い
う
文
末
で
終

わ
る
よ
う
に
二
〇
字
以
内
で
述
べ
よ
。

【問３の正答例】
個人の自由を制限し、自己負担を求めること（の是非。）（20字）
自己負担や制限を受け入れて進めること（の是非。）（18字）《正答率3.0％》
（正答の条件）
①20字以内で書いているもの
②文末表現が「の是非。」に接続できるもの
③「個人の自由の制限・制約を求めること（または受け入れること）」に触れているもの
④「自己負担を求めること（または受け入れること）」に触れているもの

【出題のねらい】
　テクスト全体の内容について、異なる立場の意見に着目し、対比されてい
る事項を考察し、その論点を整理して書く問題である。
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〈
マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
モ
デ
ル
問
題
例
２
〉

　

次
の
【
文
章
Ⅰ
】
は
『
平
家
物
語
』「
忠

度
都
落
」
で
あ
る
。【
文
章
Ⅱ
】
は
、【
文
章

Ⅰ
】
を
読
ん
だ
ふ
た
り
の
人
物
に
よ
る
対
談

の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の

問
い
（
問
１
〜
６
）
に
答
え
よ
。
な
お
、【
文

章
Ⅰ
】
に
登
場
す
る
薩
摩
守
忠
度
は
平
家
一

門
の
武
将
で
、
平
忠
盛
の
六
男
、
平
清
盛
の

異
母
弟
に
あ
た
る
。
忠
度
は
歌
人
・
藤
原
俊

成
に
歌
を
師
事
し
て
い
た
。

※
【
文
章
Ⅰ
・
Ⅱ
】、
問
１
〜
４
・
６
は
省
略

問 

５　
【
文
章
Ⅱ
】
の
傍
線
部
Ｂ
「
文
武
両

道
に
秀
で
た
堂
々
た
る
人
物
」と
あ
る
が
、

【
文
章
Ⅰ
】
に
お
い
て
、
俊
成
が
忠
度
の

人
と
な
り
を
語
っ
た
一
文
と
し
て
、
本
文

に

で
示
し
た
次
の
箇
所
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
忠
度
の
人

物
像
と
し
て
適
当
な
内
容
を
、【
文
章
Ⅰ
】

に
即
し
て
、
後
の
選
択
肢
①
〜
⑦
の
う
ち

か
ら
全
て
選
べ
。

①　
戦
に
敗
れ
前
途
が
な
い
状
況
で
も
、
危
険
を

冒
し
て
ま
で
京
に
戻
る
ほ
ど
の
強
い
意
志
を

持
っ
た
人
物

②　
戦
の
最
中
で
あ
っ
て
も
、
師
に
教
え
を
請
う

た
め
に
は
遠
路
を
も
の
と
も
し
な
い
探
究
心

の
旺
盛
な
人
物

③　
今
や
敵
と
な
っ
た
相
手
に
も
、
願
い
を
か
な

え
る
た
め
に
は
直
ち
に
会
い
に
行
く
熱
意
の

あ
る
人
物

④　
自
作
の
何
首
か
は
勅
撰
集
に
採
ら
れ
る
も
の

と
信
じ
て
疑
わ
な
い
、
和
歌
へ
の
自
負
心
の
強

い
人
物

⑤　
可
能
性
は
低
い
が
自
分
の
和
歌
を
託
し
て
後

世
に
残
そ
う
と
し
た
、
和
歌
へ
の
思
い
に
満
ち

た
人
物

⑥　
死
ぬ
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
も
、
帝
に
ど
こ

ま
で
も
付
き
従
お
う
と
す
る
忠
誠
心
に
あ
ふ

れ
る
人
物

⑦　
目
標
と
し
て
き
た
師
に
、
最
期
に
武
士
と
し

て
の
矜
恃
を
認
め
て
ほ
し
い
と
願
う
誇
り
高

い
人
物

さ
て
も
唯
今
の
御
渡
り
こ
そ
、
情
け
も

す
ぐ
れ
て
深
う
、
あ
は
れ
も
こ
と
に
思

ひ
知
ら
れ
て
感
涙
抑
へ
が
た
う
候
へ

参考URL
◆高大接続改革の実施方針等の策定について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/07/1388131.htm
◆モデル問題例及びモニター調査の結果等
http://www.dnc.ac.jp/corporation/daigakunyugakukibousyagakuryokuhyoka_test/model.html
◆平成 29・30 年度試行調査（プレテスト）
http://www.dnc.ac.jp/corporation/daigakunyugakukibousyagakuryokuhyoka_test/pre-test.html

【出題のねらい】
　複数のテクストを読んだ上で、文章に描かれた人物について読み取る問題
である。

【問５の正答例】
①、⑤（正答の番号を過不足無くマークしているもののみ正答）《正答率2.5％》
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平
成
二
〇
年
版
学
習
指
導
要
領
の
国
語
総
合

「
Ｃ
読
む
こ
と
」の
言
語
活
動
例
ウ
の
解
説
に
、「
実

用
的
な
文
章
」
の
例
と
し
て
「
報
道
や
広
報
の
文

章
、
案
内
、
紹
介
、
連
絡
、
依
頼
な
ど
の
文
章
や

手
紙
の
ほ
か
、
会
議
や
裁
判
な
ど
の
記
録
、
報
告

書
、
説
明
書
、
企
画
書
、
提
案
書
な
ど
の
実
務
的

な
文
章
、
法
律
の
条
文
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
、

宣
伝
の
文
章
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
様
々
な
文

章
や
電
子
メ
ー
ル
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
生
徒
が
日
常
生
活
で
目
に

す
る
も
の
ば
か
り
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

の
文
章
を
教
材
と
し
て
用
い
る
際
に
は
、
生
徒
た

ち
が
こ
れ
ら
の
文
章
を
活
用
す
る
場
面
を
具
体
的

に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う
す
れ

ば
、
生
徒
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
力
を
身
に
付
け
さ

せ
る
べ
き
か
が
自
ず
と
わ
か
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

　

評
論
や
小
説
を
読
ま
せ
る
授
業
で
は
、
教
材
の

内
容
を
理
解
さ
せ
、
そ
れ
を
も
と
に
生
徒
一
人
一

人
が
考
え
を
深
め
た
り
、
表
現
の
効
果
を
味
わ
っ

た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
が

多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
報
道

や
広
告
の
文
章
や
案
内
、
紹
介
、
連
絡
、
依
頼
な

ど
は
情
報
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
で
あ

り
、
企
画
書
や
提
案
書
で
は
企
画
や
提
案
の
趣
旨

を
読
み
誤
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
一
八
歳
選
挙
権

の
こ
と
を
考
え
る
と
法
律
の
条
文
に
も
読
み
慣
れ

さ
せ
た
い
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
読
み
取
る
だ
け

で
な
く
表
現
の
効
果
を
評
価
し
た
り
、
実
用
的
な

文
章
を
書
い
て
み
た
り
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

次
期
学
習
指
導
要
領
で
は
高
等
学
校
の
科
目
編

成
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
必
修
科
目
の
一
つ
で

あ
る
「
現
代
の
国
語
」
は
「
実
社
会
、
実
生
活
に

生
き
て
働
く
国
語
の
能
力
を
育
成
す
る
科
目
」
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
平
成
三
二
年
か

ら
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
テ
ス
ト
に
替
わ
っ
て
導
入

さ
れ
る
新
テ
ス
ト
に
も
実
用
的
な
文
章
の
採
用
が

検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
実
用
的
な

文
章
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

神奈川県・30歳

「
実
用
的
な
文
章
」
を
授
業
で
ど
う
扱
う
か
？

　

セ
ン
タ
ー
試
験
に
替
わ
る
新
し
い
テ
ス
ト
で
は
、「
実
用
的
な
文
章
」

を
読
む
力
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
現
代
文
の
授
業
で
は
、
評
論

や
小
説
な
ど
ば
か
り
で
、
あ
ま
り
「
実
用
的
な
文
章
」
を
読
む
機
会
が

あ
り
ま
せ
ん
。
生
徒
に
取
り
組
ま
せ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
ど

の
よ
う
な
文
章
を
使
っ
て
授
業
を
行
う
と
よ
い
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
。

　
山や

ま

下し
た 

直な
お
し

文
教
大
学
教
育
学
部
准
教
授
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■
は
じ
め
に

　
「
昔
、
男
、
初う

ひ

冠か
う
ぶ
りし

て
、
奈
良
の
京
」
で
始
ま
り
、「
昔
人
は
、

か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
」
で
終
わ
る
第
一
段
は
、

『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
も
、
教
科
書
に
採
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
筒

井
筒
」
の
第
二
十
三
段
と
な
ら
ん
で
、
よ
く
知
ら
れ
た
段
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
釈
は
安
定
し
、
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
に
思

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
一
段
の
「
い
ち
は
や
き
」
に
つ
い
て
の

研
究
発
表
を
聞
く
機
会
が
あ
り
、あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
と
こ
ろ
、

「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
と
「
い
ち
は
や
き
」
を
関
連
付
け
て
解
釈
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
報
告
し
、
批
正
を

乞
い
た
い
と
思
う
。

　
「
い
ち
は
や
き
」
に
つ
い
て
の
知
見
は
、
私
も
会
員
で
あ
る
説
話

研
究
会
会
員
の
南
ち
よ
み
氏
が
、
二
〇
一
七
年
五
月
の
中
古
文
学
会

で
発
表
す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
説
話
研
究
会
で
予
備
発
表
さ
れ

た
と
き
に
得
ら
れ
た
。
南
氏
は
真
名
本
『
伊
勢
物
語
』
を
研
究
対
象

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
今
回
の
発
表
も
「『
真
名
伊
勢
物
語
』

初
段
の『
壱
早
』」と
い
う
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
南
氏
は「
い

ち
は
や
き
」
に
つ
い
て
、
江
戸
以
前
の
古
注
と
明
治
以
降
の
注
釈
書

の
説
を
網
羅
し
て
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
築
島
裕
氏
「
伊
勢
物

語
の
解
釈
と
文
法
上
の
問
題
点
」（
講
座『
解
釈
と
文
法
４
』明
治
書
院
、

昭
35
）
に
見
え
る
、
次
の
説
を
引
く
。

　
「
す
ば
や
い
」
ま
た
は
「
て
っ
と
り
早
い
」
の
意
と
し
て
い

る
説
が
あ
る
が
、
私
は
こ
の
語
はspeedy

と
い
う
、
時
間
的

な
速
度
を
示
す
語
で
は
な
く
て
、
程
度
が
は
げ
し
い
、
熱
烈
だ
、

田た

口ぐ
ち 

和か
ず

夫お

文
教
大
学
名
誉
教
授

『
伊
勢
物
語
』
第
一
段
と『
源
氏
物
語
』

　
　
　
　

―
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
と
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
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の
よ
う
な
意
味
に
解
す
べ
き
（
後
略
）

　

築
島
氏
の
こ
の
説
は
、
私
が
学
生
時
代
に
は
じ
め
て
通
読
し
た
テ

キ
ス
ト
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物

語
』（
昭
32
）
の
補
注
で
も
、

　
「
い
ち
」
は
「
い
ち
じ
る
し
」
の
「
い
ち
」
と
同
じ
く
、「
い

た
」「
い
と
」
と
同
語
源
で
、「
甚
だ
し
く
」
の
意
、
ま
た
「
は

や
し
」
は
「
烈
し
い
」
の
意
と
見
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
い

ち
は
や
し
」
は
「
非
常
に
烈
し
い
」
の
意
と
な
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
学
部
学
生
時
代
の
私
は
大
系
の
説
に
異
を
唱

え
る
力
も
な
く
、
こ
の
「
男
」
の
行
動
は
そ
ん
な
に
烈
し
い
の
か
な

と
思
い
な
が
ら
、
今
日
に
至
っ
て
い
た
。

■
「
い
ち
は
や
き
」
の
解
釈

　

大
修
館
の
古
典
教
科
書
（『
新
編
古
典
Ｂ
』
な
ど
）
で
も
「
い
ち
は

や
き
」
に
は
「
激
し
い
。
情
熱
的
な
。」
と
い
う
注
を
付
け
、「
い
ち

は
や
き
み
や
び
」
に
は
、
指
導
資
料
で
「
情
熱
的
な
風
雅
な
ふ
る
ま

い
」
と
い
う
口
語
訳
を
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
「『
男
』
の
ど
の
よ

う
な
行
動
を
さ
し
て
言
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
設
問
に
は
、
同
じ
く

指
導
資
料
で
「
美
し
い
『
女
は
ら
か
ら
』
に
心
を
奪
わ
れ
る
や
、
す

ぐ
さ
ま
自
分
の
着
て
い
た
狩
衣
の
裾
を
切
っ
て
、
そ
こ
に
衣
の
模
様

を
ふ
ま
え
た
恋
歌
を
書
き
つ
け
て
贈
っ
た
こ
と
」
と
答
え
て
い
る
。

こ
れ
は
現
在
の
『
伊
勢
物
語
』
研
究
の
状
況
を
反
映
し
た
標
準
的
な

解
釈
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

南
氏
は
真
名
本
の
「
壱
早
」
が
意
を
得
て
い
る
表
記
な
の
だ
と
主

張
さ
れ
る
。
漢
字
の
字
義
か
ら
言
え
ば
「
た
い
そ
う
早
い
」
と
解
し

得
る
で
あ
ろ
う
。
古
注
の
類
で
は
、「
す
ぐ
れ
て
は
や
し
と
か
き
た

る
は
、
せ
ち
な
る
こ
と
」（
島
原
文
庫
本
『
和
歌
知
顕
集
』）
と
か
、「
す

ぐ
れ
て
す
み
や
か
な
る
心
也
。
こ
れ
に
よ
り
て
人
の
性
の
急
に
お
も

ひ
の
ど
め
ぬ
」（『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』）
と
言
う
よ
う
に
、「
は
や
い
（
早

卒
）・
す
み
や
か
」
の
意
と
し
、
そ
こ
か
ら
「
そ
う
し
た
い
と
い
う

切
迫
し
た
思
い
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
真
名
本
「
壱
早
」
は
こ
う

い
う
解
釈
と
共
通
の
理
解
の
下
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

契
沖
の
『
勢
語
臆
断
』
は
、
初
め
「
す
み
や
か
な
る
心
也
」
と
し
、

そ
れ
を
「
は
な
は
た
し
き
」
と
訂
正
し
て
い
る
。
時
間
の
問
題
か
ら

程
度
へ
と
解
釈
が
変
遷
し
た
よ
う
で
、
こ
の
あ
た
り
が
現
在
普
通
に

な
っ
て
い
る
解
釈
の
先
蹤
と
思
わ
れ
る
。

　
「
早
い
」「
甚
だ
し
い
」
い
ず
れ
も
、
贈
る
歌
を
書
く
た
め
に
「
狩

衣
の
裾
を
切
」
っ
た
と
い
う
「
男
」
の
行
動
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
の

解
釈
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
古
注
の
『
和
歌
知
顕
集
』
が

こ
の
行
為
に
つ
い
て
、「
さ
ば
か
り
の
人
の
野
に
あ
り
く
と
も
、
す

み
ふ
で
も
つ
ほ
ど
に
て
、
な
ど
か
は
紙
も
た
せ
で
は
あ
る
べ
き
」
と

言
い
、「
さ
れ
ど
、
こ
こ
ろ
の
み
だ
れ
た
る
を
、
こ
の
し
の
ぶ
ず
り

の
み
だ
れ
た
る
に
た
と
へ
て
、
哥
に
よ
ま
ん
と
て
、
こ
れ
に
は
か
き

た
る
也
」（
書
陵
部
本
）
と
説
明
し
て
い
る
の
は
、
読
み
進
め
て
い
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っ
た
時
に
出
る
当
然
の
疑
問
に
答
え
た
も
の
だ
が
、
相
当
に
合
理
的

な
説
明
だ
っ
た
。
こ
れ
は
現
代
で
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い

見
解
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、「
紙
を
持
た
な
い
の
で
は
な
い
、『
信し

の
ぶ夫

の
乱
れ
』
の
歌
を
詠
も
う
と
し
た
か
ら
、
狩
衣
を
用
い
た
の
だ
」
と

い
う
解
釈
は
面
白
い
。
こ
こ
か
ら
後
の
行
文
が
無
理
な
く
自
然
に
理

解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。「
男
」
は
自
分
の
着
て
い
た
信し

の
ぶ夫

摺ず

り
の

狩
衣
と
「
み
ち
の
く
の
」
の
歌
と
の
関
連
を
は
じ
め
か
ら
承
知
し
て

い
て
「
春
日
野
の
」
の
歌
を
詠
み
、
そ
の
仕
上
げ
と
し
て
「
狩
衣
の

裾
を
切
」っ
て
書
き
付
け
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
解
釈
す
る
と
、「
男
」

の
行
為
は
知
的
作
業
を
と
も
な
っ
て
お
り
、「
早
く
み
ご
と
だ
」
と

は
言
え
る
け
れ
ど
も
、
感
情
に
ま
か
せ
て
「
烈
し
い
」
行
為
を
し
た

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
い
ち
は
や
き
み

や
び
」
は
「
た
い
そ
う
早
い
み
や
び
」
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

私
は
「
い
ち
は
や
き
」
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
冒
頭
段
と
し
て
、「
狩

衣
の
裾
を
切
」
る
だ
け
で
は
な
い
も
う
一
つ
の
意
味
が
重
ね
ら
れ
て

い
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
と
限
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。

■
﹃
源
氏
物
語
﹄
か
ら

　
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
（
初
冠
）」
を
「
元
服
」
の
意
と
す
る
解
釈
は
、

ほ
と
ん
ど
の
諸
注
が
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
辞
書
的
に
は
も
う
一
つ

「
は
じ
め
て
位
に
叙
せ
ら
れ
、
任
官
す
る
こ
と
」（
岩
波
古
語
辞
典
）

の
語
義
が
あ
る
。
古
注
で
は
後
者
に
解
す
る
も
の
が
多
い
。『
和
歌

知
顕
集
』
は
「
は
じ
め
て
つ
か
さ
給
は
る
を
い
ふ
な
り
」
と
し
て
、

そ
れ
は
「
年
十
七
歳
」
の
こ
と
と
す
る
。『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』

は
「
十
六
歳
・
元
服
」
と
し
な
が
ら
「
五
位
無
冠
に
て
唯
左
近
大
夫

と
い
ふ
」
と
、「
叙
爵
」
に
解
し
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
も

「
叙
爵
」
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』
か
ら
「
元
服
の
事
也
。
…

叙
爵
の
説
不
用
之
」
と
し
て
「
は
じ
め
に
う
ゐ
か
う
ぶ
り
を
書
て
、

末
に
終
焉
の
こ
と
を
書
り
。
一
部
の
心
見
え
た
り
。
即
、
此
物
語
全

篇
の
心
也
」
と
説
い
て
い
る
。
宗
祇
の
こ
の
説
は
多
く
の
人
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
、
こ
れ
が
現
在
ま
で
至
る
解
と
な
る
。

　

私
も
元
服
と
解
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
「
男
」
の
元
服
は

何
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
。『
知
顕
集
』等
の
十
六
・
十
七
歳
は「
叙

爵
」
で
あ
っ
た
。
元
服
は
「
十
一
歳
よ
り
十
五
歳
ぐ
ら
い
ま
で
が
多
」

（
岩
波
古
語
辞
典
）
い
と
言
う
よ
う
に
、
普
通
は
十
代
半
ば
ま
で
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
場
合
は
「
十
二
歳
」
と
私
は
限
定
し
た
い
。
根
拠
は
『
源
氏

物
語
』
桐
壺
の
巻
に
見
え
る
、
光
源
氏
の
元
服
が
「
十
二
歳
」
と
明

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
が
『
伊
勢
物
語
』
か

ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
も
関
連
が
あ
る
。
次
項
に
記
す
よ
う
に
、
紫
式

部
は
『
伊
勢
物
語
』
の
こ
の
段
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

内
容
か
ら
見
て
も
、
在
原
業
平
が
想
定
さ
れ
る
「
男
」
も
、
光
源
氏
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も
と
も
に
王
族
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
想
定
を
補
強
す
る
し
、
そ
れ

以
上
に
、『
伊
勢
物
語
』
も
『
源
氏
物
語
』
も
主
人
公
の
一
代
記
の

出
発
点
を
明
示
す
る
初
め
の
巻
に
、
こ
の
元
服
を
記
し
て
い
る
と
い

う
共
通
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

■
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
が
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
の
時

　

し
ば
ら
く
『
源
氏
物
語
』
に
依
っ
て
み
よ
う
。

　
『
伊
勢
物
語
』
の
「
男
」
が
十
二
歳
だ
と
し
た
場
合
、
彼
は
青
年

と
言
う
よ
り
、
少
年
と
言
う
べ
き
年
齢
と
な
る
が
、
同
じ
年
齢
の
光

源
氏
は
元
服
と
と
も
に
左
大
臣
の
姫
君
（
葵
上
）
と
結
婚
す
る
。
し

か
し
光
源
氏
は
藤
壺
を
想
っ
て
、
葵
上
に
は
満
足
し
て
い
な
い
、
と

い
う
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
桐
壺
の
巻
は
光
源
氏
十
二
歳

で
終
わ
り
、
次
は
光
源
氏
十
七
歳
の
帚
木
・
夕
顔
の
巻
に
跳
ん
で
し

ま
う
。
十
三
歳
か
ら
十
六
歳
ま
で
、
彼
は
ど
う
し
て
い
た
の
か
、
紫

式
部
は
語
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、「
男
」
は
「
ふ
る
さ
と
」
で
、「
い
と
な
ま

め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」を
垣
間
見
る
。『
源
氏
物
語
』帚
木
の
巻
に
、

左
大
臣
が
光
源
氏
を
「
忍
ぶ
の
み
だ
れ
や
」
と
疑
っ
て
い
る
と
い
う

記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
伊
勢
物
語
』
第
一
段
を
踏
ま
え

た
記
述
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
左
大
臣
の
推
量
で
は
、
光
源
氏

は
元
服
・
結
婚
以
降
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
男
」
の
よ
う
な
「
い
ろ

ご
の
み
」
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
紫
式
部

は
こ
こ
で
、「
さ
し
も
あ
だ
め
き
、
目
馴
れ
た
る
、
う
ち
つ
け
の
す

き
ず
き
し
さ
な
ど
は
、
こ
の
ま
し
か
ら
ぬ
御
本
性
に
て
」
と
、
光
源

氏
が
『
伊
勢
物
語
』
の
「
男
」
と
同
一
化
さ
れ
な
い
た
め
の
予
防
線

を
張
っ
て
い
る
。
繰
り
返
す
が
、
式
部
は
『
伊
勢
物
語
』
第
一
段
以

降
の
「
男
」
を
「
あ
だ
め
き
、
目
馴
れ
た
る
、
う
ち
つ
け
の
す
き
ず

き
し
さ
」
を
持
つ
者
と
認
識
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。『
伊
勢
物
語
』

の
側
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
「
み
や
び
」
の
世
界
の
「
男
」
の

行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
一
段
の
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
は
、「
男
」

の
「
み
や
び
」
が
元
服
と
い
う
「
た
い
そ
う
早
い
」
時
期
か
ら
始
ま

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
言
葉
で
も
あ
っ
た
、
と
理
解
す
べ
き
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
私
の
考
え
る
も
う
一
つ
の
意
味
で
あ
る
。

　

な
お
、
小
西
甚
一
『
日
本
文
芸
史
Ⅱ
』
に
、『
伊
勢
物
語
』
の
男

の
特
有
な
性
質
と
し
て
、「
ど
の
段
に
お
い
て
も
、
か
れ
が
『
す
き
』

『
み
や
び
』
の
生
活
に
だ
け
関
わ
っ
て
お
り
、
権
勢
や
栄
達
と
い
っ

た
世
界
に
縁
も
な
い
こ
と
で
あ
る
」（
400
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
ら

れ
る
。
第
一
段
の
「
み
や
び
」
は
そ
の
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
、
光
源
氏

は
、
そ
の
同
じ
年
齢
か
ら
ま
だ
直
接
に
権
力
に
か
か
わ
っ
て
い
な
い

時
期
ま
で
、
彼
が
体
験
し
た
は
ず
の
純
粋
な
「
み
や
び
」
に
つ
い
て

書
か
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
み
や
び
」
の
世
界
か
権

力
の
世
界
か
、
そ
れ
こ
そ
が
『
伊
勢
物
語
』
の
「
男
」
と
光
源
氏
と

を
分
け
る
要
因
だ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
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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

─
否
定
・
禁
止
の
形
②

中
級
編
⑨

「WEB国語教室」連動

１ 

否
定
詞
を
用
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
句
形

前
回
は
句
法
プ
リ
ン
ト
＃
05
「
否
定
・
禁
止
の
形
１
」
を
使
っ
て
、

ス
テ
ッ
プ
１
「
否
定
詞
の
位
置
を
確
認
す
る
」
と
ス
テ
ッ
プ
２
「
否

定
詞
の
数
々
を
知
る
」
の
指
導
内
容
を
確
認
し
ま
し
た
。

今
回
は
句
法
プ
リ
ン
ト
＃
06
「
否
定
・
禁
止
の
形
２
」
に
よ
っ
て
、

否
定
詞
を
用
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
句
形
の
指
導
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
す
。

　
　
　

否
定
・
禁
止
の
形　

２ 

句
法
シ
リ
ー
ズ
＃
06　
　

ス
テ
ッ
プ
３　

否
定
詞
を
用
い
た
句
形
に
習
熟
す
る

⑴ 

部
分
否
定
の
形

部
分
否
定
か
全
部
否
定
か
は
、否
定
詞
の
位
置
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

「
ハ
」
や
「
シ
モ
」
が
あ
る
か
ら
部
分
否
定
だ
、
と
考
え
る
の
は
短

絡
的
だ
。

不 

常 

有
。　

 

常 

不 

有
。　

 

不 

倶 

戴 

天
。

　

 

＊
「
俱
に
天
を
戴
か
ず
。」
と
読
ん
で
い
る
辞
書
も
あ
る
。

俱 

不 

戴 

天
。

不 

必 

備
。　

 

必 

不 

備
。　

 

部
分
否
定

全
部
否
定

部
分
否
定

全
部
否
定

部
分
否
定

全
部
否
定

兎 

不 

可 

復 

得
、
而 

身 

為 

宋 

国 

笑
。（
韓
非
子
）

黄 

鶴 

一 

去 

不 

復 

還
、
白 

雲 

千 

載 

空 

悠 

悠

 

（
崔
顥
「
黄
鶴
楼
」）

来 

此 

絶 

境
、
不 

復 

出 

焉
。（
陶
潜
「
桃
花
源
記
」）

＊ 

「
不
復
〜
」
の
形
は
、
対
応
す
る
「
復
不
〜
」
の
形
が
ほ
と
ん
ど

見
当
た
ら
な
い
た
め
に
、
あ
え
て
部
分
否
定
・
全
部
否
定
と
区
別

す
る
必
要
は
な
い
。「
そ
れ
き
り
〜
し
な
い
、
も
う
二
度
と
は
〜

し
な
い
」
と
訳
す
。

２ 

二
重
否
定
の
形

否
定
詞
を
二
度
用
い
た
形
。
多
く
は
強
い
肯
定
を
表
し
て
い
る
。

士 
不 

可 

以 

不 

弘 

毅
。（
論
語
）

非 
不 
悪 

寒 

也
。（
韓
非
子
）

吾 

矛 
之 
利
、
於 

物 

無 

不 

陥 

也
。（
韓
非
子
）
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２　

指
導
上
の
留
意
点

⑴ 

部
分
否
定
の
形

プ
リ
ン
ト
で
も
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
副
詞
に
「
ハ
」
や
「
シ

モ
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
部
分
否
定
だ
、
と
考
え
る
の
は
誤
り

で
す
。「
不
俱
戴
天
」
を
「
俱
に
は

4

4

天
を
戴
か
ず
」
で
は
な
く
、「
俱

に4

天
を
戴
か
ず
」
と
訓
読
し
て
い
る
辞
典
や
書
籍
は
、
現
在
で
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
俱
に
」
と
読
ん
だ
ら
間
違
い
だ
、
と
は
い
え

な
い
の
で
す
。
副
詞
の
送
り
仮
名
に
よ
っ
て
部
分
否
定
と
全
部
否
定

を
読
み
分
け
る
の
は
、
教
育
上
の
配
慮
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

部
分
否
定
か
全
部
否
定
か
は
、
語
順
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
次

の
よ
う
な
説
明
に
よ
っ
て
、
理
解
を
促
し
ま
し
ょ
う
。

板
書
例

偶 

有 

名 

酒
、
無 

夕 

不 

飲
。（
陶
潜
「
飲
酒
」
序
）

＊
次
の
も
の
は
、形
が
似
て
い
る
が
二
重
否
定
で
は
な
い
。要
注
意
！

不 

憤 

不 

啓
、
不 

悱 

不 

発
。（
論
語
）

無 

貴 

無 

賤
、
無 

長 

無 

少
、
道 

之 

所 

存
、
師 

之 

所 

存 

也
。

 

（
韓
愈
「
師
説
」）

３ 

禁
止
の
形

否
定
詞
「
無
・
莫
・
勿
・
毋
」
は
、
命
令
形
で
「
な
カ
レ
」
と
読

み
、
禁
止
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。「
〜
ス
ル
コ
ト
な
カ
レ
」
の
形

で
読
む
。「
コ
ト
」
を
省
い
て「
〜
ス
ル
な
カ
レ
」
と
読
ん
で
も
よ
い
。

寧 

為 

鶏 

口
、
無 

為 

牛 

後
。（
十
八
史
略
）

酔 

臥 

沙 

場 

君 

莫 

笑
、
古 

来 

征 

戦 

幾 

人 

回

 

（
王
翰
「
涼
州
詞
」）

己 

所 

不 

欲
、
勿 

施 

於 

人
。（
論
語
）

毋 

友 

不 

如 

己 

者
。（
論
語
）

４ 

否
定
詞
を
用
い
た
慣
用
表
現

○
﹁
不
能
﹂
と
﹁
不
得
﹂

食 

之 

不 

能 

尽 

其 

材
。（
韓
愈
「
雑
説
」）

＊
「
不
能
〜
」
は
、（
能
力
が
な
く
て
）
〜
で
き
な
い
、
の
意
。

荘 

不 

得 

撃
。（
史
記
）

＊
「
不
得
〜
」
は
、（
機
会
に
恵
ま
れ
ず
に
）
〜
で
き
な
い
、
の
意
。

○
﹁
不
敢
﹂
と
﹁
敢
不
﹂

昆 

弟 

妻 

嫂
、
側 

目 

不 

敢 

視
。（
十
八
史
略
）

＊ 

「
不
敢
〜
」
は
、
〜
す
る
勇
気
が
な
い
、
思
い
切
っ
て
〜
し
よ

う
と
は
し
な
い
、
の
意
。

百 

獣 

之 

見 

我
、
而 

敢 

不 

走 

乎
。（
戦
国
策
）

＊ 

「
敢
不
〜
」
は
、「
敢
へ
て
〜
（
せ
）
ざ
ら
ん
や
」
と
読
む
反
語

専
用
の
形
で
、
〜
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
、
き
っ
と
〜
す
る
、

の
意
。

部
分
否
定
か
全
部
否
定
か
は
、
語
順
で
決
ま
る

常　

不　

有
。
＝
い
つ
も
（
常
）
↓
い
な
い
（
不
有
） 〔
全
部
否
定
〕

不　

常　

有
。
＝
い
つ
も
い
る
（
常
有
）
↑
と
は
限
ら
な
い
（
不
）

 

〔
部
分
否
定
〕
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な
お
、「
不
復
」
の
形
に
つ
い
て
は
、「
復
不
」
の
形
が
ほ
と
ん
ど

見
当
た
ら
な
い
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
部
分
否
定
と
全
部
否
定
の
別
を

考
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
一
度
目
に
で
き
た
か
ど
う
か
」
な

ど
と
い
う
区
別
は
不
要
で
あ
り
、「
そ
れ
き
り
〜
し
な
い
、
も
う
二

度
と
は
〜
し
な
い
」
と
訳
せ
れ
ば
十
分
で
す
。

２ 

二
重
否
定
の
形

二
重
否
定
の
形
は
比
較
的
理
解
し
や
す
い
も
の
で
す
が
、
紛
ら
わ

し
い
形
が
あ
る
の
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
ま
す
。

板
書
例

３ 

禁
止
の
形

否
定
詞
の
う
ち
「
無
」「
莫
」「
勿
」「
毋
」
の
四
字
は
、
命
令
形

で
「
な
カ
レ
」
と
読
む
と
き
に
禁
止
の
意
味
を
表
し
ま
す
。
こ
こ
で

注
意
す
べ
き
は
、
禁
止
専
用
の
語
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
文
脈
に

即
し
て
否
定
か
禁
止
か
に
読
み
分
け
る
と
い
う
点
で
す
。
た
と
え
ば

「
己
所
レ

不
レ

欲
、
勿
レ

施
二

於
人
一。」
は
、「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
、
人
に

施
す
こ
と
勿
し
。」と
訓
読
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
し
か
し『
論
語
』

で
は
、
弟
子
の
子
貢
に
終
身
実
行
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
問
わ

れ
た
孔
子
が
、
そ
れ
は
「
恕
（
思
い
や
り
）」
で
あ
る
と
し
、「
恕
」

の
具
体
的
な
説
明
と
し
て
こ
の
言
葉
を
述
べ
て
い
ま
す
。
目
の
前
の

人
物
に
対
し
て
、「
〜
し
て
は
い
け
な
い
」
と
諭
し
た
り
と
が
め
た

り
す
る
場
面
で
は
、「
〜
す
る
勿
か
れ
」
と
読
む
必
要
が
生
じ
る
の

で
す
。

な
お
瑣
末
な
こ
と
で
す
が
、
書
き
下
し
文
で
「
な
か
れ
」
を
漢
字

で
書
く
か
仮
名
書
き
す
る
か
迷
う
生
徒
に
は
、「『
な
か
れ
』
は
、
形

容
詞
『
な
し
』
の
命
令
形
だ
よ
。（
助
詞
・
助
動
詞
に
読
ん
で
い
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
、
漢
字
で
書
こ
う
。）」
と
一
言
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
こ

と
も
有
効
で
す
。

４ 
否
定
詞
を
用
い
た
慣
用
表
現

「
不
能
」
と
「
不
得
」
の
ち
が
い
は
、
次
の
例
文
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

項 
荘 
抜キ
レ

剣ヲ 

起チ
テ

舞フ

。
項 

伯モ 

亦タ 

抜キ
レ

剣ヲ 

起チ
テ

舞ヒ

、
常ニ 

以テ
レ

○
二
重
否
定
は
、
否
定
詞
を
含
ん
だ
部
分
を
さ
ら
に
否
定
す
る

非　

不　

悪　

寒　

也
。

＝
寒
さ
を
き
ら
わ
な
い
（
不
悪
寒
）
の
で
は
な
い
（
非
）。〔
二
重
否
定
〕

○
否
定
詞
が
連
続
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
二
重
否
定
と
は
い
え
な
い

不　

憤　

不　

啓
、
不　

悱　

不　

発
。

＝ 

憤
し
な
い
（
不
憤
）
啓
し
な
い
（
不
啓
）、

　
悱
し
な
い
（
不
悱
）
発
し
な
い
（
不
発
）。〔
二
重
否
定
で
は
な
い
〕
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身ヲ 

翼
二
蔽ス 

沛 

公ヲ
一。
荘 

不
レ

得
レ

撃ツ
コ。ト
ヲ

（
史
記
、
項
羽
本
紀
）

「
鴻
門
の
会
」
の
最
も
緊
迫
し
た
場
面
で
す
。
項
荘
は
、
樊
噲
が

腕
を
見
込
ん
だ
若
者
で
す
か
ら
、「
力
が
な
い
た
め
に
沛
公
を
撃
つ

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
項
伯
が
身
を
挺
し

て
沛
公
を
守
っ
た
た
め
に
、「
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
ず
に
沛
公
を
撃

つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
の
で
す
。

「
不
敢
〜
」
の
解
釈
を
参
考
書
や
問
題
集
で
見
る
と
、
二
と
お
り

あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
ど
ち
ら
が
妥
当
で
し
ょ
う
か
。

▼
〜
す
る
勇
気
が
な
い
。
〜
し
よ
う
と
は
し
な
い
。

▼
け
っ
し
て
〜
し
な
い
。

「
不
敢
〜
」
は
「
敢
〜
（
勇
気
を
出
し
て
〜
す
る
）」
を
否
定
し
た
形

で
す
か
ら
、「
け
っ
し
て
〜
し
な
い
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。筆
者
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
生
徒
の
理
解
を
得
て
い
ま
す
。

板
書
例

「
告
白
」
は
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
う
、
正
直
に
言
う
、
の
意
で
す

か
ら
、
現
代
語
の
「
愛
の
告
白
」
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
考

え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
断
ら
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
か
と
悩
み
つ
つ
、

勇
気
を
ふ
る
っ
て
の
行
動
が
「
敢ヘ
テ

告
白ス

。」
な
の
で
す
。
し
か
し
、

告
白
の
勇
気
が
持
て
な
い
時
、
思
い
切
っ
た
行
動
が
取
れ
な
い
時
に

は
、「
不
二
敢ヘ
テ

告
白セ
一。」
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
先
ほ
ど
ま
で
思
い

詰
め
て
い
た
人
物
が
、
急
に
「
け
っ
し
て
告
白
し
な
い
」
と
い
う
心

情
に
変
わ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。「
不
敢
〜
」
を
「
け
っ
し
て
〜
し

な
い
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
、
不
適
切
で
あ
る
の
は
明
白
で
す
。

「
敢
不
〜
」
は
、
多
く
の
文
例
に
よ
っ
て
反
語
表
現
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
一
般
の
反
語
表
現
と
異
な

り
、
否
定
詞
を
含
ん
で
い
る
点
が
「
敢
不
〜
」
の
特
徴
で
す
。
う
ま

く
訳
せ
な
い
生
徒
に
は
、「
否
定
詞
を
含
ん
だ
反
語
表
現
は
、『
必
ず

〜
す
る
』『
き
っ
と
〜
す
る
』
と
い
う
肯
定
の
意
味
に
な
る
。」
と
丁

寧
に
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

次
回
は
、
こ
れ
ま
で
触
れ
な
か
っ
た
句
形
に
つ
い
て
、
要
点
を
確

認
し
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
。

○
「
不
敢
」
と
「
敢
不
」

敢ヘ
テ

告 

白ス

。
＝
勇
気
を
ふ
る
っ
て
（
思
い
切
っ
て
）
告
白
す
る
。

不
二
敢ヘ
テ

告 

白セ
一。
＝
告
白
す
る
勇
気
が
な
い
。
思
い
切
っ
て
告
白
し

よ
う
と
は
し
な
い
。

↓
告
白
し
た
り
は
し
な
い
。
×
け
っ
し
て
告
白
し
な
い
。

無カ
レ二
敢ヘ
テ

告 

白ス
ル一。
＝
告
白
し
よ
う
と
し
て
は
い
け
な
い
。
×
け
っ
し

て
告
白
す
る
な
。

敢ヘ
テ

不ラ
二ン
ヤ告 

白セ
一。＝
告
白
せ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
。き
っ
と
告
白
す
る
。

＊
「
敢
不
〜
」
は
、
反
語
専
用
の
形
。
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最
近
よ
く
耳
に
す
る「
ア
イ
ビ
ー
」。

「
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
（
Ｉ
Ｂ
）」
の
こ
と

だ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
も
の
か
よ
く
知
ら
な
い
、

と
い
う
方
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
は
そ
ん
な
Ｉ
Ｂ
を
、
国
語
教

師
の
目
線
で
紹
介
し
た
本
邦
初
の
入

門
書
で
あ
る
。
執
筆
陣
は
Ｉ
Ｂ
校
で

教
鞭
を
と
る
教
師
が
中
心
で
あ
り
、

そ
の
解
説
や
実
践
報
告
は
Ｉ
Ｂ
教
育

の
リ
ア
ル
な
質
感
を
伝
え
て
い
る
。

Ｉ
Ｂ
の
国
語
教
育
は
、一
冊
丸
ご
と

作
品
を
読
む
、
翻
訳
作
品
の
学
習
が

必
須
、ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
形
式
の
詳
細
な

評
価
規
準
が
示
さ
れ
る
な
ど
、
日
本

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
九
二
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
二
二
〇
〇
円
＋
税

と
の
違
い
も
大
き
い
。
た
だ
、
本
書

の
解
説
や
実
践
か
ら
は
、
日
本
の
教

育
が
目
指
す
も
の
と
の
同
質
性
も
強

く
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
新
学
習
指
導

要
領
で
強
調
さ
れ
る
「
資
質
・
能
力

の
育
成
」「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い

学
び
」と
い
っ
た
こ
と
は
、Ｉ
Ｂ
教
育
に

お
い
て
日
々
目
指
さ
れ
、
実
践
さ
れ

て
い
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。

日
本
で
の
Ｉ
Ｂ
の
評
価
は
「
何
だ

か
す
ご
い
」
か
ら
「
異
質
な
も
の
」

ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
、ま
だ
揺
れ
て
い
る

が
、
今
後
の
国
語
教
育
を
考
え
る
上

で
も
、ま
ず
本
書
で
Ｉ
Ｂ
の
内
実
を
覗

い
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

評
者
＝
荒
木　

信

国
語
教
師
の
た
め
の
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
入
門

授
業
づ
く
り
の
視
点
と
実
践
報
告

半
田
淳
子　

編
著

こ
と
わ
ざ
と
い
う
先
人
の
知
恵
の

結
晶
を
教
育
に
生
か
そ
う
、
と
い
う

ね
ら
い
か
ら
、
世
に
も
ユ
ニ
ー
ク
な

こ
と
わ
ざ
本
が
誕
生
し
た
。

な
ん
と
、
目
次
が
時
間
割
に
な
っ

て
い
る
。 

一
時
間
目
：
国
語
、
二
時

間
目
：
算
数
…
と
い
う
具
合
。
主
要

教
科
は
も
ち
ろ
ん
、
図
工
や
音
楽
、

家
庭
科
、
道
徳
、
総
合
、
学
級
会
、

中
休
み
や
給
食
、
部
活
ま
で
あ
る
。

算
数
で
、
二
本
の
直
線
は
一
度
交

わ
る
と
二
度
と
交
わ
ら
な
い
こ
と
を

「
会
う
は
別
れ
の
始
め
」。
理
科
の
浸

透
圧
の
説
明
で「
青
菜
に
塩
」。
体
育

の
徒
競
走
で
は
、「
先
ん
ず
れ
ば
人
を

Ａ
５
判
・
並
製
・
一
六
〇
頁

定
価
＝
本
体
一
六
〇
〇
円
＋
税

制
す
」。
地
理
の
郷
土
学
習
で
は「
住

め
ば
都
」。
な
る
ほ
ど
、こ
ん
な
場
面

で
こ
と
わ
ざ
が
使
え
る
な
、と
納
得
。

恥
ず
か
し
な
が
ら
知
ら
な
か
っ
た

も
の
も
多
い
。
漢
字
の
ト
メ
ハ
ネ
な

ど
細
部
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
、「
瓜う

り

に
爪つ

め

あ
り
爪
に
爪
な
し
」。給
食
が
待

ち
き
れ
な
い
子
に
は
「
空
腹
が
い
ち

ば
ん
の
ソ
ー
ス
」
だ
、
も
う
ひ
と
が

ん
ば
り
。
試
合
に
負
け
た
野
球
部
に

は
「
負
け
に
不
思
議
の
負
け
な
し
」

と
チ
ク
リ
。
言
っ
て
み
た
い
！

「
玉
磨
か
ざ
れ
ば
光
な
し
」。
こ
と

わ
ざ
力
を
磨
け
ば
子
ど
も
た
ち
の
尊

敬
の
ま
な
ざ
し
が
集
ま
る
、
か
も
？

評
者
＝
大
井　

悟

授
業
が
も
っ
と
楽
し
く
な
る
！

学
校
で
使
い
た
い
こ
と
わ
ざ

時
田
昌
瑞
・
安
藤
友
子　

監
修
／
こ
と
わ
ざ
授
業
づ
く
り
研
究
会　

編
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本
書
は
、
国
立
国
語
研
究
所
が
一

九
五
三
年
、
一
九
七
二
年
、
二
〇
〇

八
年
の
三
回
に
わ
た
っ
て
愛
知
県
岡

崎
市
で
実
施
し
た
敬
語
の
使
用
実
態

に
関
す
る
大
規
模
調
査
の
成
果
を
核

に
し
た
総
合
的
敬
語
論
で
あ
る
。

グ
ラ
フ
・
表
・
地
図
が
た
く
さ
ん

出
て
く
る
。
た
と
え
ば「
荷
物
預
け
」

と
い
う
同
一
の
状
況
で
、
昔
と
今
の

様
々
な
年
齢
層
の
人
が
ど
ん
な
言
葉

づ
か
い
を
し
た
か
。
折
れ
線
グ
ラ
フ

か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、「
年
を
と
る

と
話
が
長
く
丁
寧
に
な
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
昔
も

今
も
若
い
人
は
丁
寧
な
言
葉
づ
か
い

四
六
判
・
並
製
・
二
九
六
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
二
三
〇
〇
円
＋
税

が
で
き
な
く
て
当
た
り
前
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る
の
だ
。

絶
対
敬
語
か
ら
相
対
敬
語
へ
の
流

れ
、
職
業
差
の
縮
小
、
そ
の
場
に
い

な
い
人
へ
の
敬
語
の
衰
退
、
中
央
か

ら
地
方
へ
の
（
あ
る
い
は
逆
の
）
新

し
い
表
現
の
伝
播
な
ど
、
時
代
と
と

も
に
言
葉
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が

納
得
さ
れ
て
感
慨
深
い
。
敬
語
の
分

類
の
考
え
方
、
の
の
し
り
言
葉
や
若

者
語
、
外
国
語
の
敬
語
、
街
の
「
敬

語
景
観
」
ま
で
、
敬
語
研
究
で
扱
わ

れ
る
話
題
の
広
さ
に
も
驚
く
。

と
に
か
く
盛
り
沢
山
。
言
葉
の
研

究
の
面
白
さ
に
ど
っ
ぷ
り
浸
れ
る
。

評
者
＝
山
本　

敦

敬
語
は
変
わ
る

大
規
模
調
査
か
ら
わ
か
る
百
年
の
動
き

井
上
史
雄　

編

甲
骨
文
と
は
、今
か
ら
お
よ
そ
三

千
三
百
年
前
の
殷
代
後
期
に
さ
か
の

ぼ
る
最
古
の
漢
字
で
あ
る
。十
九
世

紀
末（
一
八
九
九
年
）に
偶
然
発
見
さ

れ
、今
日
ま
で
多
く
の
学
者
の
努
力
に

よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

著
者
は
、こ
の
甲
骨
学
百
二
十
年

の
後
半
の
六
十
年
を
、第
一
線
の
研

究
者
と
し
て
歩
ん
で
こ
ら
れ
た
世
界

的
な
学
者
で
あ
り
、本
書
は
主
と
し

て
一
般
読
者
を
対
象
に
執
筆
さ
れ

た
、書
き
下
ろ
し
を
含
む
十
一
篇
の

文
章
・
講
演
録
か
ら
な
る
。

本
書
の
魅
力
は
、斯
界
の
第
一
人

者
に
よ
る
わ
か
り
や
す
い
解
説
と
い

四
六
判
・
並
製
・
二
四
〇
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
八
〇
〇
円
＋
税

う
点
に
と
ど
ま
ら
な
い
。王
や
王
妣

の
十
干
名
に
込
め
ら
れ
た
殷
人
の
世

界
観（
Ⅲ
篇
）、貞
人
と
書
契
者
と
の

関
係（
Ⅳ
篇
）な
ど
、著
者
独
自
の
見

解
と
と
も
に
、
字
釈
の
基
盤
と
な
る

〝
文
字
域
〞に
つ
い
て
の
課
題（
Ⅶ
篇
）

や
甲
骨
文
の
十
二
支
と
現
行
十
二
支

と
の
ズ
レ
の
問
題（
Ⅸ
篇
）な
ど
も
提

起
さ
れ
て
お
り
、甲
骨
文
研
究
の
醍

醐
味
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
漢
字
研
究
の
最
大
の
謎
と

も
い
え
る
、甲
骨
文
以
前
の
漢
字
起

源
問
題
に
対
す
る
大
胆
な
仮
説（
Ⅹ

篇
）も
、漢
字
に
関
心
の
あ
る
読
者
に

は
必
読
の
一
篇
と
い
え
よ
う
。

評
者
＝
福
田
哲
之

島
根
大
学
教
育
学
部
教
授

甲
骨
文
の
話

松
丸
道
雄　

著
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古
典
文
学
編
古
典
の
人
と
時
代

貴族の出世の例
（位階の昇進と、任じられた主な官職）

神じ
ん

祇ぎ

官か
ん	

▼
祭
祀・神
社
管
理

太だ
い

政じ
ょ
う

官か
ん	

▼
国
政
全
般
を
統
轄

弾だ
ん

正じ
ょ
う

台だ
い	

▼
特
別
検
察
機
関

左右
近こ

の
　え
　ふ

衛
府	

▼
天
皇
近
辺
の
警
備

左右
衛え
　も
ん門

府	

▼
大だ

い
内だ

い
裏り

の
警
備

左右
兵ひ

ょ
う

衛え

府	

▼
宮
門・宮
城
門
の
守
衛

蔵く
ろ

人う
ど

所ど
こ
ろ	

▼
天
皇
の
秘
書
業
務

検け

非び

違い

使し	

▼
京
中
の
警
察・裁
判

勘か

解げ

由ゆ

使し	

▼
国
司
な
ど
官
人
の
交
代
事
務
の
監
査

【
二
官
】

【
六
衛
府
】

律
令
官
制
　
律
令
制
度
に
基
づ
く
行
政
の
仕

組
み
を
い
う
。「
律
」
は
刑
法
、「
令
」
は
行

政
法
な
ど
刑
法
以
外
の
法
律
を
い
い
、
古
代

の
基
本
法
典
で
あ
っ
た
。

官
職
　
支
配
機
構
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
公
的

な
地
位
・
職
掌
を
い
う
。

令り
ょ
う

外げ
の

官か
ん

　
律
令
（
職し

き
員い

ん

令り
ょ
う）

に
規
定
の
な
い

官
職
。
特
に
平
安
期
に
定
め
ら
れ
た
も
の

（
摂せ
っ

政し
ょ
う・

関か
ん

白ぱ
く

・
蔵く

ろ

人う
ど

・
検け

非び

違い

使し

な
ど
）

の
多
く
は
、
特
定
の
職
務
・
権
限
が
官
職
化

し
た
た
め
、
官
位
相
当
は
な
く
、
他
の
官
職

と
の
兼
任
で
あ
っ
た
。

摂せ
っ

政し
ょ
う・

関か
ん

白ぱ
く

　
天
皇
に
代
わ
り
、
ま
た
は
天

皇
を
補
佐
し
て
国
政
を
執
り
行
う
地
位
。
平

安
時
代
で
は
、
藤
原
良よ
し

房ふ
さ

の
摂
政
か
ら
始
ま

り
、
主
に
藤
原
家
の
者
が
つ
い
た
。
多
く
は

天
皇
が
幼
少
の
と
き
は
摂
政
、
成
人
す
る
と

関
白
と
し
て
国
政
を
補
佐
し
た
。

除じ

目も
く

　
大
臣
以
外
の
官
吏
の
任
命
式
。

県あ
が
た

召め
し

の
除
目
…
地
方
官
の
任
命
式
。
春

に
行
わ
れ
る
。

司つ
か
さ

召め
し

の
除
目
…
中
央
官
の
任
命
式
。
秋

に
行
わ
れ
る
。

位
階
　
官
人
の
序
列
を
表
す
等
級
。
親
王
は

一い
っ

品ぽ
ん

〜
四し

品ほ
ん

（
位
の
な
い
場
合
は
無む

品ほ
ん

）、

臣
下
は
一
位
〜
八
位
、
初そ

位い

か
ら
な
る
。
各

位
は
、
正し
ょ
う・

従じ
ゅ

、
上
・
下
な
ど
に
さ
ら
に
区

分
さ
れ
、全
部
で
三
十
階
が
あ
っ
た
。

➡
P.

82
「
官
位
相
当
表
」

蔭お
ん

位い

の
制
　
父
祖
の
位
階
に
よ
っ
て
、
そ
の

子
や
孫
が
一
定
の
位
階
を
与
え
ら
れ
る
制
度
。

例
え
ば
、
親
王
の
子
は
従
四
位
下
、
一
位
の

子
は
従
五
位
下
が
与
え
ら
れ
た
。

四し

等と
う

官か
ん

制
　
そ
れ
ぞ
れ
の
官
庁
の
中
核
職
員

が
長か

み官
（
統
轄
）・次す

け官
（
補
佐
）・判じ

ょ
う官
（
書

類
審
査
）・
主さ
か
ん典
（
書
類
作
成
）
の
四
等
級

で
構
成
さ
れ
て
い
る
制
度
。
官
庁
に
よ
っ
て

当
て
ら
れ
る
字
が
異
な
る
。

長か

み官

次す

け官

判じ
ょ
う官

主さ
か
ん典

太
政
官

太だ
い
政じ

ょ
う

大だ
い
臣じ

ん

左さ

大だ
い
臣じ

ん

右う

大だ
い

臣じ
ん

内な
い
大だ

い
臣じ

ん

大だ
い
納な

言ご
ん

中ち
ゅ
う

納な

言ご
ん

参さ
ん
議ぎ

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

弁べ
ん

外げ

記き
史し

省

卿き
ょ
う

輔ふ

丞じ
ょ
う

録さ
か
ん

職し
き
・
坊ぼ

う

大だ
い
夫ぶ

亮す
け

進し
ん

属さ
か
ん

寮

頭か
み

助す
け

允じ
ょ
う

属

近こ
の
衛え

府

大た
い

将
し
ょ
う

中ち
ゅ
う

将
じ
ょ
う

少し
ょ
う

将
し
ょ
う

将し
ょ
う
監げ

ん

将し
ょ
う
曹そ

う

衛え

門も
ん
府

兵ひ
ょ
う

衛え

府

督か
み

佐す
け

尉じ
ょ
う

志さ
か
ん

後
宮

（
内な

い
侍し

の
司つ

か
さ）
尚な
い
し
の
か
み侍
典な

い
し
の
す
け侍
掌な

い
し
の
じ
ょ
う侍

大だ

宰ざ
い
府

帥そ
ち

弐に

監げ
ん

典さ
か
ん

国
司

守か
み

介す
け

掾じ
ょ
う

目さ
か
ん

官
位
相
当
　
官
職
と
位
階
の
対
応
関
係
が
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
代
に
よ

っ
て
異
同
や
例
外
も
あ
っ
た
。

➡
P.

82
「
官
位
相
当
表
」

左右
京き

ょ
う

職し
き

▼
京
の
行
政
全
般
を
統
轄

【
京
】

東西
市い

ち
の

司つ
か
さ

▼
市
の
売
買
の
監
視・

治
安
維
持

【
筑ち

く
前ぜ

ん
】

大だ

宰ざ
い

府

▼
西
海
道
を
統
轄
、外
交・国
防

【
陸む

奥つ

】

鎮ち
ん

守じ
ゅ

府

▼
東
北
地
方
を
防
衛

【
諸
国
（
五
畿
七
道
）】

国こ
く

司し
▼
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
、

国
を
支
配

郡ぐ
ん

司じ
▼
国
司
の
下
で
郡
を
治
め
る

中央官制地方官制

◀︎�除目の前に、希望の官職を記した申
もうし
文
ぶみ
を朝廷に提出

する貴族（「直
なお
幹
もと
申
もうし
文
ぶみ
絵
え
詞
ことば
」国立国会図書館蔵）

＊
大
納
言
・
中
納
言
に
は
、「
権ご

ん
大

納
言
」「
権ご
ん
中
納
言
」
と
呼
ば
れ

る
定
員
外
の
権ご
ん

官か
ん

が
置
か
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。

＊

は
令

り
ょ
う
外げ

の
官か

ん
を
示
す
。

＊
▼
は
主
な
職
務
内
容
を
示
す
。

■
官
職
と
呼
び
名

　
物
語
な
ど
で
は
、
人
物
は
本
名
で
は
な
く

官
職
名
（
右
大
臣
・
頭
中
将
・
讃
岐
守
な
ど
）

で
登
場
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
同
一
人
物
で
も
昇
進
に
よ
っ
て
呼

び
名
が
変
わ
っ
た
り
、
同
じ
呼
び
名
で
も
時

間
の
経
過
に
よ
っ
て
別
の
人
物
を
さ
し
て
い

る
こ
と
も
多
い
の
で
、注
意
が
必
要
で
あ
る
。

■
官
職
名
の
別
称

　
官
職
名
を
、
次
の
よ
う
に
中
国
風
に
呼
ぶ

こ
と
が
あ
る
。

　
太
政
大
臣
　
→
　
相
し
ょ
う

国こ
く

・
大だ

い
相し

ょ
う

国こ
く

　
大
臣
　
　
　
→
　
丞

じ
ょ
う

相し
ょ
う

　
大
納
言
　
　
→
　
亜あ

相し
ょ
う　

　
中
納
言
　
　
→
　
黄こ
う

門も
ん

　
参
議
　
　
　
→
　
宰さ

い
相し

ょ
う

　
古
代
の
政
治
は
律り

つ

令り
ょ
うに

も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
。
も
と
も
と
大た

い
宝ほ

う

律
令
（
七
〇
一
年
に

制
定
さ
れ
た
、
わ
が
国
初
の
律
令
）
で
は
二
官
八
省
一
台
五
衛
府
が
置
か
れ
て
い
た
が
、

そ
の
後
、
実
情
に
応
じ
て
組
織
改
編
さ
れ
た
り
、
新
た
に
官
が
置
か
れ
（
令
り
ょ
う

外げ
の

官か
ん

）
た
り

し
た
。
こ
こ
で
は
、平
安
時
代
中
期
の
官
制
を
中
心
に
示
し
た
。

中ち
ゅ
う

納な

言ご
ん

定
員
３

中な
か
務つ

か
さ

省し
ょ
う

▼
天
皇
側
近
事
務

式し
き

部ぶ

省

▼
文
官
人
事・学
校

治じ

部ぶ

省

▼
氏
姓・葬
制・外
交

民み
ん

部ぶ

省

▼
戸
籍・租そ

税ぜ
い・民
政
一
般

外げ

記き
▼
書
記
局

兵ひ
ょ
う

部ぶ

省

▼
武
官
人
事・軍
事
一
般

刑ぎ
ょ
う

部ぶ

省

▼
刑
罰・裁
判

大お
お

蔵く
ら

省

▼
財
政

宮く

内な
い

省

▼
宮
中
一
般

中ち
ゅ
う

宮ぐ
う

職し
き・大お
お

舎と
ね
り人

寮り
ょ
う・図ず

書し
ょ

寮・縫ぬ
い

殿ど
の

寮

内く

蔵ら

寮・陰お
ん

陽よ
う

寮・内た
く
み匠

寮

大だ
い
学が

く
寮

雅う

楽た

寮・玄げ
ん

蕃ば

寮・諸し
ょ

陵り
ょ
う

寮

主か
ず
え計
寮・主ち

か
ら税
寮

隼は
や
人と

の
司つ

か
さ

囚し
ゅ
う

獄ご
く

司し

織お
り

部べ
の

司つ
か
さ

大だ
い
膳ぜ

ん
職し

き・木も

工く

寮

大お
お
炊い

寮・主と
の
も殿
寮

典て
ん
薬や

く
寮・掃か

も
ん部
寮

正お
お
親き

み
の

司つ
か
さ・内な
い
膳ぜ

ん
司し

造み

酒き
の
司つ
か
さ・采う
ね
女め
の
司つ
か
さ

主も
い
水と

り
の

司つ
か
さ

左さ

弁べ
ん

官か
ん

右う

弁べ
ん

官か
ん

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

大だ
い

納な

言ご
ん

定
員
２

参さ
ん

議ぎ

（
宰さ

い
相し

ょ
う

）

定
員
８

左さ

大だ
い

臣じ
ん

定
員
１

内な
い

大だ
い

臣じ
ん

定
員
１

右う

大だ
い
臣じ

ん

定
員
１

太だ
い
政じ

ょ
う

大だ
い
臣じ

ん

則そ
っ

闕け
つ

の
官

【
八
省
】

正一位
従一位 ■ ■

正二位 ■ ■

従二位 ■ ■

正三位 ■ ■ ■

従三位 ■ ■

正四位 上下 ■

従四位 上
■ ■

下 ■ ■ ■

正五位 上下 ■ ■

従五位 上
■

下 ■

正六位 上下
10 ・ ・ ・ ・ • ・ ・ ・ ・ 20 ・ ・ ・ ・ • ・ ・ ・ ・ 30 ・ ・ ・ ・ • ・ ・ ・ ・ 40 ・ ・ ・ ・ • ・ ・ ・ ・ 50 ・ ・ ・

近
衛
中
将
―

参
議
―

近
衛
大
将
―

権
大
納
言
―

内
大
臣
―

太
政
大
臣
―

准
太
上
天
皇
―

侍
従
―

左
近
衛
権
中
将
― ―

蔵
人
頭

―
参
議

―
左
兵
衛
督

―
右
衛
門
督・検
非
違
使
別
当

―
中
納
言

―
権
大
納
言

―
侍
従

―
蔵
人

権
中
納
言
―

右
衛
門
督
―

権
大
納
言
―

右
大
臣
―

左
大
臣
―

摂
政
―

太
政
大
臣
―

（歳）

光源氏

藤原公
きん
任
とう

藤原道長

貴族の子弟は 15歳前後で元服し、官人としての人生をスタートした。

公任と道長は同い年。摂関を父祖にもつ公任は
昇進が早かったが、21歳のとき花山天皇の出
家によって摂関の座が道長の父兼

かね
家
いえ
に移り、以

後急速に道長に追い越されることになった。
➡ P.174『大鏡』

正一位は死後贈位されることが多かった。

位階によって、着用する束帯の袍
ほう
（➡ P.42）の色が、四位以上は黒、

五位は緋
ひ
（蘇

す
芳
おう
）、六位以下は縹

はなだ
（浅

あさ
葱
ぎ
）と定められていた。

『源氏物語』で、光源氏の子息夕
ゆう
霧
ぎり
は元服したとき、蔭

おん
位
い
の制によっ

て四位となれるはずだったが、源氏の配慮で六位からのスタートと
なった。従兄弟たちがみな五位の衣を着る中で、「浅葱をいとから
し（つらい）と思はれたる」と書かれている（「少

おとめ
女」巻）。

➡ P.156『源氏物語』

具体的な職務はなく、適任者
がいないときは置かれない。

左大臣が上席で、実質
的な国政の最高責任者。

律
令
官
制

官
制
組
織
図

よく使う資料は、図解
や実例を交え、見やす
くわかりやすく解説。

古 評 近 漢 表 言

項目数は類書最大級の5000超。� �
各項目の情報量も充実させました。

最新の研究動向もフォロー。� �
初公開資料も収録しています。

国語のすべてを網羅する

豊富な情報量
特色

1

◀丸山真男『「である」ことと「する」こと』
草稿（部分）

133

古
典
文
学
編

和
歌

132✓チェック 2 3 1 2 31 ✓チェック

万
葉
集

奈
良

平
安

鎌
倉

室
町

江
戸

（
訓
）、
漢
字
の
字
義
を
無
視
し
て
音お

ん

の
み
を

借
り
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を

し
て
表
記
し
た
。
こ
の
万
葉
仮
名
が
、
や
が

て
仮
名
文
字
に
発
展
す
る
。

　左さ

散さ

難な

弥み

乃の

志し

我が

能の

大お
ほ

和わ

太だ

与よ

杼ど

六む

友と
も

　昔
む
か
し
の

人ひ
と

二に

亦ま
た

母も

相あ
は

目め

八や

毛も

わ
が
国
現
存
最
古
の
歌
集
で
、皇
族・

貴
族
か
ら
庶
民
層
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

身
分
の
人
々
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
収
録
歌
の
地
域
も
、京
、畿
内
、

東
国
か
ら
九
州
ま
で
広
域
に
及
ぶ
。
こ
の
地

方
性
に
よ
っ
て
、
本
集
は
上
代
の
東
国
方
言

を
残
す
一
級
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

万
葉
仮
名
は
平
安
時
代
に
至
り
、
平
仮
名
、

片
仮
名
を
生
み
出
す
大
き
な
母
胎
と
な
っ
た
。

本
集
は
平
安
期
に
仮
名
書
き
に
書
き
改
め
ら

れ
、
中
世
、
近
世
に
わ
た
っ
て
解
釈
研
究
が

進
め
ら
れ
た
。
特
に
江
戸
期
の
国
学
者
や
明

治
期
の
正ま
さ

岡お
か

子し

規き

は
、
本
集
を
和
歌
が
拠よ

っ

て
立
つ
べ
き
歌
集
で
あ
る
と
提
唱
し
た
。

な
い
。
一
般
に
、
舒じ

ょ

明め
い

天
皇
以
降
を
四
期
に

分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

■
舒じ
ょ

明め
い

天
皇
（
五
九
三

〜
六
四
一

）　
第
三
四
代
天

皇
。
天て
ん

智じ

・
天て

ん
武む

天
皇
の
父
。

■
有あ
り

間ま
の

皇み

子こ

（
六
四
〇
〜
六
五
八

）　
孝こ

う

徳と
く

天
皇
の

子
。
政
治
的
陰
謀
に
巻
き
込
ま
れ
、
謀む

反ほ
ん

の

疑
い
で
刑
死
し
た
。

■
柿か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

（
生
没
年
未
詳
）　
宮
廷
歌

人
と
し
て
活
躍
し
た
後
、
地
方
官
と
し
て
没

し
た
ら
し
い
。
長
歌
に
優
れ
、
修
辞
を
駆
使

し
た
重
厚
な
歌
風
で
、
後
の
世
に
「
歌
聖
」

と
讃た
た

え
ら
れ
た
。

■
大お
お

津つ
の

皇み

子こ

（
六
六
三
〜
六
八
六
）　
父
、天
武
天
皇

の
没
後
、
皇
位
継
承
を
巡
っ
て
謀
反
の
嫌
疑

を
か
け
ら
れ
て
刑
死
し
た
。

■
山や
ま

部べ
の

赤あ
か

人ひ
と

（
生
没
年
未
詳
）　
宮
廷
歌
人
。

行ぎ
ょ
う

幸こ
う

な
ど
で
の
自
然
を
讃た

た
え
た
歌
に
優
れ
、

後
世
、柿
か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

と
並
び
称
さ
れ
た
。

■
大お
お

伴と
も
の

旅た
び

人と

（
六
六
五
〜
七
三
一

）　
武
人
と
し
て

朝
廷
に
仕
え
た
一
族
の
長
。
現
存
す
る
歌
は
、

大だ

宰ざ
い
の

帥そ
ち

と
し
て
筑つ

く
紫し

に
下
向
し
た
晩
年
の
作

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

■
山や
ま
の

上う
え
の

憶お
く

良ら

（
六
六
〇
〜
七
三
三

）　
遣
唐
使
の
一

員
と
も
な
っ
た
知
識
人
。
晩
年
、
筑ち
く

前ぜ
ん
の

守か
み

と

な
り
、旅た
び

人と

と
深
い
親
交
を
結
ん
だ
。

■
大お
お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

（
七
一
八
？
〜
七
八
五
）　
旅た

び
人と

の
子
。

諸
国
の
国
守
な
ど
を
歴
任
し
た
が
、
藤
原
氏

に
圧
迫
さ
れ
て
官
職
上
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。

歌
数
約
四
七
〇
首
、
晩
年
の
作
は
残
し
て
い

な
い
。

漢
字
の
移
入
は
国
語
表
記
を
自
由
に

し
、
集
団
的
口こ
う

誦し
ょ
う

歌
謡
か
ら
個
人
の

創
作
と
し
て
の
和
歌
へ
の
発
達
を
促
し
た
。

大
和
政
権
の
国
家
基
盤
が
整
い
、
大
陸
文
化

の
流
入
が
古
代
日
本
人
の
生
活
や
意
識
も
変

化
さ
せ
る
時
代
の
流
れ
と
も
呼
応
し
つ
つ
、

歌
体

　以
下
の
四
種
類
か
ら
な
る
。

① 

長ち
ょ
う

歌か

（
五
七
五
七
…
五
七
七
）　
五
七
音

を
三
回
以
上
繰
り
返
し
最
後
に
七
音
の
一

句
を
置
く
。
約
二
七
〇
首
。

② 

短た
ん

歌か

（
五
七
五
七
七
）　
四
〇
〇
〇
首
を

超
え
、全
体
の
九
割
を
占
め
る
。

③
旋せ

頭ど
う

歌か

（
五
七
七
五
七
七
）　
約
六
〇
首
。

④
仏ぶ
っ

足そ
く

石せ
き

歌か

体た
い

（
五
七
五
七
七
七
）　
一
首
。

部ぶ

立だ
て

（
構
成
）　
各
巻
の
部
分
的
成
立
時

期
の
違
い
も
あ
っ
て
複
雑
だ
が
、
次
の
三
大

部
立
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。

① 

相そ
う

聞も
ん

…
贈
答
歌
の
意
だ
が
、
圧
倒
的
に
恋

の
歌
が
多
い
。

②
挽ば
ん

歌か

…
死
者
を
悼い

た
む
歌
。

③ 

雑ぞ
う

歌か

…
①
②
に
含
ま
れ
な
い
、
行
事
や
宴

会
な
ど
の
歌
。

『
万
葉
集
』
は
、
一
貫
し
た
方
針
の

も
と
に
一
度
に
成
立
し
た
も
の
で
は

な
い
。
原
型
が
奈
良
時
代
以
前
に
編
ま
れ
、

奈
良
時
代
前
期
に
巻
一・
二
が
編へ
ん

纂さ
ん

さ
れ
た
。

さ
ら
に
今
日
で
は
散
逸
し
た
先
行
の
諸
歌
集

を
も
と
に
数
次
に
わ
た
る
増
補
を
経
て
、
最

終
的
に
大お
お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

が
一
族
の
家
集
そ
の
他

を
加
え
る
な
ど
し
た
と
さ
れ
る
。

七
六
〇
年
前
後
に
現
存
の
形
態
に
ま

と
め
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
後
も

若
干
の
改
編
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

長
い
歳
月
に
わ
た
る
歌
を
収
め

て
い
る
だ
け
に
、「
万
葉
調
」（
ま

す
ら
を
ぶ
り
）
も
、
そ
の
特
色
は
一
様
で
は

現
存
最
古
の
歌
集
『
万
葉
集
』
は
誕
生
し
た
。

　
制
作
年
代
は
四
〇
〇
年
に
わ
た
る
が
、
古

代
か
ら
の
伝で
ん

誦し
ょ
う

歌か

を
除
く
大
部
分
の
歌
は
舒じ

ょ

明め
い

天
皇
以
降
の
一
三
〇
年
間
に
詠
ま
れ
て
い

る
。
当
時
の
大
和
政
権
の
支
配
の
及
ん
だ
ほ

ぼ
全
域
と
も
言
え
る
筑つ
く

紫し

か
ら
陸む

奥つ

ま
で
の
、

天
皇
・
皇
族
か
ら
無
名
の
庶
民
層
に
至
る
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
和
歌
約
四
五
〇
〇
首

を
、全
二
〇
巻
に
収
録
し
て
い
る
。

　
書
名
の
由
来
は
、
万
代
に
伝
わ
る
願
い
を

込
め
た
も
の
、
多
く
の
歌
を
集
め
た
意
な
ど

古
く
か
ら
諸
説
あ
っ
て
確
定
し
な
い
が
、
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
書
名

で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
中
、
民
衆
の

哀
歓
が
最
も
よ
く
表
れ
て

い
る
の
が
、
東あ
ず
ま

歌う
た

と
防さ

き

人も
り

歌う
た

で
あ
る
。

東あ
ず
ま

歌う
た

　
巻
一
四
に
約
二
三
〇
首
収
め
ら
れ

て
い
る
。
遠と
お
江と

う
み・
武む

蔵さ
し
・
信し

な
濃の

な
ど
の
東
国

地
方
で
歌
い
継
が
れ
て
い
た
口
承
歌
謡
で
、

今
の
民
謡
の
祖
と
い
え
る
。
日
々
の
労
働
の

中
で
の
素
朴
な
生
活
感
情
が
、
東
国
方
言
で

表
現
さ
れ
て
い
る
。

　多
摩
川
に
さ
ら
す
手て

作づ
く

り
さ
ら
さ
ら
に

　な
に
そ
こ
の
児こ

の
こ
こ
だ
か
な
し
き

〈
多
摩
川
に
晒さ

ら

す
手
作
り
の
布
が
さ
ら
さ
ら
と
音
を

立
て
る
。
そ
の
「
さ
ら
」
で
は
な
い
が
、
今
さ
ら
な

が
ら
ど
う
し
て
こ
の
娘
が
こ
う
も
愛
し
い
の
か
。〉

防さ
き

人も
り

歌う
た

　
防
人
は
、
成
人
男
子
が
三
年
の

任
期
で
九
州
北
岸
の
警
護
に
あ
た
る
辺
境
守

備
の
兵
士
。
東
国
の
者
が
召
集
さ
れ
た
時
期

が
あ
り
、
当
時
、
兵
士
を
難な
に
波わ

（
大
阪
）
か

ら
船
で
送
り
出
す
任
に
あ
た
っ
て
い
た
大
伴

家
持
は
、
別
離
の
悲
し
み
や
不
安
を
率
直
に

歌
う
彼
ら
の
歌
を
約
八
〇
首
選
び
、
巻
二
〇

に
採
録
し
た
。

　父ち
ち

母は
は

が
頭か

し
ら

か
き
撫な

で
幸さ

く
あ
れ
て

　言
ひ
し
言け
と

葉ば

ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る

〈
旅
立
ち
の
時
、
父
母
が
私
の
頭
を
撫
で
て
、
無
事

で
帰
っ
て
来
い
よ
と
言
っ
て
く
れ
た
言
葉
が
、
ど
う

に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
。〉

漢
字
の
み
で
国
語
を
表
記
し
た

『
万
葉
集
』
は
、
漢
字
の
意
味

に
相
当
す
る
日
本
語
を
あ
て
て
読
ん
だ
り

茜あ
か
ね

さ
す
紫
野
行
き
標し

め

野の

行
き

野の

守も
り

は
見
ず
や
君
が
袖
振
る 

（
額
田
王
）

紫
草
を
植
え
た
野
を
行
っ
て
、
番
人
が

見
と
が
め
な
い
で
し
ょ
う
か
。
き
っ
と

見
と
が
め
ま
す
。
あ
な
た
が
私
に
袖
を

振
っ
て
い
る
姿
を
。

 

万ま
ん

葉よ
う

集し
ゅ
う 

◉
最
古
の
歌
集
、
素
朴
で
雄
大
な
歌
風

歌
集

　

＝
大
伴
家
持
他

　

＝
奈
良
時
代
後
期

　

＝
全
二
〇
巻
。
約
四
五
〇
〇
首
の
和
歌
を
収
録
。

・ ▽ ・ ・ ・ ・ ▼ ・ ・ ・ ・ ▽ ・ ・

第四期
衰退期

奈良時代 飛鳥時代

第三期
最盛期

第二期
確立期

第一期
開花期

大た
い
化か

の
改
新

壬じ
ん
申し

ん
の
乱

平
城
京
遷
都

藤
原
京
遷
都

『
万
葉
集
』成
立

東
大
寺
大
仏
開
眼

白は
く

村す
き

江の
え

の
戦
い

700750 650

行
き
詰
ま
っ
た
律
令
制
は
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
ず
み
を
生
じ
さ
せ
た
。

歌
は
感
傷
的
か
つ
理
知
的
・
技
巧
的
な
傾
向
が
強
ま
る
。
歌
を

貴
族
間
の
社
交
的
遊
戯
の
具
と
み
な
す
傾
向
も
現
れ
た
。

国
家
基
盤
が
安
定
。
専
門
歌
人
も
活
躍
し
、
枕
詞
・
序
詞
な
ど

の
技
法
も
発
達
し
た
。
柿
本
人
麻
呂
が
長
歌
の
形
式
を
確
立
し
、

「
万
葉
調
」
を
完
成
さ
せ
た
。

律
令
国
家
創
始
の
激
動
期
。
感
動
を
素
朴
に
歌
う
の
び
や
か
な

叙
情
歌
が
多
い
。
皇
室
歌
人
が
中
心
。

貴
族
文
化
が
繁
栄
す
る
一
方
、
律
令
制
の
矛
盾
が
拡
大
。
歌
風

は
内
省
的
・
知
性
的
傾
向
を
帯
び
、
素
朴
な
明
る
さ
を
失
う
。

◆
舒じ

ょ
明め

い
天
皇

◆
有あ

り
間ま

の
皇み

子こ

◆
天て

ん
智じ

天
皇

●
額ぬ

か
田た

の

王
お
お
き
み

◆
柿か

き
の

本も
と
の
人ひ

と
麻ま

呂ろ

◆
大お

お
津つ

の
皇み

子こ

●
大お

お
伯く

の
皇ひ

め
女み

こ

◆
高た

け
市ち

の
黒く

ろ
人ひ

と

◆
山や

ま
部べ

の
赤あ

か
人ひ

と

◆
大お

お

伴と
も
の
旅た

び
人と

◆
山や

ま
の

上う
え
の
憶お

く
良ら

◆
高た

か

橋は
し
の

虫む
し

麻ま

呂ろ

◆
大お

お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

●
大お

お

伴と
も
の

坂さ
か
の

上う
え
の
郎い

ら
女つ

め

●
笠か

さ
の

女い
ら

郎つ
め

●
狭さ

野の
の

茅ち

上が
み
の

娘お
と
め子

近あ
ふ
み江

の
海
夕
波
千
鳥
汝な

が
鳴
け
ば

心
も
し
の
に
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ

（
柿
本
人
麻
呂
）

憶
良
ら
は
今
は
ま
か
ら
む
子
泣
く
ら
む

そ
れ
そ
の
母
も
吾あ

を
待
つ
ら
む
そ

（
山
上
憶
良
）

春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
悲
し

こ
の
夕
か
げ
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も

（
大
伴
家
持
）

家
に
あ
れ
ば
笥け

に
盛
る
飯い

ひ

を
草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば
椎し
ひ

の
葉
に
盛
る

（
有
間
皇
子
）

▲  飛鳥の春の額田王
　（安田靫

ゆき

彦
ひこ

　滋賀県立近代美術館）

豊
沃
な
集
団
の
歌

　一
言
で
い
っ
て
集
団
の
歌
。
こ
こ
に

『
万
葉
』
の
豊
沃
な
土
壌
が
あ
る
。（
中

略
）『
万
葉
』
の
歌
の
き
わ
め
て
多
く

の
部
分
は
、
そ
れ
を
聴
き
、
受
け
入
れ

て
く
れ
る
相
手
が
現
実
に
そ
こ
に
い
る

と
い
う
条
件
に
お
い
て
生
み
だ
さ
れ
て

い
る
。

（
大
岡
信ま

こ
と『

う
た
げ
と
孤
心
〈
大
和
歌 

篇 

〉』）

著名な作家・評論家の
評言をコンパクトに紹
介するコラム Critical�
eye を設置。

古 評 近 漢 表 言

古 ＝古典文学編　評 ＝評論編　近 ＝近現代文学編

漢 ＝漢文編　　　表 ＝表現編　言 ＝言葉の知識編
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調
べ
て
み
よ
う

　 

文
学
館
に
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
、調
べ
て
み
よ
う
。

近
現
代
文
学
編

ア
ク
セ
ス
！
夏
目
漱
石

特
集

▲新宿区立漱石山房記念館
東京都新宿区早稲田南町 7番地
http://soseki-museum.jp/

▼

ベランダ式回廊の漱石
（大正４年）

▼ 漱石山房の漱石
（大正３年）

▲復元された
漱石の書斎

▲十畳の客間　弟子や客へ
の対応はここで行った。西
側に居間と茶の間が横に続
いていた。

　
硝が

ら

子す

戸ど

の
中う

ち

か
ら
外
を
見
渡
す
と
、
霜し

も

除よ
け

を
し
た
芭
蕉
だ
の
、
赤
い
実
の
結な

っ
た

梅
も
ど
き
の
枝
だ
の
、
無
遠
慮
に
直
立
し

た
電
信
柱
だ
の
が
す
ぐ
眼
に
着
く
が
、
そ

の
他
に
こ
れ
と
云
っ
て
数
え
立
て
る
ほ
ど

の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
視
線
に
入
っ
て
来
な

い
。
書
斎
に
い
る
私
の
眼
界
は
極
め
て
単

調
で
そ
う
し
て
ま
た
極
め
て
狭
い
の
で
あ

る
。（
中
略
）

　
し
か
し
私
の
頭
は
時
々
動
く
。
気
分
も

多
少
は
変か

わ

る
。
い
く
ら
狭
い
世
界
の
中
で

も
狭
い
な
り
に
事
件
が
起お

こ

っ
て
来
る
。
そ

れ
か
ら
小
さ
い
私
と
広
い
世
の
中
と
を
隔

離
し
て
い
る
こ
の
硝
子
戸
の
中
へ
、
時
々

人
が
入
っ
て
来
る
。

（
夏
目
漱
石
「
硝
子
戸
の
中
」）

■
漱
石
山
房
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
文
章

▲「道草」草稿　漱石の愛
用していた原稿用紙に記さ
れた草稿の一つ。漱石の苦
心の様を感じ取りたい。

▲猫の死亡通知　弟子の松
まつ

根
ね

東
とう

洋
よう

城
じょう

に出された、漱石
の家に飼われていた猫の死
亡通知。愛惜の念も浮かび
上がる。

▼

短
冊

　熊
本
時
代
の
句
「
菫す
み
れほ
ど
な
小
さ
き
人

に
生う

ま
れ
た
し
」
は
、
漱
石
の
繊
細
な
心
情
を
示
し
、

印
象
に
残
る
。

上：石黒教授（右）と
夏目房之介氏（左） 
左：３D スキャンされ
る漱石のデスマスク

▲書斎　十畳の板の間で、絨
じゅう

毯
たん

を敷き真ん中に紫
し

檀
たん

の机を据え
て、ここで執筆を行っていた。

まつ

▲漱石山房図　（津
つ

田
だ

青
せい

楓
ふう

©Mari Suzuki 2013/
JAA1300237）

▼

中
山
繁
信 

作
画

 

ア
ク
セ
ス
！
夏な

つ

目め

漱そ

う

石せ

き 

特
集 

作
家
を
よ
り
深
く
知
り
、理
解
す
る
た
め
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
る
。こ
こ
で
は
夏
目
漱

石
が
晩
年
過
ご
し
た「
漱
石
山
房
」を
復
元
し
た
記
念
館
、ま
た
漱
石
の
生
前
の
姿
を
再
現
し
た

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
見
て
み
よ
う
。

復
元
さ
れ
た
漱
石
の
書
斎
・
客
間
ー
漱そ
う

石せ
き

山さ
ん

房ぼ
う

記
念
館

　
新
宿
区
立
の
漱
石
山
房
記
念
館
は
、
漱

石
が
一
九
〇
七
年
（
明
治
40
）
九
月
か
ら

亡
く
な
る
ま
で
の
九
年
余
り
を
過
ご
し

た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
ゆ
か
り
の
場
所
に
建

て
ら
れ
て
い
る
。
空
襲
で
焼
失
し
た
書
斎

も
、
隣
の
客
間
や
ベ
ラ
ン
ダ
式
回
廊
を
含

め
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
復
元
さ
れ
た
。

「
三
四
郎
」「
こ
こ
ろ
」「
明
暗
」
な
ど
の

名
作
が
書
か
れ
た
場
所
が
、
目
の
前
に
浮

か
び
上
が
る
。
本
に
囲
ま
れ
た
十
畳
に
置

か
れ
た
、
こ
の
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
机

か
ら
、
人
間
の
真
実
を
描
き
続
け
た
漱

石
作
品
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
だ
け
で
、

こ
こ
ろ
が
躍
る
。
寺て
ら

田だ

寅と
ら

彦ひ
こ

・
森も

り

田た

草そ
う

平へ
い

・
鈴す

ず

木き

三み

重え

吉き
ち

、
更
に
は
芥

あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

も
、
客
間
に
座
り
、
目
の
前
の
漱
石

の
話
に
耳
を
傾
け
た
。
近
代
文
学
の
ド

ラ
マ
の
現
場
に
立
ち
会
え
る
体
験
は
、

忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
中
島
国
彦
〈
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
〉）

甦
よ
み
が
える

漱
石
ー
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

■
収
蔵
作
品
紹
介

　開
館
に
あ
わ
せ
て
、

多
く
の
漱
石
関
連
の
資
料
が
収
集
さ
れ
た
。

こ
こ
に
掲
げ
る
の
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。

  

漱
石
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
誕
生
し
た
。

漱
石
が
一
四
歳
の
時
、
漢
籍
を
学
ん
だ
漢

学
塾
二に

松し
ょ
う

学が
く

舎し
ゃ

の
後
身
、
二
松
学
舎
大

学
が
、
創
立
一
四
〇
周
年
を
記
念
し
て
、

ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
石い
し

黒ぐ
ろ

浩ひ
ろ
し

（
⬇
P. 

249
）
教
授
と
組
み
、
漱
石
の

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
作
り
上
げ
た

（
二
〇
一
六
年
完
成
）。
漱
石
生
前
の
情
報

（
容
姿
、
外
見
、
し
ぐ
さ
、
声
、
話
し
方
、

身
な
り
、
嗜し

好こ
う

等
）
を
収
集
、
再
現
、
さ

ら
に
、「
声
」
は
、
漱
石
の
孫
で
あ
る
夏な
つ

目め

房ふ
さ

之の

介す
け

氏
の
声
（
音
素
）
を
使
用
し
て
、

現
在
考
え
ら
れ
る
限
り
で
の
、
生
前
の
漱

石
を
甦
ら
せ
た
。
講
演
や
講
義
を
行
う
な

ど
、
今
後
の
試
み
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

■漱石データ
身長：約 159㎝　
体重：約 48.8 ～ 53.2㎏
軽い左利きだがほぼ右手
で処理（明治 22 ～ 23 年
の記録）

■
漱
石
の
服
装

　

　「
派
手
で
も
な
い
が
じ
み
で
も
な
い
色

合
い
の
霜
降
り
の
よ
う
な
背
広
で
、
変
り

チ
ョ
ッ
キ
を
着
て
い
た
」（
長は

谷せ

川が
わ

如に
ょ

是ぜ

閑か
ん

）
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
漱
石
の
着

て
い
た
服
は
ほ
と
ん
ど
遺の
こ

っ
て
お
ら
ず
、

写
真
も
全
て
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
る
。
そ
こ
で

モ
ノ
ク
ロ
写
真
を
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
カ
ラ
ー

化
し
て
、
そ
の
画
像
に
似
た
色
合
い
、
生

地
感
を
参
考
に
、
明
治
末
期
に
流
行
し
た

デ
ザ
イ
ン
で
作
成
し
て
あ
る
。
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生
前
の
姿
を
再
現
し
た

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
見
て
み
よ
う
。

復
元
さ
れ
た
漱
石
の
書
斎
・
客
間
ー
漱そ

う

石せ
き

山さ
ん

房ぼ
う

記
念
館

　
新
宿
区
立
の
漱
石
山
房
記
念
館
は
、
漱

石
が
一
九
〇
七
年
（
明
治
40
）
九
月
か
ら

亡
く
な
る
ま
で
の
九
年
余
り
を
過
ご
し

た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
ゆ
か
り
の
場
所
に
建

て
ら
れ
て
い
る
。
空
襲
で
焼
失
し
た
書
斎

も
、
隣
の
客
間
や
ベ
ラ
ン
ダ
式
回
廊
を
含

め
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
復
元
さ
れ
た
。

「
三
四
郎
」「
こ
こ
ろ
」「
明
暗
」
な
ど
の

名
作
が
書
か
れ
た
場
所
が
、
目
の
前
に
浮

か
び
上
が
る
。
本
に
囲
ま
れ
た
十
畳
に
置

か
れ
た
、
こ
の
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
机

か
ら
、
人
間
の
真
実
を
描
き
続
け
た
漱

石
作
品
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
だ
け
で
、

こ
こ
ろ
が
躍
る
。
寺て
ら

田だ

寅と
ら

彦ひ
こ

・
森も

り

田た

草そ
う

平へ
い

・
鈴す

ず

木き

三み

重え

吉き
ち

、
更
に
は
芥

あ
く
た

川が
わ

龍り
ゅ
う

之の

介す
け

も
、
客
間
に
座
り
、
目
の
前
の
漱
石

の
話
に
耳
を
傾
け
た
。
近
代
文
学
の
ド

ラ
マ
の
現
場
に
立
ち
会
え
る
体
験
は
、

忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
中
島
国
彦
〈
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
〉）

甦
よ
み
が
える
漱
石
ー
漱
石
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

■
収
蔵
作
品
紹
介

　開
館
に
あ
わ
せ
て
、

多
く
の
漱
石
関
連
の
資
料
が
収
集
さ
れ
た
。

こ
こ
に
掲
げ
る
の
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。

  

漱
石
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
誕
生
し
た
。

漱
石
が
一
四
歳
の
時
、
漢
籍
を
学
ん
だ
漢

学
塾
二に

松し
ょ
う

学が
く

舎し
ゃ

の
後
身
、
二
松
学
舎
大

学
が
、
創
立
一
四
〇
周
年
を
記
念
し
て
、

ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
石い
し

黒ぐ
ろ

浩ひ
ろ
し

（
⬇
P. 

249
）
教
授
と
組
み
、
漱
石
の

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
作
り
上
げ
た

（
二
〇
一
六
年
完
成
）。
漱
石
生
前
の
情
報

（
容
姿
、
外
見
、
し
ぐ
さ
、
声
、
話
し
方
、

身
な
り
、
嗜し

好こ
う

等
）
を
収
集
、
再
現
、
さ

ら
に
、「
声
」
は
、
漱
石
の
孫
で
あ
る
夏な
つ

目め

房ふ
さ

之の

介す
け

氏
の
声
（
音
素
）
を
使
用
し
て
、

現
在
考
え
ら
れ
る
限
り
で
の
、
生
前
の
漱

石
を
甦
ら
せ
た
。
講
演
や
講
義
を
行
う
な

ど
、
今
後
の
試
み
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

■漱石データ
身長：約 159㎝　
体重：約 48.8 ～ 53.2㎏
軽い左利きだがほぼ右手
で処理（明治 22 ～ 23 年
の記録）

■
漱
石
の
服
装

　

　「
派
手
で
も
な
い
が
じ
み
で
も
な
い
色

合
い
の
霜
降
り
の
よ
う
な
背
広
で
、
変
り

チ
ョ
ッ
キ
を
着
て
い
た
」（
長は

谷せ

川が
わ

如に
ょ

是ぜ

閑か
ん

）
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
漱
石
の
着

て
い
た
服
は
ほ
と
ん
ど
遺の
こ

っ
て
お
ら
ず
、

写
真
も
全
て
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
る
。
そ
こ
で

モ
ノ
ク
ロ
写
真
を
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
カ
ラ
ー

化
し
て
、
そ
の
画
像
に
似
た
色
合
い
、
生

地
感
を
参
考
に
、
明
治
末
期
に
流
行
し
た

デ
ザ
イ
ン
で
作
成
し
て
あ
る
。
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調
べ
て
み
よ
う

　 

文
学
館
に
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
、調
べ
て
み
よ
う
。

近
現
代
文
学
編

ア
ク
セ
ス
！
夏
目
漱
石

特
集

▲新宿区立漱石山房記念館
東京都新宿区早稲田南町 7番地
http://soseki-museum.jp/

▼

ベランダ式回廊の漱石
（大正４年）

▼ 漱石山房の漱石
（大正３年）

▲復元された
漱石の書斎

▲十畳の客間　弟子や客へ
の対応はここで行った。西
側に居間と茶の間が横に続
いていた。

　
硝が

ら

子す

戸ど

の
中う

ち

か
ら
外
を
見
渡
す
と
、
霜し

も

除よ
け

を
し
た
芭
蕉
だ
の
、
赤
い
実
の
結な

っ
た

梅
も
ど
き
の
枝
だ
の
、
無
遠
慮
に
直
立
し

た
電
信
柱
だ
の
が
す
ぐ
眼
に
着
く
が
、
そ

の
他
に
こ
れ
と
云
っ
て
数
え
立
て
る
ほ
ど

の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
視
線
に
入
っ
て
来
な

い
。
書
斎
に
い
る
私
の
眼
界
は
極
め
て
単

調
で
そ
う
し
て
ま
た
極
め
て
狭
い
の
で
あ

る
。（
中
略
）

　
し
か
し
私
の
頭
は
時
々
動
く
。
気
分
も

多
少
は
変か

わ

る
。
い
く
ら
狭
い
世
界
の
中
で

も
狭
い
な
り
に
事
件
が
起お

こ

っ
て
来
る
。
そ

れ
か
ら
小
さ
い
私
と
広
い
世
の
中
と
を
隔

離
し
て
い
る
こ
の
硝
子
戸
の
中
へ
、
時
々

人
が
入
っ
て
来
る
。

（
夏
目
漱
石
「
硝
子
戸
の
中
」）

■
漱
石
山
房
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
文
章

▲「道草」草稿　漱石の愛
用していた原稿用紙に記さ
れた草稿の一つ。漱石の苦
心の様を感じ取りたい。

▲猫の死亡通知　弟子の松
まつ

根
ね

東
とう

洋
よう

城
じょう

に出された、漱石
の家に飼われていた猫の死
亡通知。愛惜の念も浮かび
上がる。

▼

短
冊

　熊
本
時
代
の
句
「
菫す
み
れほ
ど
な
小
さ
き
人

に
生う

ま
れ
た
し
」
は
、
漱
石
の
繊
細
な
心
情
を
示
し
、

印
象
に
残
る
。

上：石黒教授（右）と
夏目房之介氏（左） 
左：３D スキャンされ
る漱石のデスマスク

▲書斎　十畳の板の間で、絨
じゅう

毯
たん

を敷き真ん中に紫
し

檀
たん

の机を据え
て、ここで執筆を行っていた。

まつ

▲漱石山房図　（津
つ

田
だ

青
せい

楓
ふう

©Mari Suzuki 2013/
JAA1300237）

▼

中
山
繁
信 

作
画
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目
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漱
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に
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現
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漱
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関
連
の
資
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が
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集
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れ
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そ
の
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で
あ
る
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石
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の
時
、
漢
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を
学
ん
だ
漢

学
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二に
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ょ
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学が
く
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ゃ

の
後
身
、
二
松
学
舎
大

学
が
、
創
立
一
四
〇
周
年
を
記
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し
て
、

ロ
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工
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
石い
し

黒ぐ
ろ
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ろ
し
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、
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の
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作
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上
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（
二
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年
完
成
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生
前
の
情
報

（
容
姿
、
外
見
、
し
ぐ
さ
、
声
、
話
し
方
、

身
な
り
、
嗜し

好こ
う

等
）
を
収
集
、
再
現
、
さ

ら
に
、「
声
」
は
、
漱
石
の
孫
で
あ
る
夏な
つ

目め

房ふ
さ

之の

介す
け

氏
の
声
（
音
素
）
を
使
用
し
て
、

現
在
考
え
ら
れ
る
限
り
で
の
、
生
前
の
漱

石
を
甦
ら
せ
た
。
講
演
や
講
義
を
行
う
な

ど
、
今
後
の
試
み
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

■漱石データ
身長：約 159㎝　
体重：約 48.8 ～ 53.2㎏
軽い左利きだがほぼ右手
で処理（明治 22 ～ 23 年
の記録）

■
漱
石
の
服
装

　

　「
派
手
で
も
な
い
が
じ
み
で
も
な
い
色

合
い
の
霜
降
り
の
よ
う
な
背
広
で
、
変
り

チ
ョ
ッ
キ
を
着
て
い
た
」（
長は

谷せ

川が
わ

如に
ょ

是ぜ

閑か
ん

）
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
漱
石
の
着

て
い
た
服
は
ほ
と
ん
ど
遺の
こ

っ
て
お
ら
ず
、

写
真
も
全
て
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
る
。
そ
こ
で

モ
ノ
ク
ロ
写
真
を
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
カ
ラ
ー

化
し
て
、
そ
の
画
像
に
似
た
色
合
い
、
生

地
感
を
参
考
に
、
明
治
末
期
に
流
行
し
た

デ
ザ
イ
ン
で
作
成
し
て
あ
る
。

▲夏目漱石が『吾輩は
猫である』で受け
取った印税の領収証

最新の情報や国語便覧
初公開の資料も多数収
録。夏目漱石の資料も
充実させました。

古 評 近 漢 表 言

1特色
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随
筆

✓チェ
ック

2
3

1

方
丈
記
／
徒
然
草

兼
好
に
と
っ
て
の
〝
古
き
世
〞
は
、
優
雅
な

平
安
貴
族
の
世
界
と
安
定
し
て
い
た
鎌
倉
武

家
の
世
界
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

兼
好
法
師
〔
弘
こ
う

安
あ
ん

６
年
（
一
二
八
三
）
？

〜
正
平
７
年
（
一
三
五
二
）
以
降
〕　
兼

好
法
師
の
俗
名
は
、卜

う
ら

部べ
兼
か
ね

好
よ
し

と
い
う
。
卜

部
兼
か
ね

顕
あ
き
ら

の
子
で
出
家
し
た
後
、兼

か
ね

好
よ
し

を
音
読

し
て
兼
け
ん

好
こ
う

と
称
し
た
ら
し
い
。
江
戸
時
代

に
な
っ
て
か
ら
は
、
吉
田
兼
好
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
も
な
っ
た
。

　八
歳
に
な
っ
た
頃
、
父
に
「
仏
ほ
と
け

は
い
か
な

る
も
の
に
か
候
さ
ふ
ら

ふ
ら
ん
。〈
仏
様
と
は
、
ど

『
徒
然
草
』
は
、
二
四
三
段
か
ら
成

る
随
筆
で
あ
る
。

　多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
簡
明
に
分
類
す
る

こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、
代
表
的
な
三

つ
の
領
域
を
あ
げ
て
お
く
。

1
仏
教
的
無
常
観
を
主
題
と
す
る
段
　世
の

中
は
変
転
し
て
や
ま
な
い
も
の
だ
、
と
い
う

思
い
は
、作
者
兼
け
ん

好
こ
う

法
ほ
う

師し
の
独
特
な
考
え
方

と
い
う
よ
り
、
当
時
一
般
の
人
々
に
抱
か
れ

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
兼
好
は
、
仏

道
を
深
く
学
ぶ
に
つ
れ
て
そ
の
思
い
を
強
く

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
世

は
さ
だ
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。」
と
述

べ
る
第
七
段
に
は
、
無
常
の
世
に
生
き
る
者

の
と
る
べ
き
姿
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。

　第
四
一
段
に
は
、
賀か
茂も
の
競
く
ら
べ

馬
う
ま

を
見
物
に

行
っ
た
兼
好
が
、
木
の
上
に
眠
る
法
師
を
あ

ざ
笑
う
見
物
人
に
対
し
て
、「
わ
れ
ら
が
生
し
や
う

死じ
の
到
来
た
だ
今
に
も
や
あ
ら
ん
。〈
私
た

ち
に
死
が
や
っ
て
く
る
の
は
た
っ
た
今
の
こ

と
か
も
し
れ
な
い
ぞ
。〉」
と
言
い
き
る
姿
が

描
か
れ
て
い
る
。
⬇
図
A

　ま
た
、「
変
へ
ん

化げ
の
理
こ
と
わ
り

」
を
説
く
第
七
四
段

　つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
日
く
ら
し
、

硯
す
ず
り

に
む
か
ひ
て
、
心
に
う
つ
り
ゆ
く
よ

し
な
し
ご
と
を
、
そ
こ
は
か
と
な
く
書

き
つ
く
れ
ば
、
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ

る
ほ
し
け
れ
。 

（
序
段
）

　な
す
こ
と
も
な
く
、
手
持
ち
ぶ
さ
た

で
あ
る
の
に
ま
か
せ
て
、
一
日
中
、
硯

に
向
か
っ
て
、
心
に
浮
か
ん
で
は
消
え

て
ゆ
く
、
つ
ま
ら
な
い
事
を
、
と
り
と

め
も
な
く
書
き
付
け
て
い
る
と
、
不
思

議
な
く
ら
い
も
の
狂
お
し
く
な
る
。

や
、
無
常
の
世
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
早
く
出

家
遁
と
ん

世
せ
い

す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
第
五
八
段

や
第
五
九
段
な
ど
が
こ
の
領
域
に
入
る
。

2
人
間
理
解
を
主
題
と
す
る
段
　説
話
的
章

段
が
こ
れ
に
入
る
。『
徒
然
草
』
に
は
、
作

者
の
経
験
や
交
流
、
学
問
を
通
し
て
得
ら
れ

た
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
姿
が
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。

　
あ
だ
名
を
気
に
し
て
榎
え
の
き

の
木
を
切
り
た

お
し
、
根
を
掘
り
お
こ
し
て
し
ま
う
良
り
ょ
う

覚
が
く

僧

正
の
話
（
第
四
五
段
⬇
図
B
）、
芋
い
も

頭
が
し
ら

（
里

芋
）
を
ひ
た
す
ら
好
ん
だ
盛
じ
ょ
う

親
し
ん

僧
そ
う

都ず
の
話

（
第
六
〇
段
）、
鼎
か
な
え

を
か
ぶ
っ
て
、
取
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
仁
に
ん

和な
寺じ
の
僧
の
話
（
第

五
三
段
）
な
ど
が
こ
の
領
域
に
入
る
が
、
兼

好
は
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
人
間
の
姿
を
通

し
て
得
て
き
た
感
慨
も
筆
に
し
て
い
る
。
人

の
世
の
噓
う
そ

の
さ
ま
ざ
ま
を
描
く
第
七
三
段

や
人
の
家
を
訪
問
す
る
折
の
心
得
を
描
く
第

一
七
〇
段
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

3
考
こ
う

証
し
ょ
う

・
懐
旧
を
主
題
と
す
る
段

　兼好

は
、「
何
事
も
古
き
世
の
み
ぞ
し
た
は
し
き
。

〈
何
事
に
つ
け
て
も
昔
の
時
代
の
こ
と
が
な

つ
か
し
く
思
わ
れ
る
。〉」（
第
二
二
段
）
と

い
う
。
兼
好
に
と
っ
て
の
今
の
世
は
、
す
べ

て
が
下
品
に
な
り
下
が
っ
て
「
靫
ゆ
き

懸か
く
る
作

法
」（
第
二
〇
三
段
）
の
伝
わ
ら
な
い
の
を

嘆
き
、
平
た
い
ら
の

宣
の
ぶ

時
と
き

朝あ
臣
そ
ん

の
話
（
第
二
一
五
段
）

を
通
し
て
、か
つ
て
の
名
執
し
っ

権
け
ん

北
ほ
う

条
じ
ょ
う

時
と
き

頼
よ
り

の

質
素
な
生
活
ぶ
り
を
な
つ
か
し
む
の
で
あ
る
。

徒
つ
れ

然
づ
れ

草
ぐ
さ

◉
仏
教
的
無
常
観
と
懐
旧
の
情
を
綴
つ
づ

る

随
筆

　
＝
兼
好
法
師

　
＝
鎌
倉
時
代

　

＝
多
岐
に
わ
た
る
話
題
を
収
め
た
約
二
四
三
段
か
ら
な
る
随
筆
。▲ 草庵の兼好法師

（「奈
良絵本

徒然草
」蓬左

文庫）

▲賀茂の競
くらべうま

馬（「徒
然草図

屛風」
部分、

板橋区
立美術

館）A

201-203_古典文学編_随筆_徒然草.indd   201
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✓チェ
ック

2
3

1
2

3

1

✓チェ
ック

源
氏
物
語

奈
良

平
安

鎌
倉

室
町

江
戸

物
語
は
、
そ
の
内
容
か
ら
大
き
く
三

部
に
分
け
ら
れ
る
。

1
第
一
部

　

 

第
一
帖
「
桐
壺
」
〜

第
三
十
三
帖
「
藤
裏
葉
」

　主
人
公
光
源
氏
が
誕
生
し
、
源
氏
姓
を
賜

り
逆
境
を
経
な
が
ら
も
六
条
院
に
華
麗
な
世

界
を
構
築
し
て
准
じ
ゅ
ん

太
だ
い

上
じ
ょ
う

天
皇 （
上
皇
に
準
ず

る
位
）
に
至
る
ま
で
の
四
十
年
間
を
描
く
。

多
く
の
女
性
と
の
関
わ
り
を
も
ち
、
理
想
的

な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
栄
華
の
物
語
。

2
第
二
部

　

 

第
三
十
四
帖
「
若
菜
上
」
〜

　第四
十
一
帖「
幻
」（「
雲
隠
」）

　 

四
よ
そ
じ
の十 

賀が
を
迎
え
た
光
源
氏

は
栄
華
の
絶
頂
に
あ
っ
た
が
、

女
お
ん
な

三
さ
ん

の
宮
み
や

を
妻
と
し
た
結
果
、

紫
の
上
に
深
い
苦
悩
を
味
わ

わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

若
き
日
の
罪
の
報
い
を
受
け
、

三
の
宮
は
不
義
の
子
薫
か
お
る

を
生

み
、
出
家
し
て
し
ま
う
。
第
一

部
か
ら
一
転
、
光
源
氏
の
悲
劇

 

源
げ
ん

氏じ

物
も
の

語
が
た
り 

◉
文
学
史
上
の
最
高
峰

物
語

　
＝
紫
式
部

　
＝
平
安
時
代
中
期

　
＝
全
五
十
四
帖
。
光
源
氏

の
栄
華
と
苦
悩
を
描
く
正
編
と
薫
と
匂
宮
の
恋
愛
を
描
く
宇
治
十
帖
か
ら
な
る
。

ヒ
ー
ロ
ー
で
は
な
い
光
源
氏

　最
初
か
ら
光
源
氏
は
、
作
者
紫
式
部

の
目
に
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て

映
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
人
間
観
察

が
「
源
氏
物
語
」
の
神
髄
だ
と
言
え
ま

す
。
こ
の
物
語
は
、
読
ま
な
い
人
か
ら

思
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
理
想
の
美
男
子

に
う
っ
と
り
す
る
た
め
の
読
み
物
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
も
て
は
や
さ
れ
る
人
物

の
だ
め
な
部
分
が
一
貫
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
本
当
の
凄
す
ご

み
が
あ
る
の
で
す
。

（
荻
お
ぎ

原
わ
ら

規
の
り

子こ
『
源
氏
物
語 

紫
の
結
び
３
』）

源
氏
物
語

枕
草
子
⬇
P. 

196

構成・内容
五
十
四
帖
。
光
ひ
か
る

源げん
氏じ

の
生
涯
を
語
る
第
一

部
・
第
二
部
、そ
の

子
薫
か
お
る

の
半
生
を
語

る
第
三
部
、の
全
三

部
か
ら
成
る
。

三
百
余
の
章
段
か
ら

成
る
。類るい
聚
じ
ゅ
う

章
段
・

日
記
回
想
章
段
・
随

想
章
段
の
三
種
の
形

態
に
分
け
ら
れ
る
。

評価・文体 写
実
的
な
態
度
で
人

生
を
描
写
し
、自
然

と
人
事
と
の
巧
み
な

融
合
の
も
と
に
、四

代
の
帝
・
七
十
余
年

の
歳
月
を
描
く
雄
大

な
構
想
。「
も
の
の
あ

は
れ
」
の
情
趣
と
和

歌
的
叙
情
に
富
む
流

麗
な
文
体
。 『

古
今
和
歌
集
』以
来

の
美
意
識
を
新
た
に

「
を
か
し
」と
い
う
語

で
的
確
に
把
握
。
中
な
か
の

関かん
白ぱく
家け（
中
宮
定てい
子し

）

を
中
心
と
す
る
宮
廷

文
化
を
賛
美
。述
語

な
ど
の
省
略
が
多

く
、余
情
に
富
ん
だ

簡
潔
な
文
体
。

作者
紫
式
部

清
少
納
言

成立
寛
弘
５
年
（
一
〇
〇
八
）

頃
、一
部
が
成
立
。

長
徳
元
年（
九
九
五
）以

後
に
成
立
。

天
皇
西
暦
年
号
事
項

円
融花

山一
条

三
条

後
一
条

　九
七
三　九

八
四

　九
九
〇

　九
九
六　九

九
九一

〇
〇
〇一

〇
〇
一

一
〇
〇
六一

〇
〇
八

一
〇
一
一

一
〇
一
三一

〇
一
四一

〇
一
六

天
て
ん

延
え
ん

元永
え
い

観
か
ん

２
正
し
ょ
う

暦
り
ゃ
く

元
長
ち
ょ
う

徳
と
く

２長
ち
ょ
う

保
ほ
う

元　
　２　

　３ 

寛
か
ん

弘
こ
う

３　
　５

　
　８

長
ち
ょ
う

和わ

２　
　３　

　５

出
生
年
は
天
元
元
年
等
の

諸
説
が
あ
る
。

父
為ため
時とき
、式しき
部ぶの
丞
じ
ょ
う

。

定てい
子し
、入
内
。

父
、越えち
前
ぜ
ん
の

守かみ
と
な
り
、越

前
に
紫
式
部
も
下げ

向こう
。

藤
原
宣のぶ
孝たか
と
結
婚
。

彰しょう
子し
、入
内
。

娘
賢けん
子し（
大だい
弐にの
三さん
位み
）誕
生
。

彰
子
、中
宮
。

定
子
、没
。

夫
宣
孝
病
死
。

こ＊
の
頃
か
ら
『
源
氏
物
語
』

執
筆
。

『＊

枕
草
子
』こ
の
頃
成
る
。

中
宮
彰
子
の
も
と
に
出
仕
。

『＊

源
氏
物
語
』一
部
成
る
。

中
宮
に「
楽が

府ふ
」の
講
義
。

中
宮
、敦あつ
成ひら
親
王
を
出
産
。

（『
紫
式
部
日
記
』の
記
事
は

こ
の
年
の
７
月
か
ら
寛
弘

７
年
正
月
ま
で
）。

『＊

源
氏
物
語
』ほ
ぼ
完
成
。

父
、越えち
後ごの
守かみ
と
な
る
。

こ
の
年
ま
で
宮
仕
え
は
確

実
。紫

式
部
死
去
か
。

父
、
越
後
守
を
辞
任
し
て

帰
京
。

父
、三
井
寺
で
出
家
。

『
源
氏
物
語
』
と
『
枕
草
子
』
の
比
較

若
紫
へ
の
恋
慕

　北
山
を
訪
れ
た
源
氏
は
、
そ
こ
で
限

り
な
く
深
い
思
い
を
寄
せ
て
い
る
お
方
、

つ
ま
り
藤
壺
の
女
御
に
よ
く
似
た
面
差

し
の
少
女
を
見
い
だ
し
て
し
ま
う
。

　
つ
ら
つ
き
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
眉
ま
ゆ

の
わ
た
り
う
ち
け
ぶ
り
、
い
は
け
な
く

か
い
や
り
た
る
額
ひ
た
ひ

つ
き
、
髪
か
ん

ざ
し
い
み

じ
う
う
つ
く
し
。
ね
び
ゆ
か
む
さ
ま
ゆ

か
し
き
人
か
な
、
と
目
と
ま
り
た
ま
ふ
。

（
若
紫
）

　〈
顔
つ
き
が
た
い
そ
う
い
じ
ら
し
い

様
子
で
、
眉
の
あ
た
り
が
ほ
ん
の
り
と

美
し
く
見
え
、
あ
ど
け
な
く
か
き
上
げ

て
い
る
額
の
様
子
、
髪
の
生
え
ざ
ま
が
、

た
い
そ
う
か
わ
い
ら
し
い
。
成
長
し
て

い
く
様
子
を
知
り
た
い
人
だ
な
あ
と
、

目
が
お
と
ま
り
に
な
る
。〉

紫
式
部
年
譜（
＊
は
そ
の
頃
の
で
き
ご
と
を
示
す
）

が
描
か
れ
る
。

3
第
三
部

　

 

第
四
十
二
帖
「
匂
宮
」
〜

第
五
十
四
帖
「
夢
浮
橋
」

　
光
源
氏
亡
き
後
、
薫
と
匂
に
お
う
の

宮
み
や

と
の
恋
の

さ
や
あ
て
、
姫
君
た
ち
の
苦
悩
が
描
か
れ
る
。

宇
治
を
舞
台
と
し
た
「
橋
姫
」
か
ら
「
夢
浮

橋
」
ま
で
を
宇
治
十
帖
と
呼
ぶ
。

紫
む
ら
さ
き

式
し
き

部ぶ
〔
生
没
年
未
詳
〕　
寛
か
ん

弘
こ
う

５

年
（
一
〇
〇
八
）
に
三
〇
歳
く
ら
い
で
あ

っ
た
ら
し
い
の
で
、
天
て
ん

元
げ
ん

元
年
（
九
七
八
）
誕

生
と
す
る
説
の
ほ
か
諸
説
あ
る
。
没
年
は
長
ち
ょ
う

和わ
３
年
（
一
〇
一
四
）
頃
と
推
定
さ
れ
る
が
、
諸

説
あ
り
、
そ
の
生
涯
の
期
間
を
決
定
す
る
こ

と
は
難
し
い
。

　
本
名
は
不
明
。
香
か
お
り

子こ
と
い
う
説
が
あ
る
。

宮
仕
え
し
て「
藤
と
う
の

式
し
き

部ぶ
」と
呼
ば
れ
た
。「
紫

式
部
」
と
呼
ぶ
の
は
、
女
房
名
の
「
藤
」
と

の
縁
故
や
『
源
氏
物
語
』
に
紫
の
上
の
こ
と

を
優
れ
て
書
い
た
た
め
と
い
わ
れ
る
。
父
は

著
名
な
漢
学
者
で
あ
っ
た
藤
原
為
た
め

時
と
き

。
母
は

藤
原
為
た
め

信
の
ぶ

の
女
む
す
め

。
早
世
し
た
と
い
う
。
父

方
に
も
母
方
に
も
著
名
な
歌
人
が
多
数
お
り
、

恵
ま
れ
た
文
学
的
環
境
に
成
育
し
た
。
長
保

元
年
（
九
九
九
）、
藤
原
宣
の
ぶ

孝
た
か

と
結
婚
、
賢
け
ん

子し

（
大
だ
い

弐
に
の

三
さ
ん

位み
と
も
）
を
生
ん
だ
が
、
二
年
半

ほ
ど
の
結
婚
生
活
で
夫
と
死
別
し
た
。
寛
弘

２
年
（
一
〇
〇
五
）
頃
、
藤
原
道
み
ち

長
な
が

の
娘
彰
し
ょ
う

子し
に

仕
え
た
。『
紫
式
部
日
記
』（
⬇
P. 

192
）、
家
い
え
の

集
し
ゅ
う

『
紫
式
部
集
』
な
ど
の
著
作
が
あ
り
、
作

者
の
人
柄
を
想
像
さ
せ
る
資
料
と
な
っ
て
い

る
。

紫
式
部
は
、
夫
の
藤
原
宣
孝
が
没
し

た
長
ち
ょ
う

保
ほ
う

３
年
（
一
〇
〇
一
）
頃
、『
源
氏

物
語
』
の
執
筆
を
決
意
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
寛
弘
５
年
（
一
〇
〇
八
）
頃
、
一
い
ち

条
じ
ょ
う

天
皇

の
後
宮
で
本
書
が
愛
読
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
紫
式
部
日
記
』
に
あ

る
。
五
十
四
帖
が
い
つ
書
き
終
わ
っ
た
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
菅
す
が

原
わ
ら
の

孝
た
か

標
す
え

の
女
む
す
め

（『
更
さ
ら

級
し
な

日
記
』
作
者
⬇
P. 

190
）
が
上
京
し

「
五
十
余
巻
」を
入
手
し
た
治じ
安
あ
ん

元
年（
一
〇
二
一
）

に
は
完
成
し
て
広
く
流
布
し
て
い
た
と
み
ら

れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
が
世
に
出
た
当
初
か

ら
か
な
り
の
世
評
を
呼
ん
で
い
た
こ

と
は
、
た
と
え
ば
『
更
級
日
記
』
で
本
書
を

手
に
し
た
喜
び
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
知
ら
れ
る
。
平
安
末
期
の
歌
人
藤
原
俊
と
し

成
な
り

は「
源
氏
み
ざ
る
歌
詠
み
は
遺
恨
の
事
な
り
」

と
述
べ
、
鎌
倉
初
期
の
評
論
書
『
無む
名
み
ょ
う

草
ぞ
う

子し
』（
⬇
P. 

172
）
は
「『
源
氏
』
作
り
い
で
た

る
こ
と
こ
そ
、
思
へ
ど
思
へ
ど
こ
の
世
一
つ

な
ら
ず
、
め
づ
ら
か
に
お
ぼ
ゆ
れ
」
と
激
賞

し
て
い
る
。
中
世
に
お
い
て
は
、和
歌
、連
歌
、

謡
曲
で
本
作
が
下
地
と
な
っ
た
作
品
は
少
な

く
な
い
。

　以
後
、
仏
教
や
儒
教
の
立
場
か
ら
不
当
な

解
釈
や
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

江
戸
期
に
至
り
、本
も
と

居
お
り

宣
の
り

長
な
が

（
⬇
P. 

209
）
が

『
源
氏
物
語
』
の
本
質
を
「
も
の
の
あ
は
れ
」

で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
文
学

と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
の
位
置
は
不
動
の

も
の
と
な
っ
た
。
北
き
た

村
む
ら

季き
吟
ぎ
ん

の
『
湖こ
月
げ
つ

抄
し
ょ
う

』

な
ど
啓
け
い

蒙
も
う

的
注
釈
書
も
現
れ
、
ま
た
、
出
版

事
情
の
発
展
か
ら
庶
民
に
も
『
源
氏
物
語
』

が
普
及
し
た
。
物
語
、
戯
曲
な
ど
当
時
の
文

化
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
が
、井い
原
は
ら

西
さ
い

鶴
か
く

『
好
色
一
代
男
』（
⬇
P. 

204
）、

柳
り
ゅ
う

亭
て
い

種
た
ね

彦
ひ
こ

『
偐
に
せ

紫
む
ら
さ
き 

田いな
か舎 

源
げ
ん

氏じ
』（
⬇
P. 

207
）

は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
に
至
る

ま
で
の
日
本
文
化
、
生
活
全
般
に
わ
た
る
そ

の
絶
大
な
影
響
力
は
ま
さ
に
物
語
文
学
の
最

高
峰
に
位
置
す
る
作
品
と
い
え
、
世
界
に
誇

る
日
本
文
学
作
品
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　いづ
れ
の
御
お
ほ
ん

時
と
き

に
か
、
女
に
よ
う

御ご
、
更
か
う

衣い

あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
る
中
に
、

い
と
や
む
ご
と
な
き
際
き
は

に
は
あ
ら
ぬ
が
、

す
ぐ
れ
て
時
め
き
た
ま
ふ
あ
り
け
り
。

（
桐
壺
）

　ど
の
帝
の
御み

代よ
で
あ
っ
た
か
、
女
御
、

更
衣
が
大
勢
お
仕
え
な
さ
っ
た
中
に
、

そ
れ
ほ
ど
身
分
の
高
い
方
で
は
な
い
方

で
、
格
別
に
帝
の
ご
寵
愛
を
受
け
て
お

ら
れ
る
方
が
い
た
。

桐壺
帚木
空蟬
夕顔
若紫
末摘花
紅葉賀
花宴
葵
賢木
花散里
須磨
明石
澪標
蓬生
関屋
絵合
松風
薄雲
朝顔
少女
玉鬘
初音
胡蝶
蛍
常夏
篝火
野分
行幸
藤袴
真木柱
梅枝
藤裏葉

若菜上
若菜下
柏木
横笛
鈴虫
夕霧
御法
幻

匂宮
紅梅
竹河
橋姫
椎本
総角
早蕨
宿木
東屋
浮舟
蜻蛉
手習
夢浮橋

紫
式
部
の
教
養

　▼『
紫
式
部
日
記
』

に
は
子
供
の
頃
の
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
弟
が
漢
籍
を
読

ん
で
い
る
側
に
い
て
弟
よ
り
も
不
思
議
な
ほ

ど
早
く
理
解
し
た
の
で
、
父
親
は
「
口
惜
し

う
、
男
を
の
こ

子ご

に
て
持
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
ひ
な
か

り
け
れ
〈
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
子
が
男
の

子
で
な
か
っ
た
の
は
ま
っ
た
く
幸
せ
が
な
か

っ
た
な
あ
〉」
と
嘆
い
た
と
い
う
。

出
仕
し
て
か
ら
は
、
学
問
を
ひ
け
ら
か
す

の
は
ど
う
か
と
い
う
風
潮
な
の
で
、
中
宮
に

『
白
は
く

氏し

文
も
ん

集
じ
ゅ
う

』
を
読
ま
せ
ら
れ
た
り
『
楽が

府ふ

』

を
こ
っ
そ
り
進
講
し
た
り
し
て
は
い
る
が
、

常
に
は
漢
字
な
ん
て
読
め
ま
せ
ん
と
い
う
顔

を
し
て
い
る
。

C
lose u

p!

▲紫式
部（川

崎小虎
　神宮

徴古館
）

大学入試で重視される� �
評論を強化。� �
「評論編」を独立させました。

類書中最大の� �
評論家165人、� �
キーワード174語を立項。

使いやすい6章構成。� �
テーマカラーやインデックスで��
検索も便利です。
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特
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1

ポ
イ
ン
ト 

❶

ポ
イ
ン
ト 

❷

ポ
イ
ン
ト 

❸

ポ
イ
ン
ト 

❹

ポ
イ
ン
ト 

❺

ポ
イ
ン
ト 

❻

断
定
・
強
調
表
現
に
注
目
し
て
、

表
現
の
中
心
を
捉
え
る

接
続
表
現
に
注
目
し
て
、

文
と
文
、
段
落
と
段
落
の
関
係

を
押
さ
え
る

対
比
・
比
較
に
注
目
し
て
、

論
じ
ら
れ
る
物
事
の
特
徴
を

把
握
す
る

具
体
例
と
抽
象
化
に
注
目
し

て
、論
理
展
開
の
工
夫
を

押
さ
え
る

類
推
・
帰
納
・
演
繹
に
注
目
し

て
、論
理
を
支
え
る
仕
組
み
を

押
さ
え
る

主
張
の
根
拠
・
論
理
構
成
に
注

目
し
て
、主
張
の
根
拠
を

押
さ
え
る

　断
定
・
強
調
を
示
す
表
現
を
押
さ
え

る
。
筆
者
の
主
張
が
鮮
明
に
表
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。

　要
約
を
行
う
場
合
で
も
必
須
の
内
容

に
な
る
場
合
が
多
い
。
筆
者
の
強
調
し
て

い
る
点
や
、
文
脈
の
流
れ
を
押
さ
え
よ

う
。　筆

者
の
主
張
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

文
と
文
と
の
関
係
や
段
落
と
段
落
と
の

関
係
、
論
理
展
開
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
方
法
の
一
つ
が
接
続
表
現

に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
論
理
の
筋
道

を
た
ど
る
た
め
の
指
標
と
な
る
。

　言
葉
は
、
反
対
の
性
質
の
も
の
、
対
立

す
る
要
素
（
概
念
）
と
比
較
す
る
と
そ

の
意
味
が
明
確
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
対

比
・
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
事
の
特

徴
が
鮮
明
に
な
る
。「
水
の
東
西
」（
山や
ま

崎ざ
き

正ま
さ

和か
ず

）
で
は
、「
鹿し

し

お
ど
し
」
と
対
比
す

る
対
象
と
し
て
「
噴
水
」
を
選
ん
だ
と
こ

ろ
に
独
自
の
着
眼
点
が
あ
る
。

　複
数
の
具
体
例
に
共
通
す
る
性
質
を

取
り
出
し
て
ま
と
め
る
こ
と
を
抽
象
化

と
い
う
。
抽
象
化
す
る
こ
と
で
、
思
考
が

一
段
高
ま
り
、
主
張
が
説
得
力
を
も
つ
。

「
水
の
東
西
」
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア

メ
リ
カ
の
噴
水
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
ら

に
共
通
す
る
性
質
を
取
り
出
し
、「
空
間

的
な
水
」
と
い
う
語
で
ま
と
め
て
い
る
。

　自
分
の
主
張
と
類
似
し
た
別
の
事
柄

を
示
し
、
類
推
さ
せ
る
こ
と
で
説
明
し
た

り
、
主
張
の
根
拠
と
し
た
り
す
る
方
法
が

あ
る
。
自
分
の
主
張
に
説
得
力
を
も
た
せ

る
た
め
に
相
手
が
知
っ
て
い
る
事
例
や

一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
例
か

ら
類
推
さ
せ
、
根
拠
と
す
る
場
合
も
あ

る
。
帰
納
法
、演
繹
法
に
も
注
意
し
よ
う
。

　筆
者
は
主
張
を
効
果
的
に
伝
え
る
た

め
に
、
主
張
の
根
拠
と
主
張
の
つ
な
が
り

を
工
夫
し
て
い
る
。
文
章
全
体
の
論
理
構

成
に
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
筆
者

の
主
張
と
、
そ
れ
を
支
え
る
根
拠
や
説
明

が
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

の
か
を
押
さ
え
る
こ
と
が
大
切
だ
。

【
例
】

・「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」

・「
Ｂ
で
あ
っ
て
Ａ
で
は
な
い
」

・「
本
質
的
に
は
〜
」

・「
〜
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

【
例
】「
美
し
さ
」
は
、
…
「
末ま
つ

期ご

の
眼め

」
で

眺
め
ら
れ
た
と
き
に
初
め
て
生
ま
れ
て
く
る

も
の
で
あ
る
。（
高た
か

階し
な

秀し
ゅ
う

爾じ

「『
美
し
さ
の

発
見
』
に
つ
い
て
」）

【
例
】
つ
ま
り
自
由
と
同
じ
よ
う
に
民
主
主

義
も
、
不
断
の
民
主
化
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て

民
主
主
義
で
あ
り
得
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た

性
格
を
本
質
的
に
も
っ
て
い
ま
す
。

（
丸ま
る

山や
ま

真ま
さ

男お

「『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』

こ
と
」
⬇
P.
240
）

【
例
】
そ
れ
よ
り
も
窓
の
外
に
噴
き
上
げ
る
華

や
か
な
噴
水
の
ほ
う
が
、
こ
こ
で
は
水
の
芸

術
と
し
て
明
ら
か
に
人
々
の
気
持
ち
を
く
つ

ろ
が
せ
て
い
た
。

流
れ
る
水
と
、
噴
き
上
げ
る
水
。

（
山
崎
正
和
「
水
の
東
西
」
⬇
P.
245
）

【
主
要
な
接
続
表
現
】

順
接

　
だ
か
ら•

そ
し
て•
し
た
が
っ
て

逆
接

　
し
か
し•

だ
が•

と
こ
ろ
が

添
加
・
補
足

　
し
か
も•

さ
ら
に•
そ
の
う
え

要
約
・
言
い
換
え

　
つ
ま
り
・
要
す
る
に

理
由

　
な
ぜ
な
ら•

〜
か
ら•

〜
の
で

例
示

　
例
え
ば

▲鹿おどし

【
例
】
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
…

み
ご
と
な
噴
水
が
あ
っ
た
。
…
有
名
な
ロ
ー

マ
郊
外
の
エ
ス
テ
家
の
別
荘
な
ど
、
何
百
と

い
う
噴
水
の
群
れ
が
…
静
止
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
た
。

（「
水
の
東
西
」）

⬇
抽
象
化
「
空
間
的
な
水
」

【
例
】

【
例
】
…
文
化
的
な
精
神
活
動
で
は
、
休
止

と
は
必
ず
し
も
怠
惰
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は

し
ば
し
ば
「
休
止
」
が
ち
ょ
う
ど
音
楽
に
お

け
る
休
止
符
の
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
「
生
き

た
」
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

（「『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」）

●
帰
納
法
（
⬇
ｐ
．

257
・

490
）

　多
く
の
実
例
な
ど
か
ら
共
通
の
一
般
的
な

原
理
や
法
則
を
導
き
出
す
方
法

●
演
繹
法
（
⬇
ｐ
．

257
・

490
）

　一
般
的
な
原
理
や
法
則
か
ら
個
別
の
事
例

な
ど
に
当
て
は
め
る
方
法

⬇
表
現
編
p. 

489

⬇
評
論
編
p. 

260

⬇
評
論
編
p. 

260

⬇
評
論
編
p. 

256 

・ 

257 

、
表
現
編
p. 

490

⬇
表
現
編
p. 

490

▲「水の東西」

▲「ミロのヴィーナス」（清
きよ

岡
おか

卓
たか

行
ゆき

）

日本人観・日本文化観

西洋 日本対比

対比 鹿おどし噴水

根拠

普遍的な美

根拠

両
腕
の
喪
失
の
意
味

両
腕
復
元
の
無
意
味
さ

手
の
象
徴
的
意
味

空間的な水

具体例

抽
象
化

ヨーロッパやアメリ
カの町の広場の噴水

エステ家の別荘の噴水

特
集 

1

評
論
へ
の
招
待

評
論
と
は
、物
事
の
価
値
、善
悪
、優
劣
な
ど
に
つ
い
て
、分
析
し
た
り
、批
評
し
た
り
す
る
文
章
で
あ
る
。 

評
論

の
要
旨
を
捉
え
る
た
め
に
は
、本
文
中
の
ど
こ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
か
理
解
す
る
と
同
時
に
、段
落
内
で
の
文

と
文
と
の
関
係
、段
落
相
互
の
関
係
を
押
さ
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。そ
の
た
め
に
必
要
な
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト

を
紹
介
し
よ
う
。
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環境 ･ 生命 ･ 科学経済 ･ 社会 ･ 政治認識 ･ 哲学文化 ･ 言語 ･ 芸術

〜
６
０
年
代

７
０
〜
９
０
年
代

２
０
０
０
年
代

今
西
錦
司

（
一
九
〇
二
〜
九
二
）

河
合
雅
雄

（
↓
P. 

241
）

朝と
も

永な
が

振
一
郎

（
一
九
〇
六
〜
七
九
）

寺
田
寅
彦

（
↓
P. 

238
）

養よ
う
老ろ
う
孟た
け
司し

（
↓
P. 

248
）

村
上
陽
一
郎

（
↓
P. 

244
）

日
高
敏
隆

（
↓
P. 

243
）

野の

家え

啓
一

（
↓
P. 

254
）

池
内
　了

さ
と
る

（
↓
P. 

246
）

茂も

木ぎ

健
一
郎

（
↓
P. 

248
）

福
岡
伸
一

（
↓
P. 

248
）

鷲わ
し
谷た
に
い
づ
み

（
↓
P. 

255
）

中
村
桂
子

（
↓
P. 

246
）

池
谷
裕
二

（
↓
下
段
）

松
尾
　豊

（
↓
下
段
）

古
市
憲
寿

（
↓
下
段
）

荻
上
チ
キ

（
↓
下
段
）

水
無
田
気
流

（
↓
下
段
）

萱
野
稔
人

（
↓
下
段
）

宇
野
重し
げ
規き

（
↓
P. 

250
）

大お
お
澤さ
わ
真ま

幸さ
ち

（
↓
P. 

250
）

佐
伯
啓
思

（
↓
P. 

252
）

上
野
千
鶴
子

（
↓
P. 

246
）

阿
部
謹
也

（
↓
P. 

249
）

岩い
わ
井い

克か
つ
人ひ
と

（
↓
P. 

242
）

立
花
　隆

（
↓
P. 

253
）

加
藤
秀
俊

（
↓
P. 

243
）

藤ふ
じ
田た

省し
ょ
う
三ぞ
う

（
一
九
二
七
〜
二
〇
〇
三
）

丸
山
真
男

（
↓
P. 

240
）

三
木
　清

（
↓
P. 
238
）

西に
し
田だ

幾き

多た

郎ろ
う

（
↓
P. 

238
）

唐
木
順
三

（
↓
P. 
238
）

和わ

辻つ
じ
哲て
つ
郎ろ
う

（
↓
P. 

238
）

中
村
雄
二
郎

（
↓
P. 

242
）

内う
ち
山や
ま

　節
た
か
し

（
↓
P. 

246
）

小
坂
井
敏
晶

（
↓
P. 

251
）

今
福
龍
太

（
↓
P. 

249
）西に

し

　研け
ん

　

（
↓
P. 

253
）

河
合
隼
雄

（
↓
P. 

241
）黒

崎
政
男

（
↓
P. 

246
）鷲わ

し
田だ

清き
よ
一か
ず

（
↓
P. 

247
）

市
川

　浩

（
↓
P. 
249
）

丸
山
圭
三
郎

（
↓
P. 

255
）

内
田

　樹
た
つ
る

（
↓
P. 

247
）

野
矢
茂
樹

（
↓
P. 

248
）

千
葉
雅
也

（
↓
下
段
）

國
分
功
一
郎

（
↓
下
段
）

福
嶋
亮
大

（
↓
下
段
）

見み

田た

宗む
ね
介す
け

（
↓
P. 
255
）

原
　研
哉

（
↓
P. 

254
）

大
澤

　聡

（
↓
下
段
）

津
田
大
介

（
↓
下
段
）

宇
野
常
寛

（
↓
下
段
）

四よ

方も

田た

犬い
ぬ

彦ひ
こ

（
↓
P. 

255
）

松ま
つ

浦う
ら

寿ひ
さ

輝き

（
↓
P. 

358
）

齋
藤

　孝

（
↓
P. 

248
）

柏
木

　博

（
↓
P. 

250
）

三
浦
雅
士

（
↓
P. 

255
）

柄か
ら

谷た
に

行こ
う

人じ
ん

（
↓
P. 

251
）

東
　浩
紀

（
↓
P. 
248
）

多
木
浩
二

（
↓
P. 

252
）

土ど

居い

健た
け
郎お

（
↓
P. 
253
）

椹さ
わ
ら

木ぎ

野の

衣い

（
↓
P. 

252
）

小
浜
逸
郎

（
↓
P. 

251
）

P.P.

芹
沢
俊
介

（
一
九
四
二
〜
）

吉
本
隆
明

（
↓
P. 

243
）

高た
か
階し
な
秀し
ゅ
う

爾じ

（
↓
P. 

244
）

吉
田
秀
和

（
↓
P. 

255
）

森
本
哲
郎

（
↓
P. 

242
）

鈴
木
孝
夫

（
↓
P. 

242
）佐

藤
信
夫

（
↓
P. 

252
）

大
岡

　信
ま
こ
と

（
↓
P. 

244
）
244244

山
崎
正
和

（
↓
P. 

245
）

池
上
嘉
彦

（
↓
P. 

246
）

外と

山や
ま
滋し
げ
比ひ

古こ

（
↓
P. 

243
）

加
藤
周
一

（
↓
P. 

241
）

中
村
光
夫

（
↓
P. 

238
）平

野
　謙

（
↓
P. 

254
）

北き
た
村む
ら
透と
う
谷こ
く

（
↓
P. 

238
）

江
藤

　淳

（
↓
P. 

250
）

柳や
な
ぎ

田た

国く
に

男お

（
↓
P. 

240
）

小
林
秀
雄

（
↓
P. 

239
）

西田哲学

ノーベル物理学賞
『量子力学』

日本霊長類
研究の祖

戦後日本思想
史の第一人者

日本民俗学
の祖

東洋思想の
確立

近代文芸批評
を確立

『近代文学』同人

知遇を得て論壇に 師事

師事

〈丸山学派〉 師事

師事

科学哲学

クオリア
貨幣論

論理学

精神分析

生命誌

動物行動学

動的均衡

泡宇宙論

フェミニズム

メディア論

世間論

近代主義

「甘え」の構造

レトリック

読書論

教育論

記号論

生命倫理

脳科学

産業公害

医療倫理

ハイテク

生物多様性

AI

ポストモダン

グローバリズム

共生

上
野
千
鶴
子

上
野
千
鶴
子

242242
））バブル景気

ジェンダー論

60 年安保闘争

経済成長

男女同権

ナショナリズム

（
↓身体論

大衆文化

古典再評価
中
村
光
夫

中
村
光
夫））

『近代文学』同人

「政治と文学」
論争

文化相対主義

サブカルチャー

脱共同体

（
↓

河
合
隼
雄

河
合
隼
雄

河
合
隼
雄

河
合
隼
雄）））

アイデンティティ論

（
↓コミュニケーション

スローライフ

P.P.
238238
）

日本民俗学
の祖 日本文化論

吉
本
隆
明

吉
本
隆
明

吉
本
隆
明

日本人論

世紀末

昭
45（
一
九
七
〇
）〜

静
岡
県
生

脳
科
学
者

　専門
の

脳
科
学
研
究
に
軸
を

置
き
な
が
ら
、
最
前

線
の
知
見
を
平
易
に
語
る
一
般
書
も

著
す
。『
進
化
し
す
ぎ
た
脳
』（
平
19
）、

『
脳
に
は
妙
な
ク
セ
が
あ
る
』（
平
24
）、

『
単
純
な
脳
、
複
雑
な「
私
」』『
コ
コ

ロ
の
盲
点
』（
平
25
）な
ど
。

昭
53（
一
九
七
八
）〜

栃
木
県
生

　

哲
学
者

　専門
は
フ

ラ
ン
ス
現
代
哲
学
、

形
而
上
学
、
表
象
文

化
。
芸
術
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
現
代

を
論
じ
る
。『
働
き
す
ぎ
て
は
い
け
な

い
』（
平
25
）、『
別
の
し
か
た
で
―
ツ

イ
ッ
タ
ー
哲
学
』（
平
26
）、『
勉
強
の

哲
学
』（
平
29
）な
ど
。 昭

60（
一
九
八
五
）〜

東
京
都
生

　

社
会
学
者

　若者
の

生
き
方
や
価
値
観
、

現
代
社
会
の
矛
盾
な

ど
を
冷
徹
に
分
析
し
て
い
る
。『
絶
望

の
国
の
幸
福
な
若
者
た
ち
』（
平
23
）、

『
だ
か
ら
日
本
は
ズ
レ
て
い
る
』（
平

26
）、『
保
育
園
義
務
教
育
化
』（
平
27
）

な
ど
が
あ
る
。

昭
53（
一
九
七
八
）〜

青
森
県
生

評
論
家
・
編
集
者

　多

様
な
メ
デ
ィ
ア
で
活

動
し
、
ポ
ッ
プ
カ
ル

チ
ャ
ー
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
と

文
化
な
ど
を
広
く
分
析
、
批
評
す
る
。

『
ゼ
ロ
年
代
の
想
像
力
』（
平
20
）、『
リ

ト
ル・ピ
ー
プ
ル
の
時
代
』（
平
23
）、

『
日
本
文
化
の
論
点
』（
平
25
）な
ど
。

昭
56（
一
九
八
一
）〜

兵
庫
県
生

　

評
論
家
・
編
集
者

　メ

ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
編
集

長
も
務
め
、
主
に
メ

デ
ィ
ア
論
を
展
開
。
メ
デ
ィ
ア
の
普

及
に
よ
る
社
会
問
題
に
も
言
及
す
る
。

『
ウ
ェ
ブ
炎
上
』（
平
19
）、『
未
来
を
つ

く
る
権
利
』（
平
26
）、『
災
害
支
援
手

帖
』（
平
28
）な
ど
。

昭
48（
一
九
七
三
）〜

東
京
都
生

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

　メ

デ
ィ
ア
、
Ｉ
Ｔ
、
著

作
権
問
題
な
ど
を
論

じ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
新

し
い
活
用
も
意
欲
的
に
実
践
し
て
い

る
。『Tw

itter

社
会
論
』（
平
21
）、

『
ウ
ェ
ブ
で
政
治
を
動
か
す
！
』『
情

報
の
呼
吸
法
』（
平
24
）な
ど
。

昭
50（
一
九
七
五
）〜

香
川
県
生

工
学
者

　ＡＩ
、
ウ

ェ
ブ
工
学
の
研
究
な

ど
を
軸
と
し
、
実
社

会
へ
の
応
用
を
意
識
し
て
活
動
す
る
。

『
東
大
准
教
授
に
教
わ
る「
人
工
知
能

っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
ま
で
で
き
る
ん

で
す
か
？
」』（
平
26
）、『
人
工
知
能
は

人
間
を
超
え
る
か
』（
平
27
）な
ど
。

昭
49（
一
九
七
四
）〜

千
葉
県
生

哲
学
者

　一七
世
紀

哲
学
、
現
代
フ
ラ
ン

ス
哲
学
が
専
門
。
時

代
の
閉
塞
感
へ
の
考
察
な
ど
、
現
代

社
会
の
分
析
も
行
う
。『
暇
と
退
屈
の

倫
理
学
』（
平
23
）、『
近
代
政
治
哲
学
』

（
平
27
）、『
民
主
主
義
を
直
感
す
る
た

め
に
』（
平
28
）な
ど
。 昭

45（
一
九
七
〇
）〜

神
奈
川
県
生

社
会
学
者
・
詩
人

　主

に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
、

文
化
・
家
族
社
会
学

を
論
じ
る
。『
無ぶ

頼ら
い
化
し
た
女
た
ち
』

（
平
26
）、
本
名
の
田た

中な
か

理り

恵え

子こ

名
義

の『
平
成
幸
福
論
ノ
ー
ト
』（
平
23
）、

詩
集
に『
音
速
平
和 sonic 

peace

』（
平
17
）な
ど
が
あ
る
。

昭
56（
一
九
八
一
）〜

京
都
府
生

文
芸
評
論
家
・
中
国
文

学
者

　専門
の
中
国

近
現
代
文
学
の
ほ
か
、

日
本
文
学
、
演
劇
や
ア
ニ
メ
な
ど
の

批
評
を
展
開
す
る
。『
神
話
が
考
え
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
文
化
論
』（
平

22
）、『
復
興
文
化
論
』（
平
23
）、『
厄
介

な
遺
産
』（
平
28
）な
ど
。

昭
45（
一
九
七
〇
）〜

愛
知
県
生

哲
学
者

　西洋
哲
学
・

社
会
理
論
の
ほ
か
、

現
代
の
諸
問
題
に
も

提
言
す
る
。
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
で
も

積
極
的
に
発
言
し
て
い
る
。『
国
家
と

は
な
に
か
』（
平
17
）、『
暴
力
と
富
と

資
本
主
義
』『
カ
ン
ト「
永
遠
平
和
の

た
め
に
」』（
平
28
）な
ど
。

昭
53（
一
九
七
八
）〜

生

文
学
者
・
批
評
家

　専

門
は
メ
デ
ィ
ア
史
。

出
版
界
や
論
壇
の
歴

史
的
変
遷
を
多
角
的
に
分
析
。
文
芸

批
評
や
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
も
言

及
す
る
。『
戦
前
期「
論
壇
時
評
」集

成
』（
平
26
）、『
批
評
メ
デ
ィ
ア
論
』

（
平
27
）な
ど
。

池い
け

谷が
や

裕ゆ
う

二じ

千ち

葉ば

雅ま
さ

也や

古ふ
る

市い
ち

憲の
り

寿と
し

宇う

野の

常つ
ね

寛ひ
ろ

荻お
ぎ

上う
え

チ
キ

津つ

田だ

大だ
い

介す
け

松ま
つ

尾お

豊ゆ
た
か

國こ
く

分ぶ
ん

功こ
う

一い
ち

郎ろ
う

水み

無な
し

田た

気き

流り
う

福ふ
く

嶋し
ま

亮り
ょ
う

大た

萱か
や

野の

稔と
し

人ひ
と

大お
お

澤さ
わ

聡さ
と
し

特
集 

3

論
壇
の
最
前
線

戦
後
か
ら
現
代
ま
で
の
主
要

な
評
論
家
を
分
野
別
に
配
置
、

下
段
に
現
在
活
躍
中
の
若
手

評
論
家
を
紹
介
し
た
。

和歌

チャレ
ンジ

文様：
青海波

史書

物語（
歴史物

語・軍
記物語

）

説話

日記

随筆

小説・
国学・

儒学

俳諧

芸能

古典文
学編

古典文学編
評論編
近現代文学編
漢文編
表現編
言葉の知識編

133

古
典
文
学
編

和
歌

132✓チェック 2 3 1 2 31 ✓チェック

万
葉
集

奈
良

平
安

鎌
倉

室
町

江
戸

（
訓
）、
漢
字
の
字
義
を
無
視
し
て
音お

ん

の
み
を

借
り
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を

し
て
表
記
し
た
。
こ
の
万
葉
仮
名
が
、
や
が

て
仮
名
文
字
に
発
展
す
る
。

　左さ

散さ

難な

弥み

乃の

志し

我が

能の

大お
ほ

和わ

太だ

与よ

杼ど

六む

友と
も

　昔
む
か
し
の

人ひ
と

二に

亦ま
た

母も

相あ
は

目め

八や

毛も

わ
が
国
現
存
最
古
の
歌
集
で
、皇
族・

貴
族
か
ら
庶
民
層
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

身
分
の
人
々
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
歌
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
収
録
歌
の
地
域
も
、京
、畿
内
、

東
国
か
ら
九
州
ま
で
広
域
に
及
ぶ
。
こ
の
地

方
性
に
よ
っ
て
、
本
集
は
上
代
の
東
国
方
言

を
残
す
一
級
の
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

万
葉
仮
名
は
平
安
時
代
に
至
り
、
平
仮
名
、

片
仮
名
を
生
み
出
す
大
き
な
母
胎
と
な
っ
た
。

本
集
は
平
安
期
に
仮
名
書
き
に
書
き
改
め
ら

れ
、
中
世
、
近
世
に
わ
た
っ
て
解
釈
研
究
が

進
め
ら
れ
た
。
特
に
江
戸
期
の
国
学
者
や
明

治
期
の
正ま
さ

岡お
か

子し

規き

は
、
本
集
を
和
歌
が
拠よ

っ

て
立
つ
べ
き
歌
集
で
あ
る
と
提
唱
し
た
。

な
い
。
一
般
に
、
舒じ
ょ

明め
い

天
皇
以
降
を
四
期
に

分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

■
舒じ
ょ

明め
い

天
皇
（
五
九
三

〜
六
四
一

）　
第
三
四
代
天

皇
。
天て
ん

智じ

・
天て

ん
武む

天
皇
の
父
。

■
有あ
り

間ま
の

皇み

子こ

（
六
四
〇
〜
六
五
八

）　
孝こ

う

徳と
く

天
皇
の

子
。
政
治
的
陰
謀
に
巻
き
込
ま
れ
、
謀む

反ほ
ん

の

疑
い
で
刑
死
し
た
。

■
柿か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

（
生
没
年
未
詳
）　
宮
廷
歌

人
と
し
て
活
躍
し
た
後
、
地
方
官
と
し
て
没

し
た
ら
し
い
。
長
歌
に
優
れ
、
修
辞
を
駆
使

し
た
重
厚
な
歌
風
で
、
後
の
世
に
「
歌
聖
」

と
讃た
た

え
ら
れ
た
。

■
大お
お

津つ
の

皇み

子こ

（
六
六
三
〜
六
八
六
）　
父
、天
武
天
皇

の
没
後
、
皇
位
継
承
を
巡
っ
て
謀
反
の
嫌
疑

を
か
け
ら
れ
て
刑
死
し
た
。

■
山や
ま

部べ
の

赤あ
か

人ひ
と

（
生
没
年
未
詳
）　
宮
廷
歌
人
。

行ぎ
ょ
う

幸こ
う

な
ど
で
の
自
然
を
讃た

た
え
た
歌
に
優
れ
、

後
世
、柿
か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

と
並
び
称
さ
れ
た
。

■
大お
お

伴と
も
の

旅た
び

人と

（
六
六
五
〜
七
三
一

）　
武
人
と
し
て

朝
廷
に
仕
え
た
一
族
の
長
。
現
存
す
る
歌
は
、

大だ

宰ざ
い
の

帥そ
ち
と
し
て
筑つ

く
紫し

に
下
向
し
た
晩
年
の
作

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

■
山や
ま
の

上う
え
の

憶お
く

良ら

（
六
六
〇
〜
七
三
三

）　
遣
唐
使
の
一

員
と
も
な
っ
た
知
識
人
。
晩
年
、
筑ち
く

前ぜ
ん
の

守か
み

と

な
り
、旅た
び

人と

と
深
い
親
交
を
結
ん
だ
。

■
大お
お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

（
七
一
八
？
〜
七
八
五
）　
旅た

び
人と

の
子
。

諸
国
の
国
守
な
ど
を
歴
任
し
た
が
、
藤
原
氏

に
圧
迫
さ
れ
て
官
職
上
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。

歌
数
約
四
七
〇
首
、
晩
年
の
作
は
残
し
て
い

な
い
。

漢
字
の
移
入
は
国
語
表
記
を
自
由
に

し
、
集
団
的
口こ
う

誦し
ょ
う

歌
謡
か
ら
個
人
の

創
作
と
し
て
の
和
歌
へ
の
発
達
を
促
し
た
。

大
和
政
権
の
国
家
基
盤
が
整
い
、
大
陸
文
化

の
流
入
が
古
代
日
本
人
の
生
活
や
意
識
も
変

化
さ
せ
る
時
代
の
流
れ
と
も
呼
応
し
つ
つ
、

歌
体

　以
下
の
四
種
類
か
ら
な
る
。

① 

長ち
ょ
う

歌か

（
五
七
五
七
…
五
七
七
）　
五
七
音

を
三
回
以
上
繰
り
返
し
最
後
に
七
音
の
一

句
を
置
く
。
約
二
七
〇
首
。

② 

短た
ん

歌か

（
五
七
五
七
七
）　
四
〇
〇
〇
首
を

超
え
、全
体
の
九
割
を
占
め
る
。

③
旋せ

頭ど
う

歌か

（
五
七
七
五
七
七
）　
約
六
〇
首
。

④
仏ぶ
っ

足そ
く

石せ
き

歌か

体た
い

（
五
七
五
七
七
七
）　
一
首
。

部ぶ

立だ
て

（
構
成
）　
各
巻
の
部
分
的
成
立
時

期
の
違
い
も
あ
っ
て
複
雑
だ
が
、
次
の
三
大

部
立
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。

① 

相そ
う

聞も
ん

…
贈
答
歌
の
意
だ
が
、
圧
倒
的
に
恋

の
歌
が
多
い
。

②
挽ば
ん

歌か

…
死
者
を
悼い

た
む
歌
。

③ 

雑ぞ
う

歌か

…
①
②
に
含
ま
れ
な
い
、
行
事
や
宴

会
な
ど
の
歌
。

『
万
葉
集
』
は
、
一
貫
し
た
方
針
の

も
と
に
一
度
に
成
立
し
た
も
の
で
は

な
い
。
原
型
が
奈
良
時
代
以
前
に
編
ま
れ
、

奈
良
時
代
前
期
に
巻
一・
二
が
編へ
ん

纂さ
ん

さ
れ
た
。

さ
ら
に
今
日
で
は
散
逸
し
た
先
行
の
諸
歌
集

を
も
と
に
数
次
に
わ
た
る
増
補
を
経
て
、
最

終
的
に
大お
お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

が
一
族
の
家
集
そ
の
他

を
加
え
る
な
ど
し
た
と
さ
れ
る
。

七
六
〇
年
前
後
に
現
存
の
形
態
に
ま

と
め
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
後
も

若
干
の
改
編
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

長
い
歳
月
に
わ
た
る
歌
を
収
め

て
い
る
だ
け
に
、「
万
葉
調
」（
ま

す
ら
を
ぶ
り
）
も
、
そ
の
特
色
は
一
様
で
は

現
存
最
古
の
歌
集
『
万
葉
集
』
は
誕
生
し
た
。

　
制
作
年
代
は
四
〇
〇
年
に
わ
た
る
が
、
古

代
か
ら
の
伝で
ん

誦し
ょ
う

歌か

を
除
く
大
部
分
の
歌
は
舒じ

ょ

明め
い

天
皇
以
降
の
一
三
〇
年
間
に
詠
ま
れ
て
い

る
。
当
時
の
大
和
政
権
の
支
配
の
及
ん
だ
ほ

ぼ
全
域
と
も
言
え
る
筑つ
く

紫し

か
ら
陸む

奥つ

ま
で
の
、

天
皇
・
皇
族
か
ら
無
名
の
庶
民
層
に
至
る
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
和
歌
約
四
五
〇
〇
首

を
、全
二
〇
巻
に
収
録
し
て
い
る
。

　
書
名
の
由
来
は
、
万
代
に
伝
わ
る
願
い
を

込
め
た
も
の
、
多
く
の
歌
を
集
め
た
意
な
ど

古
く
か
ら
諸
説
あ
っ
て
確
定
し
な
い
が
、
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
書
名

で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
中
、
民
衆
の

哀
歓
が
最
も
よ
く
表
れ
て

い
る
の
が
、
東あ
ず
ま

歌う
た

と
防さ

き

人も
り

歌う
た

で
あ
る
。

東あ
ず
ま

歌う
た

　
巻
一
四
に
約
二
三
〇
首
収
め
ら
れ

て
い
る
。
遠と
お
江と

う
み・
武む

蔵さ
し
・
信し

な
濃の

な
ど
の
東
国

地
方
で
歌
い
継
が
れ
て
い
た
口
承
歌
謡
で
、

今
の
民
謡
の
祖
と
い
え
る
。
日
々
の
労
働
の

中
で
の
素
朴
な
生
活
感
情
が
、
東
国
方
言
で

表
現
さ
れ
て
い
る
。

　多
摩
川
に
さ
ら
す
手て

作づ
く

り
さ
ら
さ
ら
に

　な
に
そ
こ
の
児こ

の
こ
こ
だ
か
な
し
き

〈
多
摩
川
に
晒さ
ら

す
手
作
り
の
布
が
さ
ら
さ
ら
と
音
を

立
て
る
。
そ
の
「
さ
ら
」
で
は
な
い
が
、
今
さ
ら
な

が
ら
ど
う
し
て
こ
の
娘
が
こ
う
も
愛
し
い
の
か
。〉

防さ
き

人も
り

歌う
た

　
防
人
は
、
成
人
男
子
が
三
年
の

任
期
で
九
州
北
岸
の
警
護
に
あ
た
る
辺
境
守

備
の
兵
士
。
東
国
の
者
が
召
集
さ
れ
た
時
期

が
あ
り
、
当
時
、
兵
士
を
難な
に

波わ

（
大
阪
）
か

ら
船
で
送
り
出
す
任
に
あ
た
っ
て
い
た
大
伴

家
持
は
、
別
離
の
悲
し
み
や
不
安
を
率
直
に

歌
う
彼
ら
の
歌
を
約
八
〇
首
選
び
、
巻
二
〇

に
採
録
し
た
。

　父ち
ち

母は
は

が
頭か

し
ら

か
き
撫な

で
幸さ

く
あ
れ
て

　言
ひ
し
言け
と

葉ば

ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る

〈
旅
立
ち
の
時
、
父
母
が
私
の
頭
を
撫
で
て
、
無
事

で
帰
っ
て
来
い
よ
と
言
っ
て
く
れ
た
言
葉
が
、
ど
う

に
も
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
。〉

漢
字
の
み
で
国
語
を
表
記
し
た

『
万
葉
集
』
は
、
漢
字
の
意
味

に
相
当
す
る
日
本
語
を
あ
て
て
読
ん
だ
り

茜あ
か
ね

さ
す
紫
野
行
き
標し

め

野の

行
き

野の

守も
り

は
見
ず
や
君
が
袖
振
る 

（
額
田
王
）

紫
草
を
植
え
た
野
を
行
っ
て
、
番
人
が

見
と
が
め
な
い
で
し
ょ
う
か
。
き
っ
と

見
と
が
め
ま
す
。
あ
な
た
が
私
に
袖
を

振
っ
て
い
る
姿
を
。

 

万ま
ん

葉よ
う

集し
ゅ
う 

◉
最
古
の
歌
集
、
素
朴
で
雄
大
な
歌
風

歌
集

　

＝
大
伴
家
持
他

　

＝
奈
良
時
代
後
期

　

＝
全
二
〇
巻
。
約
四
五
〇
〇
首
の
和
歌
を
収
録
。

・ ▽ ・ ・ ・ ・ ▼ ・ ・ ・ ・ ▽ ・ ・

第四期
衰退期

奈良時代 飛鳥時代

第三期
最盛期

第二期
確立期

第一期
開花期

大た
い
化か

の
改
新

壬じ
ん
申し
ん
の
乱

平
城
京
遷
都

藤
原
京
遷
都

『
万
葉
集
』成
立

東
大
寺
大
仏
開
眼

白は
く

村す
き

江の
え

の
戦
い

700750 650

行
き
詰
ま
っ
た
律
令
制
は
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
ず
み
を
生
じ
さ
せ
た
。

歌
は
感
傷
的
か
つ
理
知
的
・
技
巧
的
な
傾
向
が
強
ま
る
。
歌
を

貴
族
間
の
社
交
的
遊
戯
の
具
と
み
な
す
傾
向
も
現
れ
た
。

国
家
基
盤
が
安
定
。
専
門
歌
人
も
活
躍
し
、
枕
詞
・
序
詞
な
ど

の
技
法
も
発
達
し
た
。
柿
本
人
麻
呂
が
長
歌
の
形
式
を
確
立
し
、

「
万
葉
調
」
を
完
成
さ
せ
た
。

律
令
国
家
創
始
の
激
動
期
。
感
動
を
素
朴
に
歌
う
の
び
や
か
な

叙
情
歌
が
多
い
。
皇
室
歌
人
が
中
心
。

貴
族
文
化
が
繁
栄
す
る
一
方
、
律
令
制
の
矛
盾
が
拡
大
。
歌
風

は
内
省
的
・
知
性
的
傾
向
を
帯
び
、
素
朴
な
明
る
さ
を
失
う
。

◆
舒じ
ょ

明め
い

天
皇

◆
有あ
り

間ま
の

皇み

子こ

◆
天て
ん
智じ

天
皇

●
額ぬ
か
田た
の

王
お
お
き
み

◆
柿か
き
の

本も
と
の
人ひ
と
麻ま

呂ろ

◆
大お
お
津つ
の
皇み

子こ

●
大お
お

伯く
の

皇ひ
め

女み
こ

◆
高た
け

市ち
の

黒く
ろ

人ひ
と

◆
山や
ま
部べ
の
赤あ
か
人ひ
と

◆
大お
お

伴と
も
の
旅た
び
人と

◆
山や
ま
の

上う
え
の

憶お
く

良ら

◆
高た
か

橋は
し
の

虫む
し

麻ま

呂ろ

◆
大お
お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

●
大お
お

伴と
も
の

坂さ
か
の

上う
え
の
郎い
ら
女つ
め

●
笠か
さ
の
女い
ら
郎つ
め

●
狭さ

野の
の

茅ち

上が
み
の

娘お
と
め子

近あ
ふ
み江

の
海
夕
波
千
鳥
汝な

が
鳴
け
ば

心
も
し
の
に
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ

（
柿
本
人
麻
呂
）

憶
良
ら
は
今
は
ま
か
ら
む
子
泣
く
ら
む

そ
れ
そ
の
母
も
吾あ

を
待
つ
ら
む
そ

（
山
上
憶
良
）

春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
悲
し

こ
の
夕
か
げ
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も

（
大
伴
家
持
）

家
に
あ
れ
ば
笥け

に
盛
る
飯い

ひ

を
草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば
椎し
ひ

の
葉
に
盛
る

（
有
間
皇
子
）

▲  飛鳥の春の額田王
　（安田靫

ゆき

彦
ひこ

　滋賀県立近代美術館）

豊
沃
な
集
団
の
歌

　一
言
で
い
っ
て
集
団
の
歌
。
こ
こ
に

『
万
葉
』
の
豊
沃
な
土
壌
が
あ
る
。（
中

略
）『
万
葉
』
の
歌
の
き
わ
め
て
多
く

の
部
分
は
、
そ
れ
を
聴
き
、
受
け
入
れ

て
く
れ
る
相
手
が
現
実
に
そ
こ
に
い
る

と
い
う
条
件
に
お
い
て
生
み
だ
さ
れ
て

い
る
。

（
大
岡
信ま
こ
と『

う
た
げ
と
孤
心
〈
大
和
歌 

篇 

〉』）

特集「評論への招待」
「論壇の最前線」をは
じめ、わかりやすい図
解を多用したビジュア
ルな構成にしました。

古 評 近 漢 表 言

論壇の系譜と最前線がわかる調べたいことがすぐに見つかる

評論を重視使いやすさを追求
特色特色

23

学習の履歴が残り、使うほどに「マイ便覧」が
できあがる！　全ページにチェック欄を設置。

古 評 近 漢 表 言

見たい項目にたどりつ
きやすいよう、各編に
テーマカラーを設けま
した。

古 評 近 漢 表 言

各編の扉に、インデックスを
集めました。インデックスを
たどると、見たいページにス
ムーズにたどりつけます。

古 評 近 漢 表 言

2特色

3特色
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　デ
ー
タ
自
体
は
事
実
を
示
し
て
お
り
、
何

ら
か
の
意
見
や
主
張
が
込
め
ら
れ
た
も
の
で

　グ
ラ
フ
や
表
を
読
み
取
る
と
き
は
、
次
の

よ
う
な
点
に
留
意
す
る
。
読
み
取
っ
た
こ
と

デ
ー
タ
か
ら
小
論
文
へ

デ
ー
タ
を
読
み
取
る

を
メ
モ
に
ま
と
め
て
お
く
と
よ
い
。

・
調
査
の
目
的
は
何
か
。

・
調
査
対
象
は
誰
か
。

・
い
つ
の
調
査
か
。

・
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
何
か
。

・
全
体
の
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
読
み
取
れ

る
こ
と
は
何
か
。

・
細
部
の
特
徴
や
動
き
か
ら
読
み
取
れ
る
こ

と
は
何
か
。

・（
小
論
文
の
）
設
問
で
求
め
ら
れ
て
い
る

の
は
何
か
。

・（
複
数
の
資
料
が
あ
る
場
合
）
共
通
点
は

何
か
、
ま
た
相
違
点
は
何
か
。

　小
論
文
の
設
問
に
解
答
の
条
件
が
示
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
に
従
っ
て
意
見
を
ま

と
め
る
。
特
に
条
件
が
な
く
、
自
分
の
意
見

を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
自
分
で
問

い
を
立
て
て
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
と
よ
い
。

〈
例
〉

・
男
女
の
家
事
・
育
児
時
間
の
総
時
数
の
差

に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
に
は
ど
ん
な
問
題

が
あ
る
か
。

・「
料
理
」
の
割
合
が
女
性
の
ほ
う
が
圧
倒

的
に
高
い
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
る

か
。

・
男
性
の
家
事
の
取
り
組
み
方
に
は
ど
ん
な

特
徴
が
あ
る
か
。

意
見
を
ま
と
め
る

　
　デ
ー
タ
に
は
、
次
の
よ
う
な
さ
ま
ざ

ま
な
形
式
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
表

現
に
適
し
た
内
容
や
、
読
む
際
に
着

目
し
た
い
点
が
異
な
る
。

①
表

　要
素
や
数
値
を
詳
し
く
示
し
た
も

の
。
各
要
素
の
差
異
や
変
化
は
一
見
し

た
だ
け
で
は
わ
か
り
に
く
い
。最
大
値・

最
小
値
な
ど
に
着
目
し
て
読
む
と
よ
い
。

②
棒
グ
ラ
フ

　複
数
の
項
目
で
量
の
大
小
を

比
較
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
差
の
大

き
い
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
読
む
と
よ
い
。

④
円
グ
ラ
フ

　全
体
の
中
で
の
各
項
目
の
割

合
を
示
す
。
↓
図
１

⑤
帯
グ
ラ
フ

　全
体
の
中
で
の
各
項
目
の
割

合
を
示
す
。
時
系
列
的
な
変
化
や
年
齢
別

の
回
答
の
割
合
を
示
す
た
め
に
使
わ
れ
る
。

③
折
れ
線
グ
ラ
フ

　時
系
列
的
な
変
化
を
表

す
と
き
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

⑥
散
布
図

　二
つ
の
値
を
縦
軸
と
横
軸
に
と

っ
て
、
デ
ー
タ
の
分
布
や
数
値
間
の
相
関

関
係
な
ど
を
見
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
。

は
な
い
。
デ
ー
タ
を
読
み
取
っ
た
上
で
小
論

文
に
展
開
す
る
た
め
に
は
、
デ
ー
タ
を
ふ
ま

え
て
自
分
の
意
見
を
導
き
出
す
必
要
が
あ
る
。

〈
解
答
例
〉

　図
１
の
二
つ
の
円
グ
ラ
フ
を
比
較
す
る
と
、
女
性
は
一
日
平
均
二
三
四
分
を
家
事
や
育

児
に
費
や
し
て
い
る
の
に
対
し
、
男
性
は
そ
の
三
分
の
一
程
度
で
あ
る
こ
と
に
、
ま
ず
驚

か
さ
れ
る
。
割
合
を
詳
し
く
見
る
と
、
女
性
は
全
体
の
三
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
高
い
割

合
を「
料
理
」に
費
や
し
て
い
る
の
に
対
し
、
男
性
は
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
家
事
の

分
担
に
お
い
て
、
料
理
は
女
性
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　私
の
両
親
を
見
て
も
、
母
は
仕
事
か
ら
帰
る
と
休
む
暇
も
な
く
夕
食
の
支
度
に
と
り
か

か
り
、
朝
も
早
起
き
し
て
朝
食
の
準
備
を
し
て
い
る
。
母
も
負
担
に
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
。

一
方
の
父
は
、
ま
れ
に
料
理
を
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
ば
打
ち
な
ど
趣
味
的
な
料
理
ば

か
り
で
、
日
常
的
な
食
事
は
作
れ
な
い
。
母
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
寝
込
ん
だ
と
き
に
は
、

父
に
は
任
せ
ら
れ
ず
に
私
が
料
理
を
担
当
し
た
。

　家
事
を
分
担
す
る
上
で
、
得
意
な
人
が
得
意
な
家
事
を
分
担
す
る
、
と
い
う
考
え
方
も

あ
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
女
性
の
ほ
う
が
料
理
に
慣
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
女
性

が
担
当
し
た
ほ
う
が
、
手
早
く
お
い
し
く
で
き
、
効
率
も
よ
い
に
ち
が
い
な
い
。
し
か

し
、
家
事
の
中
で
大
き
な
割
合
を
占
め
る
料
理
に
、
男
性
が
も
う
少
し
か
か
わ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
、
女
性
の
家
事
に
対
す
る
負
担
を
大
き
く
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
男
性
に
し
て
も
、
料
理
す
る
こ
と
に
慣
れ
、
場
数
を
踏
め
ば
、
料
理
の

楽
し
み
に
目
覚
め
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
グ
ラ
フ
に
よ
れ
ば
、「
買
い
物
」
に
割
く
時
間

は
、
女
性
の
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
対
し
て
男
性
は
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
高
い
比
率
を
占
め

る
。
休
日
に
買
い
物
に
出
か
け
る
男
性
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
男
性
が

買
い
物
を
が
ま
ん
し
て
そ
の
時
間
を
使
っ
て
料
理
を
担
当
し
、
女
性
が
の
ん
び
り
買
い
物

に
出
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
双
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　男
性
が
も
う
少
し
料
理
に
か
か
わ
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
で
、
男
女
の
家
事
の
分
担

バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
な
り
、
お
互
い
の
負
担
感
を
思
い
や
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
性
の
家
事
・
育
児
時
間
全
体
が
増
加
す
る
こ
と
も

期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈メモ例〉
・女性の家事・育児時間は234分で、男性の3倍以上。
・女性は「料理」の39％、男性は「買い物」の23％が最も多い。
・女性は「料理」に割く時間が突出しているが、男性は項目ごとの差は少ない。
・男女差の大きい項目は、「料理」（女性39％、男性14％）、「洗濯」（女
性12％、男性3％）、「買い物」（女性13％、男性23％）、「園芸」（女
性4％、男性13％）
・育児にかける時間はどちらも10％。ただし、総時間数が違うので、
計算すると女性は23分、男性は7分となる。

課
題
◆
図
１
の
二
つ
の
円
グ
ラ
フ
を
見

て
、
八
〇
〇
字
以
内
で
意
見
を
述
べ
な

さ
い
。
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育児
10％

園芸13％
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買い物
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図 1　1日の家事・育児時間の内訳（1週間の平均）
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務
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1
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図 2　漢字を正確に書く力が
　　　衰えたと感じる人の割合

（文化庁「平成23年度　国語に関する
世論調査」をもとに作成）
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図2　漢字を正確に書く力が衰
えたと感じる人の割合図3　債務残高の国際比較（対GDP比）

図4　青少年のインターネット
利用時間（平日1日あたり）

図5　東京都の屋外における平均気
温とHOT飲料販売数

表1　OECD加盟国生徒の学習到達度調査

出典：PISA（2015）

出典：文化庁（2011）

科学的リテラシー 読解力 数学的リテラシー
1 日本 538 カナダ 527 日本 532
2 エストニア 534 フィンランド 526 韓国 524
3 フィンランド 531 アイルランド 521 スイス 521
4 カナダ 528 エストニア 519 エストニア 520
5 韓国 516 韓国 517 カナダ 516
6 ニュージーランド 513 日本 516 オランダ 512
7 スロベニア 513 ノルウェー 513 デンマーク 511
8 オーストラリア 510 ニュージーランド 509 フィンランド 511
9 イギリス 509 ドイツ 506 スロベニア 510
10 ドイツ 509 ポーランド 506 ベルギー 507

1 2 3545
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古
典
の
言
葉

544

重
要
古
文
単
語

✓チェック 1 2 3 ✓チェック

①
苦
労
す
る
。
②
病
気
を
す
る
。

□	

い
つ
く【
傅
く
】〈
自
・
四
〉大
切
に
育
て
る
。

□	

い
つ
し
か【
何
時
し
か
】〈
副
詞
〉

①
い
つ
の
ま
に
か
。
②
早
く
。
早
い
時
期
に
。

□	

い
で
〈
感
動
詞
〉
①
さ
あ
。（
人
を
誘
う
と
き
） 

②
あ
あ
。い
や
ど
う
も
。な
ん
と
。

□	

い
と〈
副
詞
〉

①
た
い
へ
ん
。
②
あ
ま
り
。
③
全
く
。
本
当
に
。

□	

い
と
ど〈
副
詞
〉

①
ま
す
ま
す
。
い
よ
い
よ
。
②
た
だ
で
さ
え
。

□	

い
と
ふ【
厭
ふ
】〈
他
・
四
〉①
嫌
う
。②
出
家
し

た
く
思
う
。③
い
た
わ
る
。か
ば
う
。

□	

い
と
ほ
し【
厭
ほ
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
か
わ
い
そ
う
だ
。
②
い
じ
ら
し
い
。

□	

い
ぬ【
往
ぬ
・
去
ぬ
】〈
自
・
ナ
変
〉

①
去
る
。
②
経
過
す
る
。
③
死
ぬ
。

□	

い
は
け
な
し【
稚
け
な
し
】〈
形
・
ク
活
〉

幼
い
。
あ
ど
け
な
い
。

□	

い
ふ【
言
ふ
】〈
他
・
四
〉

①
評
判
だ
。
②
言
う
。
③
求
婚
す
る
。
④
手

紙
を
や
る
。
⑤
動
物
が
鳴
く
。

□	

い
ふ
か
ひ
な
し【
言
ふ
甲
斐
な
し
】

①
言
っ
て
も
仕
方
が
な
い
。
②
情
け
な
い
。

ふ
が
い
な
い
。
③
取
る
に
足
り
な
い
。

□	

い
ぶ
せ
し【
鬱
悒
狭
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
恋
し
い
。
気
が
か
り
だ
。
②
気
が
晴
れ
な

い
。
③
不
愉
快
だ
。

□	

い
へ
ば
さ
ら
な
り【
言
へ
ば
更
な
り
】

言
う
ま
で
も
な
い
。
勿も

ち

論ろ
ん

だ
。
＝
い
へ
ば
お

ろ
か
な
り
。

□	

い
ま
い
ま
し【
忌
ま
忌
ま
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
慎
む
べ
き
だ
。
②
縁
起
が
悪
い
。
不
吉
だ
。

□	

い
ま
め
か
し【
今
め
か
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

②
心
に
決
め
る
。計
画
す
る
。③
取
り
扱
う
。

□	

お
く
る【
後
る
】〈
自
・
下
二
〉

①
先
立
た
れ
る
。生
き
残
る
。②
気
後
れ
す
る
。

□	

お
こ
た
る【
怠
る
】〈
自
・
四
〉

①
な
ま
け
る
。油
断
す
る
。②
病
気
が
な
お
る
。

□	

お
こ
な
ふ【
行
ふ
】〈
自
／
他
・
四
〉

①
す
る
。
②
仏
道
修
行
を
す
る
。

□	

お
と【
音
】

①
物
の
音
響
。
声
。
②
う
わ
さ
。
③
便
り
。

□	

お
と
ど【
大
殿
・
大
臣
】〈
名
詞
〉

①
貴
人
の
邸
。
②
邸
宅
に
住
む
人
の
敬
称
。

□	

お
と
な
し【
大
人
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
大
人
び
て
い
る
。
大
人
で
あ
る
。
②
年
輩

で
あ
る
。
分
別
が
あ
る
。
③
穏
や
か
で
あ
る
。

□	

お
と
な
ふ【
音
な
ふ
・
訪
ふ
】〈
自
・
四
〉

①
音
を
立
て
る
。
②
訪
問
す
る
。

□	

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し【
驚
々
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
気
味
が
悪
い
。
②
お
お
げ
さ
だ
。

□	

お
ど
ろ
く【
驚
く
】〈
自
・
四
〉

①
は
っ
と
目
覚
め
る
。
②
は
っ
と
気
付
く
。

□	

お
の
が
じ
し【
己
が
じ
し
】〈
副
詞
〉

め
い
め
い
。
そ
れ
ぞ
れ
。

□	

お
の
づ
か
ら【
自
ら
】〈
副
詞
〉

①
自
然
に
。
②
偶
然
。
③
そ
の
う
ち
に
。

□	

お
ぼ
え【
覚
え
】〈
名
詞
〉

①
寵
ち
ょ
う

愛あ
い
。
②
よ
い
評
判
。

□	

お
ほ
か
た【
大
方
】〈
副
詞
〉

①
だ
い
た
い
。
多
く
は
。
②
全
然
。
少
し
も
。

□	

お
ほ
け
な
し〈
形
・
ク
活
〉

①
身
分
不
相
応
だ
。
恐
れ
多
い
。

□	

お
ぼ
つ
か
な
し【
覚
束
な
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
は
っ
き
り
し
な
い
。
②
気
が
か
り
だ
。 

③
疑
わ
し
い
。
④
待
ち
遠
し
い
。

①
現
代
風
で
あ
る
。
気
が
利
い
て
い
る
。
目

新
し
い
。
②
わ
ざ
と
ら
し
い
。

□	

い
み
じ【
忌
じ
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
。
②
す
ば
ら
し
い
。

③
ひ
ど
い
。
か
わ
い
そ
う
だ
。
大
変
だ
。

□	

い
も【
妹
】〈
名
詞
〉妻
。恋
人
。

□	

い
や
し【
卑
し
・
賤
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
身
分
が
低
い
。
②
下
品
だ
。
み
す
ぼ
ら
し

い
。
粗
末
だ
。
③
さ
も
し
い
。
卑
劣
だ
。

□	

い
を
ぬ【
寝
を
寝
】眠
る
。

□	

い
ん
じ【
往
ん
じ
】〈
連
体
詞
〉

去
る
。
昔
の
。「
往
に
し
」
の
音
便
。

□	

う
し【
憂
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
つ
ら
い
。
苦
し
い
。
②
わ
ず
ら
わ
し
い
。

③
つ
れ
な
い
。
う
ら
め
し
い
。

□	

う
し
ろ
め
た
し【
後
ろ
め
た
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
気
が
か
り
だ
。
②
や
ま
し
い
。

□	

う
し
ろ
や
す
し【
後
ろ
安
し
】〈
形
・
ク
活
〉

気
が
か
り
で
な
い
。
安
心
だ
。

□	

う
す【
失
す
】〈
自
・
下
二
〉

①
消
え
る
。
②
死
ぬ
。
③
紛
失
す
る
。

□	

う
た
て【
転
て
】〈
副
詞
〉①
ま
す
ま
す
。ひ
ど
く
。

②
異
様
に
。③
い
と
わ
し
く
。

□	

う
ち【
内
・
内
裏
】〈
名
詞
〉

①
な
か
。
②
期
間
。
③
宮
中
。
④
天
皇
。

□	

う
ち
つ
け
な
り〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
あ
っ
と
い
う
間
だ
。
②
思
慮
が
な
い
。

□	

う
つ
く
し【
愛
し
・
美
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
か
わ
い
い
。
②
美
し
い
。
③
立
派
だ
。

□	

う
つ
ろ
ふ【
移
ろ
ふ
】〈
自
・
四
〉

①
別
な
場
所
に
行
く
。
②
色
づ
く
。
紅
葉
す

る
。
③
状
態
や
事
情
が
変
化
す
る
。

□	

う
と
し【
疎
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
親
し
く
な
い
。
疎
遠
だ
。
②
無
関
心
だ
。

□	

う
と
ま
し【
疎
ま
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
気
味
が
悪
い
。
②
い
と
わ
し
い
。

□	

う
へ【
上
】〈
名
詞
〉

①
天
皇
。
②
あ
た
り
。
③
宮
中
の
殿
上
の
間
。

□	

う
ら
な
し【
心
無
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
裏
表
が
な
い
。
②
無
心
だ
。
③
警
戒
し
て

い
な
い
。

□	

う
る
さ
し〈
形
・
ク
活
〉

①
煩
わ
し
い
。
②
わ
ざ
と
ら
し
く
て
い
や
み

だ
。
③
気
が
許
せ
な
い
ほ
ど
よ
く
気
が
つ
く
。

④
上
手
だ
。
巧
み
だ
。

□	

う
る
は
し【
麗
し
・
美
し
・
愛
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
き
ち
ん
と
し
て
い
る
。
②
き
れ
い
だ
。
か

わ
い
い
。
③
仲
が
よ
い
。
④
立
派
だ
。

□	

う
れ
ふ【
憂
ふ
・
愁
ふ
】〈
他
・
下
二
〉

①
嘆
願
す
る
。②
悲
し
み
嘆
く
。③
心
配
す
る
。

□	

え
〜
ず【
得
〜
ず
】

〜
で
き
な
い
。
と
て
も
〜
し
得
な
い
。

□	

え
さ
ら
ず【
得
避
ら
ず
】

避
け
ら
れ
な
い
。
逃
れ
ら
れ
な
い
。
や
む
を

え
な
い
。

□	

え
な
ら
ず

　①
並
み
た
い
て
い
で
な
い
。 

②
何
と
も
言
え
な
い
ほ
ど
立
派
だ
。

□	

え
も
い
は
ず【
え
も
言
は
ず
】

①
非
常
に
。
は
な
は
だ
し
い
。

②
す
ば
ら
し
い
。
③
ひ
ど
い
。

□	

え
ん【
艶
】〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
優
美
だ
。
②
な
ま
め
か
し
い
。

□	

お
い
ら
か
な
り〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
性
格
や
態
度
が
お
だ
や
か
だ
。
②
物
事
の

よ
う
す
が
穏
便
で
あ
る
。

□	

お
き
つ
【
掟
つ
】〈
他
・
下
二
〉①
命
令
す
る
。 

る
。
③
〜
し
て
月
日
を
送
る
。

□	

あ
り
つ
る【
有
り
つ
る
】

①
以
前
の
。
さ
っ
き
の
。
②
例
の
。

□	

あ
る
じ【
主
】〈
名
詞
〉

①
主
人
。
主
君
。
②
主
人
と
し
て
客
を
も
て

な
す
こ
と
。「
あ
る
じ
ま
う
け
」
の
略
。

□	

い
う
な
り【
優
な
り
】〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
す
ぐ
れ
て
立
派
だ
。
②
優
美
だ
。

□	

い
か
が【
如
何
】〈
副
詞
〉

①
ど
う
〜
か
。［
疑
問
］

②
ど
う
し
て
〜
か
、い
や
〜
な
い
。［
反
語
］

□	

い
か
が
は
せ
む【
如
何
は
為
む
】

①
ど
う
し
よ
う
か
。［
疑
問
］
②
し
か
た
が

な
い
。
や
む
を
え
な
い
。［
反
語
］

□	

い
か
で【
如
何
で
】〈
副
詞
〉①
ど
う
し
て
。な
ん

で
。［
疑
問
］
②
ど
う
し
て
〜
か
。［
反
語
］ 

③
ど
う
に
か
し
て
。［
願
望
］

□	

い
か
に【
如
何
に
】〈
副
詞
〉

①
ど
の
よ
う
に
。
ど
ん
な
に
。
②
ど
れ
ほ
ど
。

□	

い
ぎ
た
な
し【
寝
汚
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
寝
坊
だ
。
②
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
。

□	

い
さ〈
副
詞
〉さ
あ
ど
う
か
。

□	

い
そ
ぎ【
急
ぎ
】〈
名
詞
〉①
準
備
。②
急
用
。

□	

い
た
し【
甚
し
・
痛
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
は
な
は
だ
し
い
。
②
す
ば
ら
し
い
。

③
苦
し
い
。
④
気
の
毒
だ
。
い
た
わ
し
い
。

□	

い
た
づ
ら【
徒
】〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
無
駄
で
あ
る
。
②
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
。

③
む
な
し
い
。

□	

い
た
は
る【
労
る
】〈
自
・
四
〉

□	

あ
い
ぎ
や
う【
愛
敬
】〈
名
詞
〉①
う
や
ま
い
愛

す
る
こ
と
。②
魅
力
が
あ
る
こ
と
。

□	

あ
い
な
し【
愛
な
し
・
合
な
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
心
に
し
っ
く
り
こ
な
い
。
つ
ま
ら
な
い
。

②
（
連
用
形
で
）
わ
け
も
な
く
。

□	

あ
か
ず【
飽
か
ず
】

①
も
の
足
り
な
い
。
②
飽
き
な
い
。

□	

あ
か
ら
さ
ま〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

つ
い
ち
ょ
っ
と
。

□	

あ
き
ら
む【
明
ら
む
】〈
他
・
下
二
〉

①
明
ら
か
に
す
る
。
②
心
を
晴
ら
す
。

□	

あ
く
が
る【
憧
る
】〈
自
・
下
二
〉

①
浮
か
れ
出
て
歩
く
。
②
心
を
引
き
つ
け
ら

れ
る
。
③
そ
の
場
所
を
離
れ
る
。

□	

あ
さ
ま
し【
浅
ま
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
驚
き
あ
き
れ
る
。
②
情
け
な
い
。
興
ざ
め

だ
。
③
見
苦
し
い
。

□	

あ
ざ
る【
戯
る
・
狂
る
】〈
自
・
下
二
〉

①
戯
れ
る
。
ふ
ざ
け
る
。
②
う
ち
と
け
る
。

□	

あ
し【
悪
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
悪
い
。
②
ま
ず
い
。
具
合
が
悪
い
。
③
醜

い
。
い
や
し
い
。
④
つ
た
な
い
。

□	

あ
し
た【
朝
】〈
名
詞
〉①
朝
。②
翌
朝
。

□	

あ
そ
ぶ【
遊
ぶ
】〈
自
・
四
〉

①
出
か
け
る
。
歩
き
回
る
。
②
詩
歌
管
絃
を

し
て
楽
し
む
。
③
楽
し
む
。
心
を
慰
め
る
。

□	

あ
だ【
徒
】〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
不
誠
実
だ
。
②
は
か
な
い
。
頼
り
な
い
。

③
無
駄
だ
。

□	

あ
た
ら
し【
惜
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
立
派
だ
。
②
惜
し
い
。
残
念
だ
。

□	

あ
ぢ
き
な
し〈
形
・
ク
活
〉

①
無
意
味
だ
。
無
益
だ
。
②
不
愉
快
だ
。

③
乱
暴
だ
。
無
遠
慮
だ
。

□	

あ
つ
し【
篤
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

病
気
が
ち
だ
。
病
気
が
重
い
。

□	

あ
づ
ま【
東
】〈
名
詞
〉

①
東
国
。
②
鎌
倉
。
鎌
倉
幕
府
。

□	

あ
て【
貴
】〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
高
貴
だ
。
②
上
品
だ
。
優
雅
だ
。

□	

あ
な〈
感
動
詞
〉あ
あ
。あ
ら
。

□	

あ
な
か
し
こ【
あ
な
畏
】

①
あ
あ
、
恐
ろ
し
い
。
②
あ
あ
、
慎
み
な
さ

い
。
あ
あ
、
と
ん
で
も
な
い
。

□	

あ
な
が
ち【
強
ち
】〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
身
勝
手
だ
。
強
引
だ
。
②
む
や
み
だ
。

□	

あ
な
か
ま〈
感
動
詞
〉

あ
あ
、
や
か
ま
し
い
。
し
っ
、
静
か
に
。

□	

あ
な
づ
ら
は
し【
侮
ら
は
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
尊
敬
す
る
に
足
り
な
い
。
②
気
兼
ね
な
い
。

□	

あ
は
れ〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
し
み
じ
み
と
し
て
情
趣
が
深
い
。

②
美
し
い
。
か
わ
い
い
。
③
気
の
毒
だ
。

□	

あ
ふ【
逢
ふ
・
合
ふ
】〈
自
・
四
〉

①
結
婚
す
る
。
②
出
会
う
。
③
調
和
す
る
。

□	

あ
ふ【
敢
ふ
】〈
自
・
下
二
〉

堪
え
る
。
が
ま
ん
す
る
。

□	

あ
へ
し
ら
ふ
〈
他
・
四
〉
①
挨
拶
す
る
。
②
と

り
な
す
。③
取
り
合
わ
せ
る
。

□	

あ
へ
ず【
敢
へ
ず
】

①
た
え
ら
れ
な
い
。
②
〜
し
き
れ
な
い
。

□	
あ
へ
な
し【
敢
へ
無
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
張
り
合
い
が
な
い
。②
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

□	

あ
ま
た【
数
多
】〈
副
詞
〉

①
た
く
さ
ん
。
②
ひ
ど
く
。
非
常
に
。

□	

あ
や
し【
怪
し
・
奇
し
・
賤
し
】〈
形
・
シ
ク
活
〉

①
不
思
議
だ
。
②
珍
し
い
。
③
け
し
か
ら
ぬ
。

④
見
苦
し
い
。
⑤
卑
し
い
。

□	

あ
や
な
し【
文
無
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
筋
が
通
ら
な
い
。
②
つ
ま
ら
な
い
。

□	

あ
や
め
も
し
ら
ず【
文
目
も
知
ら
ず
】

も
の
の
条
理
も
わ
か
ら
な
い
。

□	

あ
や
に
く
な
り【
生
憎
な
り
】〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
意
地
が
悪
い
。
②
都
合
が
悪
い
。

□	

あ
ら
ぬ【
有
ら
ぬ
】〈
連
体
詞
〉

①
他
の
。
無
関
係
な
。
②
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

□	

あ
ら
は
な
り〈
形
動
・
ナ
リ
活
〉

①
ま
る
見
え
だ
。
②
露
骨
だ
。
③
明
白
だ
。

④
表
立
っ
て
い
る
。

□	

あ
ら
ま
し〈
名
詞
・
副
詞
〉

①
願
い
。
②
計
画
。
③
概
略
。

□	

あ
ら
ま
ほ
し〈
形
・
シ
ク
活
〉

望
ま
し
い
。
好
ま
し
い
。
理
想
的
だ
。

□	

あ
り【
在
り
・
有
り
】〈
自
・
ラ
変
〉

①
存
在
す
る
。
②
あ
る
資
質
に
す
ぐ
れ
て
い

る
。
③
〜
と
言
う
。
〜
と
書
く
。

□	

あ
り
が
た
し【
有
り
難
し
】〈
形
・
ク
活
〉

①
め
っ
た
に
な
い
。
珍
し
い
。
②
尊
い
。

□	

あ
り
く【
歩
く
】〈
自
・
四
〉

①
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
動
き
回
る
。
②
訪
問
す

▼
各
語
の
意
味
は
古
文
読
解
上
、
必
須
と
思
わ
れ
る
も
の
を
掲
げ
た
。
特
に
覚
え
て
お
き
た
い
語
の
見
出
し
と
留
意
す
べ
き
意
味
は
色
字
で
示
し
た
。

▼〈
略
号
〉自
＝
自
動
詞

　他
＝
他
動
詞

　形
＝
形
容
詞

　形
動
＝
形
容
動
詞

　補
＝
補
助
動
詞

　ま
た
、
ク
活
・
シ
ク
活
・
ナ
リ
活
、
四
・
上
一
・
上
二
・
下
二
・
サ
変
等

は
活
用
の
種
類
を
示
す
。
□
は
確
認
チ
ェ
ッ
ク
欄
。

重
要
古
文
単
語
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現
編

小
論
文
の
た
め
の
テ
ー
マ
と
キ
ー
ワ
ー
ド

環
境
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

■
地
球
温
暖
化

　
二
酸
化
炭
素（
Ｃ
Ｏ
２
）や
メ
タ
ン
な
ど
の

温
室
効
果
ガ
ス
の
増
加
に
よ
り
、
太
陽
か
ら

の
熱
が
宇
宙
に
放
出
さ
れ
ず
地
球
に
吸
収
さ

れ
、
地
球
の
気
温
が
上
昇
す
る
現
象
。
次
の

よ
う
な
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
温
暖
化

防
止
へ
の
取
り
組
み
が
課
題
で
あ
る
。

①
熱
で
海
水
が
膨
張
し
た
り
氷
河
が
解
け
た

り
し
て
、
海
面
が
上
昇
す
る
。

②
環
境
変
化
に
よ
り
、
希
少
な
生
物
が
絶
滅

し
、
生
物
多
様
性
が
失
わ
れ
る
。

③
マ
ラ
リ
ア
な
ど
熱
い
地
域
で
発
生
す
る
伝

染
病
が
拡
大
す
る
。

④
内
陸
部
で
は
乾
燥
化
が
進
行
し
、
熱
帯
地

域
で
は
台
風
な
ど
の
熱
帯
性
低
気
圧
の
活
動

に
よ
り
、
洪
水
な
ど
の
被
害
が
増
え
る
。

⑤
病
害
虫
が
増
加
し
て
穀
物
の
生
産
に
悪
影

響
を
及
ぼ
し
、
食
糧
危
機
を
招
く
。

■
熱
帯
雨
林
の
減
少
と
砂
漠
化

　
大
規
模
な
森
林
伐
採
や
焼
き
畑
な
ど
に
よ

り
、
森
林
が
急
速
に
減
少
し
て
い
る
。
地
球

上
の
生
物
の
５
～
８
割
が
生
息
す
る
と
い
わ

れ
る
森
林
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
は
、
生
物

多
様
性
の
危
機
を
招
く
。
ま
た
、
二
酸
化
炭

素
を
吸
収
す
る
森
林
が
減
れ
ば
、
温
暖
化
が

進
み
、
水
不
足
を
招
き
、
砂
漠
化
が
進
行
す

る
。
世
界
の
砂
漠
は
毎
年
６
万
平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
も
の
勢
い
で
広
が
っ
て
い
る
。

■
大
気
汚
染

　
工
場
排
煙
や
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
な
ど
の

有
害
物
質
に
よ
り
、
大
気
が
汚
染
さ
れ
る
。

中
国
で
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
頃
よ
り
北
京

市
を
中
心
に
大
規
模
な
大
気
汚
染
が
発
生
。

日
本
で
も
西
日
本
の
広
い
範
囲
で
大
気
汚
染

物
質
Ｐ
Ｍ
２・５
が
観
測
さ
れ
、
中
国
大
陸

か
ら
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

■
水
不
足

　
水
質
汚
染
や
地
球
温
暖
化
に
よ
る
水
の

循
環
の
異
変
、
人
口
増
加
な
ど
か
ら
、
世

界
各
地
の
水
不
足
が
深
刻
だ
。
安
全
な
飲

料
水
を
確
保
で
き
な
い
人
々
は
約
12
億
人
、

二
〇
二
五
年
に
は
世
界
人
口
の
約
２
／
３
が

水
不
足
に
陥
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

■
東
日
本
大
震
災
と
原
発
問
題

　
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
東
日
本
大
震

災
の
発
生
に
よ
り
、
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
で
は
、
原
子
炉
の
炉
心
が
溶
解（
メ
ル

ト
ダ
ウ
ン
）し
た
り
、
水
素
爆
発
が
起
き
た

り
し
た
。
大
量
の
放
射
性
物
質
が
放
出
さ

れ
、
広
範
囲
に
土
壌
汚
染
、
海
洋
汚
染
が
拡

大
。国
際
的
な
原
子
力
事
故
の
評
価
尺
度（
Ｉ

Ｎ
Ｅ
Ｓ
）で
、
旧
ソ
連
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

原
発
事
故
と
並
ぶ「
レ
ベ
ル
７
」と
さ
れ
た
。

　
震
災
の
時
点
で
日
本
に
54
基
の
原
子
力

発
電
所
が
あ
り
、
総
電
力
の
約
30
％
を
占

め
て
い
た
。
し
か
し
、
福
島
原
発
事
故
の

後
、
全
国
の
原
発
は
順
次
活
動
を
停
止
し
、

二
〇
一
二
年
五
月
に
は
す
べ
て
の
原
発
が
停

止
。
安
全
確
認
の
ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
を
経

て
、
同
年
七
月
に
福
井
県
の
大お
お

飯い

原
発
が
再

稼
働
し
た
が
、
安
全
性
に
不
安
を
も
つ
反
原

発
派
の
運
動
が
広
が
っ
た
。
二
〇
一
五
年
八

月
、
鹿
児
島
県
の
川せ
ん

内だ
い

原
発
が
安
全
基
準
を

強
化
し
た
新
規
制
基
準
に
基
づ
き
初
の
稼
働

を
再
開
し
て
以
降
、
二
〇
一
七
年
六
月
現
在
、

五
基
が
稼
働
し
て
い
る
。

■
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
課
題

　
原
発
依
存
見
直
し
の
機
運
が
高
ま
る
一
方
、

電
力
不
足
に
よ
る
経
済
・
産
業
の
停
滞
を
懸

念
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
保
持
の
た
め
に

原
発
が
必
要
と
の
見
方
も
あ
る
。
日
本
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
は
４
％
で
、
他
国
と
比
べ

て
極
め
て
低
い
。
安
定
供
給
の
た
め
に
、
再

■
生
物
多
様
性
の
危
機

　
地
球
上
の
生
物
は
四
〇
億
年
も
の
歴
史
の

中
で
進
化
を
経
て
、
三
〇
〇
〇
万
種
い
る
と

も
い
わ
れ
る
。
各
種
の
豊
か
な
個
性
と
関
係

性
が
保
た
れ
、
遺
伝
子・生
物
種・生
態
系
そ

れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
多
様
な
生
物
が
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
生
物
多
様
性
と
呼
ぶ
。
現
在

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
で
生
物
多
様
性
が
脅
か
さ

れ
て
い
る
。

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
が
期
待
さ
れ
る
。

■
エ
コ
ロ
ジ
ー
へ
の
取
り
組
み

　「
エ
コ
ロ
ジ
ー
」と
は
本
来「
生
態
系
」を
意

味
す
る
が
、
人
間
の
生
活
と
自
然
の
調
和
・

共
存
を
考
え
る
思
想
や
学
問
を
表
す
言
葉
と

し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
略
し
て

「
エ
コ
」と
も
い
う
。
二
酸
化
炭
素
を
極
力
排

出
し
な
い
低
炭
素
社
会
、
環
境
へ
の
負
荷
が

少
な
く
自
然
と
共
存
が
可
能
な
循
環
型
社
会
、

持
続
可
能
な
開
発（
発
展
）な
ど
、
エ
コ
ロ
ジ

カ
ル
な
社
会
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

　
二
〇
〇
九
年
四
月
、
環
境
省
が「
緑
の
経

済
と
社
会
の
変
革
」構
想
を
発
表
し
た
。
施

設
の
エ
コ
改
修
や
環
境
に
や
さ
し
い
交
通
イ

ン
フ
ラ
整
備
、
エ
コ
カ
ー
や
省
エ
ネ
家
電
の

普
及
、
グ
リ
ー
ン
購
入（
環
境
負
荷
が
小
さ
い

も
の
を
優
先
し
て
購
入
す
る
こ
と
）や
リ
サ

イ
ク
ル
の
促
進
、
大
気
・
水
環
境
の
保
全
な

ど
を
推
進
し
、
新
た
な
需
要
と
約
一
四
〇
万

人
の
雇
用
創
出
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

入
試
問
題
例
　
わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
に
つ
い
て
自
分
の
意
見
を
述
べ
な
さ
い
。

（
一
〇
〇
〇
字
、
横
浜
市
立
大
学・医
、
二
〇
一
二
）

◆
考
え
よ
う
・
調
べ
よ
う

・
開
発
途
上
国
の
経
済
発
展
と
、
地
球
温
暖

化
防
止
は
両
立
で
き
る
か
。

◆
考
え
よ
う
・
調
べ
よ
う

・
反
原
発
・
脱
原
発
デ
モ
と
、
日
本
の
民
主

主
義
の
あ
り
方
を
ど
う
考
え
る
か
。

◆
考
え
よ
う
・
調
べ
よ
う

・
絶
滅
危
惧
種
に
指
定
さ
れ
て
い
る
動
植
物

を
調
べ
て
み
よ
う
。

・
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
こ
と
は
な
ぜ
大

切
な
の
か
。

・
日
本
の
農
村
に
残
る
里
山
の
知
恵
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。

【
生
物
多
様
性
に
危
機
が
迫
る
要
因
】

①
乱
獲
や
生
息
地
の
減
少

　
観
賞
や
商
業
利
用
の
た
め
の
乱
獲
で
、
希

少
な
生
物
が
絶
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
。
森
林
伐
採
な
ど
の
自
然
破
壊
に
よ
っ
て
、

生
息
環
境
も
狭
め
ら
れ
て
い
る
。

②
里
山
な
ど
の
手
入
れ
不
足

　
か
つ
て
の
里
山
は
人
が
手
を
加
え
る
こ
と

で
絶
妙
な
生
態
系
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
生
活
の
変
化
や
農
村
の
過
疎
化
な

ど
を
背
景
に
、
そ
の
手
入
れ
が
不
十
分
に
な

る
と
、
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
動
植

物
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
。

③
外
来
種
な
ど
の
影
響

　
人
の
移
動
な
ど
に
と
も
な
い
、
本
来
は
別

の
地
域
に
生
息
す
る
外
来
種
の
生
物
が
入
っ

て
く
る
こ
と
で
、
生
態
系
が
乱
れ
る
。

④
地
球
温
暖
化
の
影
響

　
平
均
気
温
が
１・５
～
２・５
度
上
が
る
と
、

氷
が
解
け
た
り
、
海
面
温
度
が
上
昇
し
た
り

し
て
、
動
植
物
の
20
～
30
％
は
絶
滅
の
リ
ス

ク
が
高
ま
る
と
さ
れ
る
。

過去1000 年の地球の平均気温の変化

1000

－0.4

－0.2

0

0.2

0.4

0.6
（℃）

1200 1400 1600 1800 2000（年）
・基準値（0℃）は、1961～1990年の北半球の地上気温の平均値
・　　は年ごとのデータ
・　　は50年平均値 （「IPCC 第3次評価報告書」より作成）

37％

哺乳類
20％

42％ 25％

14％ 37％

イリオモテヤマネコ、
ラッコ、ジュゴン、
オガサワラオオコウモリなど

コウノトリ、
シマフクロウ、
ライチョウ、
アホウドリなど

ミヤコカナヘビ、
アオウミガメ、
ヤクヤモリ、
エラブウミヘビなど

オオサンショウウオ、
イボイモリ、
ハナサキガエルなど

ゼニタナゴ、
ベニザケ（ヒメマス）、
カワボラ、
テッポウウオなど

ムラサキベニシダ、
ミヤマハナワラビ、
シマヤマソテツ、
ヒメコザクラなど

鳥類 爬虫類

両生類 汽水・
淡水魚類

維管束
植物

日本における絶滅の危機にある生物

（環境庁「第 4次レッドリスト」2017年より作成）

…絶滅危惧種　3,634種

はちゅう

太陽光発電装置付きの住宅群
（名古屋市）

【
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
】

　
南
極
上
空
の
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
が

一
九
七
〇
年
代
に
問
題
と
な
っ
た
。
地

表
に
降
り
注
ぐ
紫
外
線
が
増
加
し
、
皮

膚
が
ん
の
誘
発
や
農
作
物
へ
の
影
響
が

懸
念
さ
れ
た
。
原
因
と
さ
れ
た
フ
ロ
ン

ガ
ス
は
一
九
八
七
年
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル

議
定
書
で
製
造
が
禁
止
さ
れ
た
。

【
京
都
議
定
書
】

　
一
九
九
七
年
に
京
都
開
催
の
国
連
気

候
変
動
枠
組
条
約
の
第
三
回
締
約
国
会

議（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
３
）
で
採
択
。
二
〇
〇
八

年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
に
、
先
進

国
全
体
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を

一
九
九
〇
年
に
比
べ
て
５
％
以
上
削
減

す
る
目
的
を
定
め
た
。

【
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
】

　
太
陽
光
、
風
力
、
水
力
、
地
熱
、
バ

イ
オ
マ
ス（
生
物
資
源
。
廃
材
な
ど

か
ら
作
る
チ
ッ
プ
や
、
発
酵
し
た
植

物
、
動
物
の
排
泄
物
な
ど
か
ら
発
生
す

る
メ
タ
ン
等
）な
ど
、
枯
渇
し
な
い
自

然
エ
ネ
ル
ギ
ー
。
半
永
久
的
に
使
用
で

き
、
温
室
効
果
ガ
ス
を
発
生
せ
ず
、
地

球
温
暖
化
や
自
然
破
壊
の
防
止
に
有
効

で
、
循
環
型
社
会
に
適
し
た
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
あ
る
。
一
方
、
安
定
供
給
面
の
課

題
も
あ
る
。

◥
覚
え
て
お
き
た
い
キ
ー
ワ
ー
ド
◣

【
循
環
型
社
会
】

　
大
量
生
産
、
大
量
消
費
に
よ
っ
て
地

球
環
境
に
負
荷
を
与
え
る
人
間
社
会
の

あ
り
方
を
改
め
、
廃
棄
物
を
減
ら
し
、

再
利
用
や
生
産
物
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ

っ
て
、
自
然
と
人
間
が
持
続
的
に
共
存

で
き
る
よ
う
な
社
会
。

【
生
物
多
様
性
条
約
】

　
一
九
九
二
年
、
生
物
多
様
性
の
保
全

に
世
界
全
体
で
取
り
組
む
た
め
の
ル
ー

ル
と
し
て
採
択
。
先
進
国
が
開
発
途
上

国
を
資
金
面
や
技
術
面
で
支
援
す
る
仕

組
み
も
整
え
た
。

【
低
炭
素
社
会
】

　
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
や
省

エ
ネ
、
森
林
の
保
護
な
ど
に
よ
り
、
二

酸
化
炭
素
を
極
力
増
や
さ
な
い
社
会
。

【
パ
リ
協
定
】

　
二
〇
一
五
年
一
二
月
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
で

採
択
さ
れ
た
、
京
都
議
定
書
以
来
の
国

際
協
定
。
二
〇
年
以
降
の
温
室
効
果
ガ

ス
排
出
削
減
等
の
た
め
、
産
業
革
命
前

か
ら
の
世
界
の
平
均
気
温
上
昇
を
２
度

未
満
に
抑
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
平

均
気
温
上
昇
１
・
５
度
未
満
に
抑
え

る
努
力
を
す
る
こ
と
等
を
規
定
し
た
。

二
〇
一
七
年
、
ア
メ
リ
カ
が
協
定
か
ら

の
離
脱
を
表
明
し
た
。

巻頭・巻末と各編に、� �
興味と知識を広げる特集ページを設置しました。

日本文化体感マップ（祭り／神話／方言／国宝／文学の「聖地巡礼」）
日本文化発信マップ（世界に広がる日本文化）
主要人物相関図／古典文学の妖怪たち
評論への招待／近現代評論史／論壇の最前線
アクセス！夏目漱石
日本文化と漢文／漢字の歩みをたどる
小論文の書き方

巻　頭

巻　末

古典文学編

評 論 編

近現代文学編

漢 文 編

表 現 編

5 4

4

2

5 9
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1

4

調
べ
て
み
よ
う

・ 

 1
〜
1
0
の
祭
0
の
中
で

心
を
も
っ
た
の
祭
を
取
祭

上
げ
、由
来
や
歴
史
、込
め

ら
れ
た
意
味
な
ど
を
調
べ

て
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

・ 

身
近
な
地
域
中
行
わ
れ
て

い
る
の
祭
が
あ
る
か
、
調

べ
て
み
よ
う
。

11
月

８
月

８
月

８
月

８
月

５
月

1　青森ねぶた祭（青森県）　歴史上の人物や歌
舞伎の演目などを題材にした巨大な山

だ
車
し
が町を

運行する。

3　仙台七夕まつり（宮城県）　商店街に出され
る笹

ささ
飾りは手作り。高さ 10m以上の竹を使用し

ている。

2　秋田竿
かん
燈
とう
まつり（秋田県）　豊作祈願やお盆

の行事「眠り流し」が由来。提灯は米俵を模し
ている。

4　神田祭（東京都）
　江戸時代から続く神田明神

の祭り。二年に一度本祭が行われる。

5　天神祭（大阪府）　大阪天満宮創
そう
祀
し
後、天暦

５（951）年に始まった鉾
ほこ
流
ながし
神事、船

ふな
渡
と
御
ぎょ
が起

源とされる。

66　祇
ぎ
園
おん
祭（京都府）八坂神社の

祭礼で、1100 年ほど前、祇園の神
を祀

まつ
り災厄の除去を祈る祇園御

ご
霊
りょう
会
え

を行ったのが始まりとされる。

7　時代祭（京都府）　明
治 28（1895）年に平安
神宮の創建を祝って始め
られた時代行列。

8　葵
あおい
祭（京都府）　下

しも

鴨
がも
神社と上

かみ
賀
が
茂
も
神社の例祭。

『源氏物語』や『枕草子』などに
も記されており、1400年の歴史を誇る。

1　　唐津くん（佐賀県）　くんちは「供
日」とも書き、収穫感謝の意が込められる。
14基の曳

ひき
山
やま
が巡行する。

9　鯨船まつり（三重県）　豊漁と町の安全を祈願し、
氏神・鳥

とり
出
で
神社で行われる。舟形の山車が運行する。

10
月

５
月

７
月

７
月

✓チェック 2 3 1 2 31 ✓チェック

巻
頭
特
集

祭
り
を
み
る

◥
巻
頭
特
集
◣

　日
本
文
化
体
感
マ
ッ
プ

祭
り
を
み
る

　日
本
中
は
全
国
各
地
中
古
く
か
ら
伝
わ

る
の
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
の
祭
0
由
来

や
歴
史
、
込
め
ら
れ
た
意
味
を
知
祭
、
身

近
な
地
域
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
よ
う
。

▼ねぶたの家　ワ・ラッセ　
2011 年１月にオープンした、青森ねぶた祭を体感
できる観光施設。メインゾーンのねぶたミュージ
アム・ねぶたホールでは、毎年祭り本番に出陣し
た大型ねぶたが展示される。
〒 030-0803　青森市安方 1-1-1 TEL 017-752-1311
http://www.nebuta.jp/warasse/

もっと知りたい！

　2016年 11月、日本
の33の「山・鉾

ほこ

・屋台
行事」がユネスコの無形文化遺産に登録された。神

み こ し

輿と
違い、台上に木を植えて山を表現したり、花や人形などで
華やかに飾り付けをした飾りものが巡行する祭礼である。
氏
うじ

子
こ

が中心となって町を練り歩く。691

山・鉾・屋台行事

■
＝
日
本
三
大
祭
り

■
＝
東
北
三
大
祭
り

■
＝
京
都
三
大
祭
り

9 8

方言で気持ちを伝えよう
地域に根ざした話し言葉である方言は、
日常の挨拶や、素直な気持ちを相手に伝える場面にふ
さわしい。似た意味の言葉でも、ニュアンスや使う場
面が異なることもある。
身の回りには、どんな方言があるだろうか。

▼国立国語研究所　https://www.ninjal.ac.jp
方言に関する知識や専門的な研究成果満載。実際
に話されている方言を収録した音声も聴ける。
▼出身地鑑定 !! 方言チャート　
https://ssl.japanknowledge.jp/hougen/

方言に関する2択の質問に答えていくだけで自分
の出身地が当てられてしまう、楽しいチャート。

もっと知りたい！

8

巻
頭
特
集

気候が決める言葉̶̶日本海・太平洋型分布
「しもやけ」を「ゆきやけ」と言う地域は、日本海
側の豪雪地帯とほぼ重なる。また、沖縄には「し
もやけ」を表す言葉自体
が存在しない。同じ現象
でも地域の気候風土に
よって呼び方が変わる有
名な例である。

方言の新しい広がり
かつては「恥ずかしいもの」「隠したいもの」と捉
えられることが多かった方言。近年では、メール
やブログ、SNSなどで、かわいらしさや力強さな
ど特定のイメージを演出す
るために、自分の出身地の
ものではない方言を使って
“ 言葉の仮装 ”を楽しむ「方
言コスプレ」と呼ばれる行
為も増えている。

調
べ
て
み
よ
う

・ 

地
域
の
方
言
や
、
方
言
に

関
わ
る
文
化
に
つ
い
て
調

べ
て
み
よ
う
。

・ 

こ
こ
に
あ
げ
た
中
で
興
味

を
も
っ
た
テ
ー
マ
に
つ
い

て
探
究
し
、
身
の
回
り
に

あ
る
例
を
調
べ
て
み
よ

う
。

本や映像で方言に触れる
夏
なつ

目
め

漱
そう

石
せき

「坊
ぼ

っちゃん」で伊
い

予
よ

弁に触れた人も多いだ
ろう。映画「君の名は。」では、都会と田舎の高校生の
入れ替わりを飛

ひ

驒
だ

弁が効果的に表現している。地方を
舞台にした小説や漫画、映画やドラマなどでは、生き
て使われている方言の魅力をリ
アルに感じることができる。

ホタルも方言を使う？̶̶東西型分布
人が「いる」ことを言う言葉は、東西型の分布
を示す。このような分布は、言語以外に食文化
などにも多く見られる。意外なところでは、ゲ
ンジボタルの発光周期も、この付近を境に、周
期の速い西日本型と遅い東日本型に分かれる。
人間以外の動物にも「方言」があるのだ。

方言に残る古語̶̶周圏分布
東北北部や西日本の一部では、
「目覚める」という意味で「おどろ
く」と言う。これは古語の名残で
ある。民俗学者の柳

やなぎ

田
た

国
くに

男
お

は、このよ
うに文化の中心地から同心円状に広が
る分布を周

しゅう

圏
けん

分布と名づけた。方言の
分布に刻まれた、言葉の歴史の年輪と
も言えるだろう。

“学校方言”
①②…という記号はマルイチ、マルニ…と読まれ
る場合が多いが、山形県ではイチマル、ニマル…
と言う。学校で使われる言葉にも、こ
のような「方言」がある。気づかずに
使っているかも？
▼授業間休みを放課と言う［愛知］
▼学区を校区と言う［西日本］
▼家での予習復習を宅習と言う［宮崎］
▼黒板消しをラーフルと言う［鹿児島］

方言で地域おこし
全国各地の自治体や企業で、方言や地域の歴史・文化を
利用したPRや商品開発が行われている。例えば、福岡
の「博

ばく

神
しん

バリスガー」は、博
はか

多
た

弁や菅
すが

原
わらの

道
みち

真
ざね

をモチーフに
したご当地キャラクター。九州のSUGOCA
や近畿の ICOCAなどIC 乗車券のネーミン
グにも、ご当地の方言
が巧みに取り入
れられている。

古典と方言
そもそも「方言」は「共通語」に対す
る概念だ。古典文学の時代は、関東地方の言葉
が方言だった。『万葉集』には当時の東国方言
を伝える歌が多く残されている。『源氏物語』や
『徒

つれ

然
づれ

草
ぐさ

』などにも、方言に関する記述が見られる。

　　父
ちち

母
はは

が頭
かしら

かき撫
な

で幸
さ

くあれて
　　　　言

い

ひし言
けと

葉
ば

ぜ忘
わす

れかねつる

なもしと菜
な

飯
めし

とは
違うぞな、もし。

好きです

おはよう、
元気？

ごめんなさい

ありがとう

俺、楽
しか
っ

たん
やよ
。

なんしよーとー？

こんにちは

おばんです
こんばんは

あずましい
おちつく

いたましい
もったいない

けっぱれ
がんばれ

めんこい
かわいい

おしょすい
はずかしい

だいじ
だいじょうぶ

やっとかめ
ひさしぶり

はーるかぶり
ひさしぶり

きのどくな
もうしわけない

ようこそなぁ
ありがとう

おおきに
ありがとう

だんだん
ありがとう

しあわせます
ありがとう

すいとうよ
すきだよ

だんだんどうも
こんにちは

めやぐだ
もうしわけない

とじぇね
さみしい

かなさんどー
あいしてる

おやっとさー
おつかれさま にふぇーでーびる

ありがとうございます

✓チェック 2 3 1 2 31 ✓チェック

「目覚める」の意味で
「おどろく」を使う地域

方
言
を
楽
し
む

◥
巻
頭
特
集
◣

　日
本
文
化
体
感
マ
ッ
プ

方
言
を
楽
し
む

　交
通
網
と
情
報
が
発
達
し
た
現
代
で
も
、
各
地
に
は
独

自
の
言
語
や
方
言
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
、

そ
の
地
域
特
有
の
気
候
・
風
土
や
歴
史
・
文
化
が
関
わ
っ
て

い
る
も
の
も
多
い
。
身
の
回
り
の
言
葉
に
目
を
向
け
、
言

葉
の
多
様
性
を
大
切
に
し
よ
う
。「いる」 両方使う、

その他「おる」「ゆきやけ」
「しもやけ」

参考：大西拓一郎編『新日本言語地図』（2016）ほか。方言の使用実態は、 世代や地域により上記と異なる場合がある。
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6
7
8

6

1

4

調
べ
て
み
よ
う

・ 

 1
〜
1
0
の
祭
0
の
中
で

心
を
も
っ
た
の
祭
を
取
祭

上
げ
、由
来
や
歴
史
、込
め

ら
れ
た
意
味
な
ど
を
調
べ

て
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

・ 

身
近
な
地
域
中
行
わ
れ
て

い
る
の
祭
が
あ
る
か
、
調

べ
て
み
よ
う
。

11
月

８
月

８
月

８
月

８
月

５
月

1　青森ねぶた祭（青森県）　歴史上の人物や歌
舞伎の演目などを題材にした巨大な山

だ
車
し
が町を

運行する。

3　仙台七夕まつり（宮城県）　商店街に出され
る笹

ささ
飾りは手作り。高さ 10m以上の竹を使用し

ている。

2　秋田竿
かん
燈
とう
まつり（秋田県）　豊作祈願やお盆

の行事「眠り流し」が由来。提灯は米俵を模し
ている。

4　神田祭（東京都）
　江戸時代から続く神田明神

の祭り。二年に一度本祭が行われる。

5　天神祭（大阪府）　大阪天満宮創
そう
祀
し
後、天暦

５（951）年に始まった鉾
ほこ
流
ながし
神事、船

ふな
渡
と
御
ぎょ
が起

源とされる。

66　祇
ぎ
園
おん
祭（京都府）八坂神社の

祭礼で、1100 年ほど前、祇園の神
を祀

まつ
り災厄の除去を祈る祇園御

ご
霊
りょう
会
え

を行ったのが始まりとされる。

7　時代祭（京都府）　明
治 28（1895）年に平安
神宮の創建を祝って始め
られた時代行列。

8　葵
あおい
祭（京都府）　下

しも

鴨
がも
神社と上

かみ
賀
が
茂
も
神社の例祭。

『源氏物語』や『枕草子』などに
も記されており、1400年の歴史を誇る。

1　　唐津くん（佐賀県）　くんちは「供
日」とも書き、収穫感謝の意が込められる。
14基の曳

ひき
山
やま
が巡行する。

9　鯨船まつり（三重県）　豊漁と町の安全を祈願し、
氏神・鳥

とり
出
で
神社で行われる。舟形の山車が運行する。

10
月

５
月

７
月

７
月

✓チェック 2 3 1 2 31 ✓チェック

巻
頭
特
集

祭
り
を
み
る

◥
巻
頭
特
集
◣

　日
本
文
化
体
感
マ
ッ
プ

祭
り
を
み
る

　日
本
中
は
全
国
各
地
中
古
く
か
ら
伝
わ

る
の
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
。
の
祭
0
由
来

や
歴
史
、
込
め
ら
れ
た
意
味
を
知
祭
、
身

近
な
地
域
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
よ
う
。

▼ねぶたの家　ワ・ラッセ　
2011 年１月にオープンした、青森ねぶた祭を体感
できる観光施設。メインゾーンのねぶたミュージ
アム・ねぶたホールでは、毎年祭り本番に出陣し
た大型ねぶたが展示される。
〒 030-0803　青森市安方 1-1-1 TEL 017-752-1311
http://www.nebuta.jp/warasse/

もっと知りたい！

　2016年 11月、日本
の33の「山・鉾

ほこ

・屋台
行事」がユネスコの無形文化遺産に登録された。神

み こ し

輿と
違い、台上に木を植えて山を表現したり、花や人形などで
華やかに飾り付けをした飾りものが巡行する祭礼である。
氏
うじ

子
こ

が中心となって町を練り歩く。691

山・鉾・屋台行事

■
＝
日
本
三
大
祭
り

■
＝
東
北
三
大
祭
り

■
＝
京
都
三
大
祭
り

9 8

方言で気持ちを伝えよう
地域に根ざした話し言葉である方言は、
日常の挨拶や、素直な気持ちを相手に伝える場面にふ
さわしい。似た意味の言葉でも、ニュアンスや使う場
面が異なることもある。
身の回りには、どんな方言があるだろうか。

▼国立国語研究所　https://www.ninjal.ac.jp
方言に関する知識や専門的な研究成果満載。実際
に話されている方言を収録した音声も聴ける。
▼出身地鑑定 !! 方言チャート　
https://ssl.japanknowledge.jp/hougen/

方言に関する2択の質問に答えていくだけで自分
の出身地が当てられてしまう、楽しいチャート。

もっと知りたい！

8

巻
頭
特
集

気候が決める言葉̶̶日本海・太平洋型分布
「しもやけ」を「ゆきやけ」と言う地域は、日本海
側の豪雪地帯とほぼ重なる。また、沖縄には「し
もやけ」を表す言葉自体
が存在しない。同じ現象
でも地域の気候風土に
よって呼び方が変わる有
名な例である。

方言の新しい広がり
かつては「恥ずかしいもの」「隠したいもの」と捉
えられることが多かった方言。近年では、メール
やブログ、SNSなどで、かわいらしさや力強さな
ど特定のイメージを演出す
るために、自分の出身地の
ものではない方言を使って
“ 言葉の仮装 ”を楽しむ「方
言コスプレ」と呼ばれる行
為も増えている。

調
べ
て
み
よ
う

・ 

地
域
の
方
言
や
、
方
言
に

関
わ
る
文
化
に
つ
い
て
調

べ
て
み
よ
う
。

・ 

こ
こ
に
あ
げ
た
中
で
興
味

を
も
っ
た
テ
ー
マ
に
つ
い

て
探
究
し
、
身
の
回
り
に

あ
る
例
を
調
べ
て
み
よ

う
。

本や映像で方言に触れる
夏
なつ

目
め

漱
そう

石
せき

「坊
ぼ

っちゃん」で伊
い

予
よ

弁に触れた人も多いだ
ろう。映画「君の名は。」では、都会と田舎の高校生の
入れ替わりを飛

ひ

驒
だ

弁が効果的に表現している。地方を
舞台にした小説や漫画、映画やドラマなどでは、生き
て使われている方言の魅力をリ
アルに感じることができる。

ホタルも方言を使う？̶̶東西型分布
人が「いる」ことを言う言葉は、東西型の分布
を示す。このような分布は、言語以外に食文化
などにも多く見られる。意外なところでは、ゲ
ンジボタルの発光周期も、この付近を境に、周
期の速い西日本型と遅い東日本型に分かれる。
人間以外の動物にも「方言」があるのだ。

方言に残る古語̶̶周圏分布
東北北部や西日本の一部では、
「目覚める」という意味で「おどろ
く」と言う。これは古語の名残で
ある。民俗学者の柳

やなぎ

田
た

国
くに

男
お

は、このよ
うに文化の中心地から同心円状に広が
る分布を周

しゅう

圏
けん

分布と名づけた。方言の
分布に刻まれた、言葉の歴史の年輪と
も言えるだろう。

“学校方言”
①②…という記号はマルイチ、マルニ…と読まれ
る場合が多いが、山形県ではイチマル、ニマル…
と言う。学校で使われる言葉にも、こ
のような「方言」がある。気づかずに
使っているかも？
▼授業間休みを放課と言う［愛知］
▼学区を校区と言う［西日本］
▼家での予習復習を宅習と言う［宮崎］
▼黒板消しをラーフルと言う［鹿児島］

方言で地域おこし
全国各地の自治体や企業で、方言や地域の歴史・文化を
利用したPRや商品開発が行われている。例えば、福岡
の「博

ばく

神
しん

バリスガー」は、博
はか

多
た

弁や菅
すが

原
わらの

道
みち

真
ざね

をモチーフに
したご当地キャラクター。九州のSUGOCA
や近畿の ICOCAなどIC 乗車券のネーミン
グにも、ご当地の方言
が巧みに取り入
れられている。

古典と方言
そもそも「方言」は「共通語」に対す
る概念だ。古典文学の時代は、関東地方の言葉
が方言だった。『万葉集』には当時の東国方言
を伝える歌が多く残されている。『源氏物語』や
『徒
つれ

然
づれ

草
ぐさ

』などにも、方言に関する記述が見られる。

　　父
ちち

母
はは

が頭
かしら

かき撫
な

で幸
さ

くあれて
　　　　言

い

ひし言
けと

葉
ば

ぜ忘
わす

れかねつる

なもしと菜
な

飯
めし

とは
違うぞな、もし。

好きです

おはよう、
元気？

ごめんなさい

ありがとう

俺、楽
しか
っ

たん
やよ
。

なんしよーとー？

こんにちは

おばんです
こんばんは

あずましい
おちつく

いたましい
もったいない

けっぱれ
がんばれ

めんこい
かわいい

おしょすい
はずかしい

だいじ
だいじょうぶ

やっとかめ
ひさしぶり

はーるかぶり
ひさしぶり

きのどくな
もうしわけない

ようこそなぁ
ありがとう

おおきに
ありがとう

だんだん
ありがとう

しあわせます
ありがとう

すいとうよ
すきだよ

だんだんどうも
こんにちは

めやぐだ
もうしわけない

とじぇね
さみしい

かなさんどー
あいしてる

おやっとさー
おつかれさま にふぇーでーびる

ありがとうございます

✓チェック 2 3 1 2 31 ✓チェック

「目覚める」の意味で
「おどろく」を使う地域

方
言
を
楽
し
む

◥
巻
頭
特
集
◣

　日
本
文
化
体
感
マ
ッ
プ

方
言
を
楽
し
む

　交
通
網
と
情
報
が
発
達
し
た
現
代
で
も
、
各
地
に
は
独

自
の
言
語
や
方
言
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
、

そ
の
地
域
特
有
の
気
候
・
風
土
や
歴
史
・
文
化
が
関
わ
っ
て

い
る
も
の
も
多
い
。
身
の
回
り
の
言
葉
に
目
を
向
け
、
言

葉
の
多
様
性
を
大
切
に
し
よ
う
。「いる」 両方使う、

その他「おる」「ゆきやけ」
「しもやけ」

参考：大西拓一郎編『新日本言語地図』（2016）ほか。方言の使用実態は、 世代や地域により上記と異なる場合がある。

学習の基礎がしっかり身につく

表現力・語彙力を強化
特色

4「重要古文単語」は各語にチェッ
ク欄付き。教科書作品の用例を
採用するなど、使いやすさや教
科書との連携にも配慮。

古 評 近 漢 表 言

「小論文のためのテーマと
キーワード」では、実際の入
試問題例を掲載しています。

古 評 近 漢 表 言

新指導要領にも対応！

主体的な学習をサポート
特色

5

新指導要領も視野に入
れ、課題探究型学習に
対応する「調べてみよ
う」や、調べる手立て
を示した「もっと知り
たい！」を随所に設置。

古 評 近 漢 表 言

4特色

5特色



各編末尾に、入試問題に挑戦できる� �
「チャレンジ」コーナーを設置しました。

ブックガイドも豊富に掲載。

263 262✓チェック 2 3 1 2 31 ✓チェック

チ
ャ
レ
ン
ジ

チ
ャ
レ
ン
ジ評

論
編

レ
ベ
ル 

Ⅰ

「
読
む
」た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
な
が
ら
、
大
学
入
試
問
題
に
取
り
組
ん
で
み
よ
う
。
⬇
評
論
編
p. 

230

■
次
の
文
章
を
読
み
、
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

1
　か
つ
て
の
日
本
の
川
は
ゆ
る
や
か
に
蛇
行
し
て
い
た
。
水
の
流
れ
は
曲
が
り
く
ね
り
な
が
ら
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
、

と
き
に
河
川
敷
の
草
原
や
林
に
侵
入
し
た
。
私
の
記
憶
の
な
か
に
あ
る
武
蔵
野
の
小
川
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
川
の

流
れ
の
ゆ
が
み
や
た
わ
み
が
、
不
均
等
に
流
れ
ゆ
く
川
の
時
間
を
つ
く
り
だ
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
ゆ
ら
ぎ
つ
つ
流
れ

る
川
こ
そ
、
日
本
の
農
村
の
川
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

2
　い
ま
私
た
ち
は
、
昔
か
ら
の
生
活
が
残
っ
て
い
る
社
会
に
行
く
と
、
そ
こ
で
は
ま
だ
時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い

る
よ
う
な
感
覚
を
い
だ
か
さ
れ
る
。
実
際
都
市
の
時
間
と
村
の
時
間
の
時
間
速
度
の
違
い
は
、
社
会
学
の
テ
ー
マ
の
ひ
と

つ
で
さ
え
あ
っ
た
。

3
　し
か
し
私
は
、
時
間
速
度
の
遅
さ
に
村ａ
の
時
間
の
特
徴
が
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
村
の
時
間
は
、
と
き
に
荒
々

し
く
、
と
き
に
漂
う
よ
う
に
流
れ
て
い
る
。
均
一
に
流
れ
ゆ
く
直
線
的
な
時
間
が
都
市
を
支
配
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ

こ
に
は
ゆ
ら
ぎ
ゆ
く
時
間
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
る
い
は
都
市
で
は
客
観
的
な
時
間
が
人
間
を
管
理

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
村
の
時
間
は
村
人
の
営
み
と
の
関
係
の
な
か
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

4
　農
民
の
一
年
と
は
、
同
じ
速
度
で
歩
む
時
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
は
い
な
い
。
荒
起
こ
し
か
ら
田
植
え
を
終
え
る

ま
で
の
春
、
夏
の
草
取
り
、
秋
の
刈
入
れ
、
そ
ん
な
と
き
時
間
は
、
し
ば
し
ば
凝
縮
さ
れ
た
歩
み
を
み
せ
る
。﹇

　Ⅰ

　﹈

そ
の
合
間
に
あ
ら
わ
れ
る
漂
う
よ
う
な
時
間
。
季
節
の
な
か
で
時
間
は
絶
え
ず
ゆ
ら
い
で
い
る
。

5
　一
日
の
な
か
で
も
同
じ
こ
と
だ
。
畑
仕
事
を
し
て
い
る
と
き
も
、
村
人
た
ち
は
、
凝
縮
さ
れ
た
時
間
と
ま
る
で
惚
け

た
よ
う
な
時
間
を
つ
く
り
だ
す
。
時
間
は
と
き
に
す
ば
や
く
過
ぎ
去
り
、
と
き
に
漂
う
よ
う
に
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
る
。
こＡ

こ
で
は
時
間
は
、
都
市
の
よ
う
に
人
間
た
ち
を
外
か
ら
管
理
し
、
価
値
を
生
み
だ
す
客
観
的
な
基
準
で
は
な
く
て
、
村
人

の
暮
ら
し
と
と
も
に
等
身
大
で
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

6
　﹇

　Ⅱ

　﹈こ
の
都
市
の
時
間
と
村
の
時
間
、
あ
る
い
は
近
代
社
会
が
つ
く
り
だ
し
た
時
間
と
伝
統
的
な
時
間
と
の
相

違
が
、
村
落
共
同
体
が
河
川
改
修
の
主
体
に
な
っ
て
い
た
時
代
と
、
近
代
国
家
が
そ
の
主
体
に
な
っ
た
時
代
と
の
、
川
の

流
れ
の
違
い
を
つ
く
り
だ
し
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
ゆ
ら
ぎ
ゆ
く
水
の
流
れ
を
川
に
求
め
た
思
想
は
、
そ
の
ま
ま

村
人
た
ち
の
時
間
的
世
界
の
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

7
　﹇

　Ⅲ

　﹈こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
か
つ
て
の
武
蔵
野
の
小
川
も
ま
た
、
農
村
の
川
と
し
て
記
憶
の
な
か
に
甦
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
あ
の
小
川
は
曲
が
り
く
ね
り
な
が
ら
、
田
畑
を
流
れ
、
雑
木
林
の
横
を
、
そ
し
て
丘
陵
の
下
を
流
れ

て
い
た
。
農
民
た
ち
は
そ
の
川
か
ら
わ
ず
か
ば
か
り
の
水
田
に
水
を
引
き
、
夕
暮
れ
に
は
岸
辺
で
野
菜
を
洗
っ
た
。

8
　そ
の
川
が
消
え
て
い
っ
た
と
き
、
農
村
と
し
て
の
武
蔵
野
も
ま
た
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
に
新
し
く
移

住
し
て
き
た
市
民
た
ち
が
、
川
に
、
大
地
の
上
で
の
営
み
と
の
結
び
つ
き
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
川
は
単
な

る
水ｂ
路
で
あ
り
、
と
き
に
排
水
路
で
さ
え
あ
っ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
で
あ
っ
た
新
住
民
た
ち
は
、

時
計
の
時
間
と
い
う
均
一
で
、
直
線
的
で
、
客
観
的
な
時
間
に
支
配
さ
れ
て
い
て
、
自
己
の
存
在
と
の
関
係
の
な
か
に
成

立
す
る
農
民
の
時
間
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
遅
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
大
地
や
川
と
と
も
に
つ
く
ら
れ
る
時
間
的
世
界
は
、
そ
れ
を
自
己
の
営
み
の
な
か
に
内
包
し
て
い
る
人
々
だ
け
の
も

の
で
あ
っ
た
。

　
　

（
内う
ち

山や
ま

節た
か
し『
時
間
に
つ
い
て
の
十
二
章
』よ
り
、
福
島
大
学
、
二
〇
一
二

改
題
）

問
１

　空
欄
Ⅰ
〜
Ⅲ
に
共
通
し
て
入
る
接
続
詞
を
選
び
な
さ
い
。

　

　
　
　Ａ

　つ
ま
り

　
　
　

　
　
　Ｂ

　し
か
し

　
　
　

　
　
　Ｃ

　な
ぜ
な
ら

　
　
　

　
　
　Ｄ

　そ
し
て

問
２

　傍
線
部
Ａ
が
さ
し
て
い
る
語
を
文
中
よ
り
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
３

　傍
線
部
ａ「
村
の
時
間
」に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
、
二
つ
答
え
な
さ
い
。

問
４

　

 

傍
線
部
ｂ
「
水
路
」
と
は
、
本
文
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
か
。
三
五
字
以
内
で
説
明
し
な

さ
い
。（
句
読
点
含
む
）

6
　ポ
イ
ン
ト 

❸

 

再
度
現
れ
る
対
比
に
注
意
。
2
の
よ
う

に「
都
市
の
時
間
」「
村
の
時
間
」と
い
う
対
比
の
構
造
が
読

み
取
れ
る
。
こ
の
構
造
が
、「
川
の
流
れ
」
の
違
い
を
生
み

出
し
た
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

4 

5   

「
農
民
の
一
年
」
以
下
ポ
イ
ン
ト 

❹

  

4 

5
が
具
体

例
の
提
示
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
前
段
落
に
あ
る
「
ゆ

ら
ぎ
ゆ
く
時
間
」＝「
村
の
時
間
」に
つ
い
て
、
こ
こ
で
具

体
例
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

1
　「…
ゆ
ら
ぎ
つ
つ
流
れ
る
川
こ
そ
、
日
本
の
農
村
の

川
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
ポ
イ
ン
ト 

❶

  

■
の
強
調
表
現

に
注
意
。
こ
の
文
章
に
お
け
る
基
本
的
な
主
張
が
提
示
さ

れ
て
い
る
。

2
　「都
市
の
時
間
」「
村
の
時
間
」ポ
イ
ン
ト 

❸

 

対
比
の
語

を
押
さ
え
る
。
本
文
章
を
読
み
解
く
ヒ
ン
ト
と
な
る
語
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
把

握
す
る
。

3
　「し
か
し
」
ポ
イ
ン
ト 

❷

  

接
続
詞
（
逆
接
）
の
働
き
に

注
意
。
こ
こ
で
は
、
前
段
落
に
示
さ
れ
た
、
一
般
的
な

「
村
の
時
間
」に
つ
い
て
の
先
入
観
に
対
し
て
否
定
を
示
し
、

筆
者
の
捉
え
方
、
考
え
方
を
後
に
示
し
て
い
る
。

8
　7
を
経
て
、「
都
市
の
時
間
」「
村
の
時
間
」の
あ
り
方

の
違
い
が
、「
水
路
」と「
川
」の
違
い
と
し
て
表
面
に
現
れ

て
き
て
い
る
。

「
都
市
の
時
間
」＝
均
一
に
流
れ
ゆ
く
直
線
的
な
時
間

　
　
　
　
　
　
　⬇「
水
路
」

「
村
の
時
間
」＝
ゆ
ら
ぎ
ゆ
く
時
間

　
　
　
　
　
　⬇（
か
つ
て
の
日
本
の
）「
川
」
　

⬇「
解
答
例
と
解
説
」p. 

266

要
旨

　村
人
の
営
み
と
の
関
係
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
る
、

ゆ
ら
ぎ
ゆ
く
村
の
時
間
を
成
立
さ
せ
る
農
村
の
川
の
流
れ

は
、
近
代
社
会
が
つ
く
り
だ
し
た
均
一
に
流
れ
ゆ
く
直
線

的
な
都
市
の
時
間
の
も
と
に
失
わ
れ
、
流
れ
は
生
活
と
の

結
び
つ
き
を
失
っ
た
水
路
と
な
っ
た
。 

（
一
〇
〇
字
）

17 1616

巻
頭
特
集

■
山や
ま

口ぐ
ち

晃あ
き
ら

『
ヘ
ン
な
日
本
美

術
史
』

■
三み

浦う
ら

し
を
ん

『
ロ
マ
ン
ス
小
説

の
七
日
間
』

■
太だ

宰ざ
い

治お
さ
む

『
斜
陽
』

■
水み
ず

村む
ら

美み

苗な
え

『
増
補 

日
本
語
が
亡

び
る
と
き
』

■
角か
く

田た

光み
つ

代よ

『
今
日
も
一
日

き
み
を
見
て
た
』

■
五ご

島し
ま

邦く
に

治は
る

、
風ふ

う

俗ぞ
く

博は
く

物ぶ
つ

館か
ん『

源
氏
物
語
　

六ろ
く

條じ
ょ
う

院い
ん

の
生
活
』

■
森も
り

見み

登と

美み

彦ひ
こ

『
夜
は
短
し
歩
け

よ
乙
女
』

■
北き
た

原は
ら

保や
す

雄お
（
編
）

『
問
題
な
日
本
語
』

■
高た
か

木ぎ

和か
ず

子こ

『
平
安
文
学
で
わ

か
る
恋
の
法
則
』

■
林は
や
し

忠た
だ

彦ひ
こ

『
文ぶ
ん

士し

の
時
代
』

■
尾お

崎ざ
き

翠み
ど
り

『
第
七
官
界
彷ほ
う

徨こ
う

』

■
池い
け

谷が
や

裕ゆ
う

二じ

『
単た
ん

純じ
ゅ
ん

な
脳
、
複ふ
く

雑ざ
つ

な「
私
」』

■
川か
わ

上か
み

弘ひ
ろ

美み

『
ざ
ら
ざ
ら
』

■
川か
わ

口ぐ
ち

淳じ
ゅ
ん

一い
ち

郎ろ
う

『
は
や
ぶ
さ
、
そ
う

ま
で
し
て
君
は
』

■
村む

ら

上か
み

春は
る

樹き

『
海
辺
の
カ
フ
カ
』

■
漆う
る
し
ざ
わ沢
そ
の
子こ

、
マ
ン
ガ

で
わ
か
る
歌か

ぶ

き
舞
伎
編へ
ん
し
ゅ
う
ぶ

集
部

『
マ
ン
ガ
で
わ
か
る
歌
舞
伎
』

■
池い

け

澤ざ
わ

夏な
つ

樹き

『
ハ
ワ
イ
イ
紀
行
　

完
全
版
』

■
田た

中な
か

修お
さ
む

『
植
物
は
す
ご
い
』

■
Ｊ
・
Ｒ
・
Ｒ
・
ト
ー

ル
キ
ン
　

『
指
輪
物
語
』

■
阿あ

部べ

公ま
さ

彦ひ
こ

ほ
か（
監

修
）

『
世
界
の
文ぶ
ん

豪ご
う

の
家
』

■
小お

野の

不ふ

由ゆ

美み

『
月
の
影
　
影
の
海
』

■
青あ
お

山や
ま

剛ご
う

昌し
ょ
う（
原
作
）阿あ
部べ
ゆ
た
か

（
ま
ん
が
）『
名
探
偵
コ
ナ
ン
推
理

フ
ァ
イ
ル
　
漢
字
と
か
な
の
謎
』

■
セ
ル
バ
ン
テ
ス

『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』

■
吉よ
し

岡お
か

幸さ
ち

雄お

『
王
朝
の
か
さ
ね
色

辞
典
』

■
西に

し

加か

奈な

子こ

『
舞
台
』

■
香こ
う

日ひ

ゆ
ら

『
先
生
と
僕
』

■
三み

浦う
ら

佑す
け

之ゆ
き

『
古
事
記
を
旅
す
る
』

鳥
ちょう

獣
じゅう

戯
ぎ

画
が

、雪
せっ

舟
しゅう

、洛
らく

中
ちゅう

洛
らく

外
がい

図
ず

、そして西洋的写実
を知った日本人絵師たち
の苦悩と試行錯誤。画家
ならではの視点で語られ
た新しい美術史。

翻訳家のあかり。翻訳中
のロマンス小説と現実の
恋愛がシンクロしてとん
でもないことに。ほんと
うの愛はどこにある？
➡ P.359 三浦しをん

敗戦により没落貴族と
なった母と娘、その弟。
娘は破綻する恋に向かっ
て突き進む。「斜陽族」
の流行語を生んだ作品。
➡ P.333 太宰治

明治来の日本語は英語の
普遍化により岐路に立た
されている。豊かな文学
を生み出してきた日本語
への認識が新たになる。
➡ P.255 水村美苗

ひょんなことから角田家
にやってきた子猫のトト。
小さなトトを愛おしみ、
共に暮らす喜びの日々を
つづったフォトエッセイ。
➡ P.352 角田光代

『源氏物語』の名場面を
精巧な模型で再現。平安
貴族の生活や文化を具体
的に知ることができる。
➡ P.26 ～ 65 古典の舞台・
暮らし

さえない男子学生が後輩
女子を追い求めるうち、
不思議な事件に巻き込ま
れてゆく。2人の視点か
ら交互に描く恋物語。
➡ P.359 森見登美彦

「全然いい」「なにげに」
など、気になる言葉を解
説。何がおかしいのか、
なぜそんな表現が生まれ
るのか知ることができる。
➡ P.251 北原保雄

平安文学でおなじみの文
章を素材に、古典の世界
のさまざまな「お約束」
を分かりやすく説明。現
実でも恋愛上手になれる
かもしれない。

太
だ

宰
ざい

治
おさむ

、川
かわ

端
ばた

康
やす

成
なり

、谷
たに

崎
ざき

潤
じゅん

一
いち

郎
ろう

、三
み

島
しま

由
ゆ

紀
き

夫
お

ら
がモノクロ写真のなかに
よみがえる。レンズを通
して作家と時代が浮かび
上がる写真文集。

兄たちと暮らしながら、
人間の五官と第六感を超
えた第七官に響くような
詩を書きたいと願う町子。
彼女の恋の行方が独特の
感覚でつづられる。

著者が高校生に語った脳
科学の講義録。巧妙な脳
の仕組み、私とは何か、
心はなぜ生まれるのか。
最前線の動向を知る。
➡ P.236 池谷裕二

夏の公園で、正月ごっこ
のこたつで、恋はふと
やってくる。恋愛をテー
マにした 23 の物語を集
めた短編集。
➡ P.352 川上弘美

小惑星探査機生みの親に
よる、プロジェクトの全
貌。日本の宇宙開発がど
のような目的・意義を
もって取り組まれている
か知ることができる。

「世界でいちばんタフ」
な 15 歳になるため家出
した少年。猫と話ができ
る老人。二つの物語はあ
る歴史上の事件へとつな
がる。➡ P.348 村上春樹

歌舞伎の基礎知識と、50
演目のあらすじ、名ぜり
ふ、鑑賞ポイントなどを
漫画と文で解説。
➡ P.182 平家物語の世界
➡ P.223 浄瑠璃と歌舞伎

島本来の言葉では、ハワ
イイと発音される南国の
楽園ハワイ。その文化や
風土、歴史を綿密な取材
と深い愛着で伝える。
➡ P.350 池澤夏樹

アサガオに毒があるって
知っていた？　身近な植
物が身を守り子孫を残す
ためのさまざまな仕組み
について、「目からうろ
こ」の知識が得られる。

世界中で読み継がれる傑
作ファンタジー。ホビッ
ト族のフロドとその仲間
たちの、恐ろしい闇の力
をもつ「一つの指輪」を
葬るまでの旅を描く。

エドガー・アラン・ポー
をはじめとした世界各国
の文豪の家を写真で紹介。
名作が生まれた現場を知
ることができる。
➡ P.396 外国の文学

女子高生の陽
よう

子
こ

は、海に
映る月の光をくぐりぬけ、
異界にたどり着いた。帰
るあてのない孤独な旅が
始まった。「十二国記」
シリーズの第一作。

漢字誕生からかなの発生
までの謎を、推理漫画で
解き明かす。六

りく

書
しょ

・熟語・
字典の構成まで、漢字の
すべてがわかる。➡P.410
漢字のあゆみをたどる

自らを伝説の騎士と思い
込んだ主人公は世の不正
を正そうと遍

へん

歴
れき

の旅に出
る。見当違いの敵に立ち
向かっていくのだが…。
➡ P.400 セルバンテス

襲
かさね

の色彩 240 種を伝統の
植物染で復元。平安時代
の文学に登場する色の記
述も取り上げ、古人の色
彩感を知ることができる。
➡ P.40 女性の装束

初のニューヨーク一人旅で、
盗難にあい、無一文となっ
てしまった葉

よう

太
た

。「助けて」
の一言が言えない葉太は
どう成長したか。
➡ P.357 西加奈子

夏
なつ

目
め

漱
そう

石
せき

とその友人・門
下生の日常を描く 4コマ
漫画。エピソードを知る
ことで明治の作家たちが
身近に感じられる。
➡ P.308 夏目漱石

沖ノ島、出
いずも

雲大社、高
たか

千
ち

穂
ほ

など、『古事記』ゆかり
の地を案内。神話の世界
へタイムトリップしよう。
➡ P.6 神話を知る
➡ P.150 古事記

新
た
な
こ
と
を
知
り
た
い
と
き
、

興
味
を
も
っ
た
こ
と
を
よ
り
深
く

知
り
た
い
と
き
、
ま
ず
は
本
を
開

こ
う
。

淡
い
恋
、
熱
い
恋
、
猫
へ
の
恋
？

―
―
い
ろ
い
ろ
な
恋
に
次
々
に
浸

れ
る
の
も
、
読
書
な
ら
で
は
。

外
国
へ
、
異
世
界
へ
、
あ
て
の
な

い
旅
へ
。
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
出
発

し
よ
う
。

◥
巻
頭
特
集
◣
　
世
界
を
広
げ
る

 

ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド 

本
の
世
界
は
広
く
、
奥
深
い
。
ま
ず
は
好
き
な
作
家
の
本
、
興
味
を
も
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
本
な
ど
、

何
で
も
気
軽
に
手
に
取
っ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
を
８
つ
の
テ
ー

マ
で
紹
介
す
る
。
調
べ
る
と
き
に
も
役
立
つ
本
に
は
、

マ
ー
ク
を
付
け
た
。

の色彩 240 種を伝統の平安文学でおなじみの文

『源氏物語』の名場面を

歌舞伎の基礎知識と、50

✓チェック 2 3 1 2 31 ✓チェック

世
界
を
広
げ
る
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

恋
す
る

知
る

旅
す
る

「チャレンジ」コーナーで
は、実際の入試問題を使い、
読み方・解き方のポイント
を丁寧に解説。

古 評 近 漢 表 言

ブックガイドでは、� �
「知る」「恋する」「旅する」「考え
る」「挑む」「味わう」「楽しむ」「つ
ながる」の8つのテーマで本を紹介。
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