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2国語教室　第111号　2019年10月

こ
と
わ
ざ
こ
そ
、
日
本
の
聖
典

─
先
生
は
し
ば
し
ば
日
本
語
、
つ
ま
り
大
和
言
葉
の

美
し
さ
や
響
き
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
、
ま
ず
は
そ
う
い
う
点
か
ら
お
話
し
い
た

だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
現
在
の
社
会
を
見
て
い
ま
す
と
、
非
常
に
漢
字

偏
重
の
傾
向
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。
で
も
日
本
の

伝
統
を
考
え
ま
す
と
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
あ
ま
り

正
し
く
な
い
。

　
た
と
え
ば
日
本
に
は
、
書
物
と
し
て
の
バ
イ
ブ

ル
っ
て
な
い
で
し
ょ
う
。
漢
字
を
伝
え
て
く
れ
た

中
国
に
は
『
論
語
』
や
『
詩
経
』
と
い
っ
た
聖
典

が
き
ち
ん
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
。『
古
事
記
』
や

『
源
氏
物
語
』
も
、や
は
り
他
国
で
い
う
と
こ
ろ
の

バ
イ
ブ
ル
と
は
違
う
と
思
い
ま
す
。
じ
ゃ
あ
日
本

民
族
が
伝
統
と
し
て
伝
え
て
き
た
聖
典
っ
て
果
た

し
て
何
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
私
は
こ
と
わ
ざ

だ
と
思
い
ま
す
。
こ
と
わ
ざ
と
い
う
の
は
、
漢
字

に
代
表
さ
れ
る
書
き
言
葉
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま

で
も
古
代
の
人
々
の
話
し
言
葉
が
も
と
に
な
っ
て

い
ま
す
よ
ね
。
日
本
人
が
書
き
言
葉
と
し
て
で
は

な
く
、
口
承
伝
承
と
し
て
今
に
至
る
ま
で
ず
っ
と

伝
え
て
き
た
大
切
な
聖
典
。
そ
う
い
う
も
の
と
し

て
私
は
こ
と
わ
ざ
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

〈インタビュー〉
国文学者、教育者

中西進

今に生きる言語文化

西
にし

一
かず

夫
お

聞き手：

信州大学教育学部教授

急速なグローバル化が進み、異なる国や文化に属する人々との関わりが、

今後ますます重要となってくる現代。

このような新時代「令和」に生きる私たちが、今こそ見つめ直すべき

「我が国の言語文化」とはどういったものなのでしょうか。

『万葉集』をはじめとする、日本の古典文学研究の第一人者・中西進先生に、

じっくりとお話をうかがいました。
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日
本
の
聖
典
が
文
字
と
し
て
、
つ
ま
り
証
拠
に

な
る
も
の
と
し
て
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
と
い

う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
頼
り
な
い
よ
う
な
気
も
す
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
逆
に
言
う
と
、
口
か

ら
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
、
わ
が
国
で
は
証
文
と
同

じ
よ
う
な
働
き
を
し
て
き
た
と
も
い
え
ま
す
。
そ

う
い
う
、
書
き
言
葉
よ
り
も
話
し
言
葉
を
大
切
に

し
て
き
た
と
い
う
言
語
的
背
景
が
日
本
に
は
あ
る

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
音
声
言
語
、
く
ち

び
る
言
葉
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
大
切
に
な
っ

て
く
る
。
で
す
か
ら
、
言
葉
が
本
来
も
っ
て
い
る

響
き
と
か
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
か
、
そ
う
い
う

生
き
た
感
覚
を
教
え
る
の
が
最
も
重
要
な
言
語
教

育
だ
と
思
い
ま
す
。

音
読
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
響
き
を
味
わ
お
う

─
今
回
の
学
習
指
導
要
領
で
も
、
全
校
種
で
「
音
読
」

や
「
暗
唱
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
や
は
り
一

生
懸
命
声
に
出
す
こ
と
で
、
頭
で
は
な
く
体
に
落
と
し

込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
ね
。

　
以
前
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
こ

と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
私
、
台
本
に
は
イ
ン
ト
ネ

ー
シ
ョ
ン
と
か
間
合
い
と
か
、
細
か
い
指
示
も
全

部
書
い
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す

特集：令和時代に考える言語文化

●中西進（なかにし　すすむ）
『万葉集』をはじめとする日
本の古典文学研究のほか、
小学生に古典の面白さを伝
える授業「万葉みらい塾」
などの活動で知られる。著
書に『万葉の秀歌』、『ひら
がなでよめばわかる日本語』
など。
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が
、実
際
に
見
て
み
る
と
あ
る
の
は
台
詞
だ
け
で
、

最
低
限
の
動
き
の
指
示
し
か
書
い
て
い
な
か
っ
た

の
で
驚
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
テ
レ
ビ

や
映
画
で
観
る
立
体
的
な
動
き
と
か
迫
力
と
か

は
、
俳
優
が
台
本
か
ら
読
み
取
っ
た
後
に
表
現
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
見
て
、
や

は
り
書
き
言
葉
は
た
だ
視
覚
的
に
意
味
を
も
っ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
音
声
言
語
に
は
細

か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
か
呼
吸
と
か
声
の
響
き
と
か

が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
て
、
無
限
の
可
能
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
国
語
の
教
育
で
も
同
じ
で
、
教
室
で
文

章
を
黙
読
し
て
い
る
と
き
、
人
間
の
脳
は
ご
く
限

ら
れ
た
活
動
し
か
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
声
に
出
し

て
読
む
こ
と
で
、
脳
の
働
き
は
劇
的
に
変
わ
り
ま

す
ね
。
少
な
く
と
も
字
を
追
っ
て
い
た
ら
い
つ
の

間
に
か
寝
て
い
た
、
な
ん
て
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い（
笑
）。
だ
か
ら
黙
読
だ
け
の
学
習
と
い
う
の

は
、
本
当
に
限
ら
れ
た
生
命
活
動
で
し
か
な
い
。

そ
れ
が
音
読
と
い
う
活
動
を
通
す
だ
け
で
、
わ
れ

わ
れ
の
言
葉
に
関
す
る
意
識
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
に

近
い
形
で
総
動
員
さ
れ
る
と
い
う
、
こ
の
違
い
は

そ
う
簡
単
に
見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
問
題
で

す
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
子
ど
も
た
ち
の
文
章
へ
の

解
釈
や
理
解
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。

─
先
生
の「
万
葉
み
ら
い
塾
」に
参
加
し
た
小
学
生
の

感
想
を
読
ん
で
い
ま
す
と
、万
葉
歌
の
音
読
を
通
し
て

「
細
か
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、歌
わ
れ
て
い
る
の

は
た
ぶ
ん
こ
ん
な
風
景
だ
」っ
て
答
え
た
子
が
多
い
ん

で
す
よ
ね
。そ
れ
は
や
は
り
声
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て

子
ど
も
た
ち
の
中
で
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
が
広
が
っ
て
、

歌
の
世
界
に
つ
な
が
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「
万
葉
み
ら
い
塾
」
で
の
主
体
的
な
授
業

　
数
学
や
物
理
な
ど
が
典
型
的
で
す
が
、
今
の
学

校
で
は
ま
ず
は
定
理
や
公
理
と
い
っ
た
一
般
的
な

も
の
か
ら
始
ま
っ
て
、次
に
一
つ
一
つ
の
ケ
ー
ス

を
考
え
て
い
く
と
い
う
教
え
方
が
、重
視
さ
れ
て

き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。も
ち
ろ
ん
、そ
れ

で
う
ま
く
い
く
学
問
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、し
か

し
こ
れ
は
人
間
の
本
能
的
な
、自
然
な
発
想
と
は

全
く
逆
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で

す
。た
と
え
ば
赤
ち
ゃ
ん
は
、近
く
に
あ
る
も
の
を

何
で
も
触
っ
て
、学
習
し
て
い
く
。生
活
全
部
が
ケ

ー
ス
ス
タ
デ
ィ
で
す
よ
ね
。触
っ
た
り
泣
い
た
り

と
い
う
ケ
ー
ス
を
一
つ
ず
つ
重
ね
て
い
く
中
で
、

徐
々
に
ト
ー
タ
ル
な
も
の
が
わ
か
っ
て
い
く
と
い

う
の
が
、本
来
の
人
間
の
営
み
で
あ
る
は
ず
で
す
。

　
私
が
こ
れ
を
感
じ
た
の
が
、「
万
葉
み
ら
い
塾
」

で
の
授
業
で
す
。
こ
の
第
一
回
目
で
、
小
学
六
年

生
の
子
供
た
ち
に
和
歌
を
テ
ー
マ
に
し
た
授
業
を

し
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
学
校
に
行
っ
た

と
き
に
、
校
庭
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
花
が
咲
い
て

い
る
の
が
見
え
た
の
で
、
私
が
ま
ず
「
校
庭
に
　

き
れ
い
に
咲
い
た
　
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
花
」
と
示

し
て
、
上
の
二
句
を
変
え
て
い
っ
て
ご
ら
ん
と
言

っ
た
ら
、み
ん
な
わ
い
わ
い
手
を
挙
げ
ま
し
て
ね
。

中
に
は
「
午
後
六
時
　
つ
ぼ
み
に
か
え
る
　
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
の
花
」
な
ん
て
言
っ
た
子
も
い
て
、
大

変
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
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歌
を
つ
な
げ
る
と
、「
校
庭
に
　
き
れ
い
に
咲
い
た

午
後
六
時
　
つ
ぼ
み
に
か
え
る
　
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

の
花
」と
、五
七
五
七
七
の
和
歌
が
一
つ
で
き
ま
す

よ
ね
。
和
歌
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
説
明
な
ん
て

し
な
い
で
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
と
い
う
一
つ
の
事
例

を
も
と
に
授
業
を
し
た
ら
、
み
ん
な
お
も
し
ろ
が

っ
て
和
歌
と
い
う
全
体
を
理
解
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
。

─
今
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
、
今
回
の
学
習

指
導
要
領
で
言
わ
れ
て
い
る
「
主
体
的
、
対
話
的
で
深

い
学
び
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
先
生
の
授
業
で
実

現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
こ
の
「
万
葉
み
ら
い
塾
」
は
計
六
十
六
回
や
り

ま
し
た
が
、最
も
成
功
し
た
の
は
忘
れ
も
し
な
い
、

あ
る
学
校
で
し
た
。生
徒
た
ち
が
沸
き
に
沸
い
て
、

大
成
功
で
終
わ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
あ
と
に
校

長
先
生
と
話
し
て
い
た
ら
、「
実
は
あ
の
ク
ラ
ス

は
、
二
か
月
く
ら
い
前
ま
で
学
級
崩
壊
を
起
こ
し

て
い
て
、
誰
も
手
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す

よ
」と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
驚
い
て
、

成
功
の
理
由
は
何
だ
っ
た
の
か
な
と
考
え
た
ん
で

す
が
、
結
局
は
生
徒
た
ち
に
主
体
性
・
自
主
性
を

与
え
た
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
今
、

「
対
話
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、私
は
も
と
も

と
教
え
る
こ
と
な
ん
て
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
で
き
る
の
は
生
徒
と
の
対
話
だ
け
で
す
。
そ

れ
も
常
に
生
徒
の
ほ
う
か
ら
話
を
引
き
出
す
よ
う

に
、
必
ず
ど
ん
な
質
問
に
も
向
き
合
う
よ
う
に
し

て
い
ま
し
た
。

日
本
語
の
幅
広
さ
を
感
じ
る

─
最
初
に
こ
と
わ
ざ
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今

の
生
徒
た
ち
は
こ
と
わ
ざ
や
故
事
成
語
な
ど
を
、
あ
ま

り
日
々
の
会
話
で
使
わ
な
く
な
っ
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
そ
の
点
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

　
こ
と
わ
ざ
に
つ
い
て
は
、
文
字
言
語
か
音
声
言

語
か
と
い
う
こ
と
で
話
を
し
ま
し
た
け
ど
も
、
こ

と
わ
ざ
に
は
さ
ら
に「
幅
広
さ
」と
い
う
特
徴
も
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ひ
と
つ
の
こ
と
わ
ざ
に
対
し

て
、必
ず
反
対
の
意
味
の
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。た
と

え
ば「
渡
る
世
間
に
鬼
は
な
い
」と
い
っ
た
ら
、「
人

を
見
た
ら
泥
棒
と
思
え
」、と
い
っ
た
調
子
で
す
。

こ
れ
は
、
こ
と
わ
ざ
が
ど
ん
な
場
合
に
も
役
立
つ

言
語
体
系
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
こ
う
言
う
と
逆
に
、「
こ
と
わ
ざ
に
は
一
つ
の

思
想
が
な
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
わ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て

特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
ポ
リ
シ
ー
な
ん
か
を
超

え
て
い
く
、
力
強
い
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
言
う

べ
き
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
こ
と
わ
ざ
は
あ
ら
ゆ

る
場
合
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
救
い
の
手
を
差
し

伸
べ
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
す
ご
い
こ
と
で
す
。

　
こ
う
い
う
幅
広
さ
は
こ
と
わ
ざ
に
限
り
ま
せ
ん
。

先
日
録
音
の
仕
事
を
し
て
い
た
ら
、
業
者
の
人
が

「
優
し
い
」と
い
う
言
葉
が「
恥
ず
か
し
い
」と
い
う

意
味
に
も
な
る
こ
と
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
、
と

言
う
ん
で
す
。恥
ず
か
し
い
と
思
う
時
に
は
、自
分

が
そ
の
瞬
間
と
て
も
優
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
傲

慢
な
人
と
い
う
の
は
、
相
手
に
対
し
て
自
分
が
恥

ず
か
し
い
と
思
わ
な
い
人
間
の
こ
と
で
す
か
ら
。

逆
に
恥
ず
か
し
い
と
思
う
か
ら
ふ
る
ま
い
が
優
し

く
な
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
反
対
の
意

特集：令和時代に考える言語文化

西一夫（にし　かずお）信州大学教育学部教授。
専門は日本古代文学・古典文学・古典文学教育。
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味
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

　
同
じ
こ
と
で
す
が
、
み
な
さ
ん
は
知
ら
な
い
う

ち
に
辞
書
に
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。
辞
書
が
挙

げ
る
①
②
③
…
の
意
味
の
う
ち
の
ど
れ
に
当
た
る

か
、
な
ど
と
辞
書
を
見
る
の
で
は
な
く
て
、
①
②

③
…
の
す
べ
て
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
だ
と
考
え

る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
こ
そ
辞
書
を
使
っ
て

い
る
こ
と
で
、
そ
の
反
対
で
は
辞
書
に
人
間
が
使

わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
近
頃
、「
令
和
」
の
「
令
」
と
い
う
字
で
、
そ
う

い
う
こ
と
を
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
よ
。「
令
」の
意

味
で
、「
②
に
『
命
令
』
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
こ

れ
は
悪
い
元
号
だ
」と
言
う
ん
で
す
。「
じ
ゃ
あ
あ

な
た
は
命
令
さ
れ
た
ら
何
で
も
言
う
こ
と
聞
く
ん

で
す
か
」
と
言
っ
た
ら
、「
い
え
、
い
い
命
令
は
聞

き
ま
す
が
悪
い
命
令
な
ら
聞
き
ま
せ
ん
」と
言
う
。

じ
ゃ
あ
人
を
聞
く
気
に
さ
せ
る
ほ
ど
い
い
命
令
な

ん
だ
か
ら
、「
令
」
は
本
来
い
い
意
味
で
は
な
い
で

す
か
。
こ
れ
も
や
は
り
辞
書
に
使
わ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
で
は
な
く
、「
令
」
は
善

や
、
立
派
さ
や
、「
命
令
さ
れ
、
使
役
さ
れ
る
ほ
ど

に
い
い
こ
と
」
を
指
す
。
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て

き
た
全
部
の
、
も
っ
と
幅
広
い
意
味
合
い
や
歴
史

を
背
負
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に

辞
書
を
使
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

古
典
が
好
き
に
な
っ
た
き
っ
か
け

─
で
は
最
後
に
、
古
典
に
つ
い
て
う
か
が
い
た
い
と

思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
「
万
葉
み
ら
い
塾
」
で
和
歌
な
ど

を
楽
し
ん
で
学
ん
だ
と
い
う
子
供
た
ち
の
お
話
が
あ
り

ま
し
た
が
、
現
代
で
は
古
典
嫌
い
の
生
徒
た
ち
が
と
て

も
多
い
よ
う
で
す
。
生
徒
た
ち
が
古
典
を
身
近
な
も
の

に
感
じ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
心
が
け
れ
ば
よ

い
の
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
は
私
は
、
生
徒
だ
け
じ
ゃ
な
く

教
え
る
側
の
先
生
に
も
お
願
い
し
た
い
こ
と
が
あ

る
ん
で
す
。
そ
れ
は
教
え
る
と
き
に
、「
自
分
で
鎧

を
着
て
い
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
私
は
「
中
西
さ
ん
は
い
つ
、
万
葉

を
志
し
た
ん
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
い
つ
も

高
校
時
代
の
あ
る
先
生
の
こ
と
を
思
い
出
す
ん
で

す
。
そ
の
先
生
が
『
万
葉
集
』
の
授
業
を
し
て
い

て
、「
な
ん
か
質
問
な
い
か
」
と
言
っ
た
。
で
も
誰

も
質
問
せ
ず
黙
っ
て
い
た
ら
、
先
生
が
「
お
前
た

ち
に
は
学
習
意
欲
が
な
い
」
と
言
っ
て
怒
り
だ
し

て
し
ま
っ
た
。
仕
方
が
な
い
か
ら
私
が
手
を
挙
げ

て
、「
今
の
歌
に
赤
人
と
か
黒
人
と
か
っ
て
名
前
が

出
ま
し
た
が
、
先
生
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
な

ん
で
す
か
」と
聞
い
た
ん
で
す
。
す
る
と
先
生
は
、

「
そ
れ
は
俺
も
わ
か
ら
ん
」と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ

の
瞬
間
に
私
、
そ
の
先
生
へ
の
信
頼
感
が
ぐ
ー
ん

と
増
し
ま
し
た
。
後
か
ら
調
べ
て
み
た
ら
、
そ
の

先
生
は
俳
諧
の
専
門
家
だ
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら

専
門
的
に
勉
強
さ
れ
て
い
て
、
自
信
も
あ
っ
た
は

ず
で
す
。
自
信
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
知
ら
な
い

こ
と
は
知
ら
な
い
」
と
と
て
も
正
直
に
お
っ
し
ゃ

れ
た
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
姿
勢
を
示
す
こ
と
が

最
大
の
教
育
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
私
、
そ
の

先
生
を
今
で
も
尊
敬
し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
の
授
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業
か
ら
私
は
、
国
語
や
古
典
が
好
き
に
な
っ
た
と

言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
今
現
場
で
が
ん
ば
っ
て
お
ら
れ
る
先

生
方
も
、「
自
分
は
先
生
な
ん
だ
か
ら
何
で
も
知
っ
て

い
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
」
と
鎧
を
着
な
い
で
ほ
し
い

で
す
ね
。
そ
れ
で
は
逆
に
生
徒
に
と
っ
て
、
古
典
へ
の

垣
根
が
高
く
感
じ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
。
人
間

で
す
か
ら
、
知
ら
な
い
こ
と
は
な
ん
で
も
な
い
ん
で

す
。「
知
ら
な
い
こ
と
が
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
、
知

ろ
う
と
し
な
い
こ
と
が
い
け
な
い
ん
だ
」
と
い
う
精

神
で
い
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
古
典
と
言
葉
を
愛
す
る

　
そ
し
て
、
子
供
た
ち
が
ど
う
す
れ
ば
古
典
を
好

き
に
な
る
か
と
い
う
お
話
で
す
が
、
そ
れ
に
は
と

に
か
く
古
典
を
自
分
の
も
の
と
し
て
、
愛
す
る
こ

と
が
大
事
だ
と
伝
え
た
い
。

　
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
と
、
な
ん
で

光
源
氏
は
こ
ん
な
に
も
苦
し
む
ん
だ
ろ
う
と
思

う
。
他
の
人
物
に
し
て
も
、
み
ん
な
愛
を
求
め
な

が
ら
、
苦
し
ん
で
生
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
六
条

御
息
所
の
よ
う
な
人
に
な
り
ま
す
と
、
も
う
完
全

に
我
々
の
条
理
を
超
え
た
、
不
思
議
な
も
の
が
人

間
に
は
あ
る
ん
だ
な
ぁ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
愛
に
関
す
る
こ
と
と
か
、
昔
か

ら
ず
っ
と
続
い
て
き
た
、
私
た
ち
人
間
に
共
通
で

普
遍
的
な
こ
と
が
、古
典
に
は
描
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
古
典
は
決
し
て
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の

中
だ
け
に
保
存
し
て
お
く
も
の
じ
ゃ
な
く
て
、
自

分
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
べ
き
、
普
遍
的
な
価
値

を
も
っ
た
も
の
で
す
。自
分
の
も
の
だ
と
思
え
ば
、

自
然
と
古
典
を
大
事
に
し
ま
す
。
　
　

　
そ
し
て
、
古
典
を
愛
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は

言
葉
を
愛
さ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
ね
。
日
本
人

は
『
万
葉
集
』
が
編
ま
れ
た
時
代
か
ら
、
大
和
言

葉
と
い
う
も
の
を
ず
っ
と
大
事
に
し
て
き
ま
し

た
。
ギ
リ
シ
ャ
語
や
ラ
テ
ン
語
な
ど
と
は
事
情
が

全
く
違
い
、
万
葉
の
時
代
と
現
代
と
で
、
約
七
か

ら
八
割
は
共
通
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
、

本
当
に
特
殊
な
民
族
で
す
。
千
年
以
上
の
時
代
を

経
て
、
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
言
葉
の
尊
さ

を
、し
っ
か
り
と
感
じ
る
こ
と
が
ま
ず
大
切
で
す
。

　
さ
ら
に
言
葉
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
を
つ
き
つ

め
て
い
く
と
、
こ
れ
は
「
自
分
を
愛
す
る
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
言
葉
は
人
間
が
何
か
を
認
識
す

る
と
き
の
根
本
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
よ

っ
て
自
分
を
見
つ
め
て
、
そ
こ
か
ら
そ
の
人
の
行

動
が
発
せ
ら
れ
て
、
立
派
に
生
き
た
い
、
美
し
く

生
き
た
い
と
い
う
そ
の
人
の
生
き
方
に
つ
な
が
っ

て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ま
ず
は
言
葉
を
愛
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
愛
す
る
、
自
分
の
命
や

人
生
を
も
っ
と
大
事
に
見
つ
め
る
。
こ
れ
が
古
典

に
親
し
ん
だ
り
、
古
典
を
愛
し
た
り
す
る
と
い
う

こ
と
の
、
根
本
の
出
発
点
に
な
り
ま
す
。

─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

特集：令和時代に考える言語文化
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■
カ
タ
ワ
レ
ド
キ

新
海
誠
監
督
の
映
画
「
君
の
名
は
。」
が
記
録
的
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た

の
は
記
憶
に
新
し
い
。
心
と
身
体
が
入
れ
替
わ
っ
た
男
女
の
物
語
は

大
林
宣
彦
監
督
の
映
画
「
転
校
生
」
な
ど
も
同
様
だ
が
、
こ
の
作
品

が
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
日
本
人
に
支
持
さ
れ
た
背
景
の
一
つ
は
、
我
が
国

の
言
語
文
化
に
基
づ
く
伝
承
や
語
彙
、
作
品
や
信
仰
な
ど
が
物
語
の

随
所
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
だ
。

例
え
ば
作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
カ
タ
ワ
レ
ド
キ
」
と
い

う
言
葉
。
彗
星
の
断
片
す
な
わ
ち
「
片
割
れ
」
の
落
下
と
い
う
歴

史
的
事
実
を
暗
示
す
る
こ
の
言
葉
は
カ
ワ
タ
レ
ド
キ
の
も
じ
り
で

あ
る
。
映
画
で
は
国
語
の
先
生
が
タ
ソ
ガ
レ
ド
キ
と
併
せ
て
こ
れ

に
言
及
し
、
と
も
に
「
あ
の
人
は
誰
か
」
と
い
う
問
い
か
け
で
あ

る
こ
と
、
転
じ
て
往
来
で
す
れ
違
う
人
の
顔
が
判
然
と
し
な
い
時

間
帯
を
意
味
す
る
こ
と
を
解
説
し
て
い
る
。
我
が
国
の
文
化
伝
統

で
は
、
妖
怪
が
出
没
し
、
奇
怪
な
事
件
の
発
生
す
る
時
間
帯
で
あ

り
、
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
や
中
島
敦
「
山
月
記
」
を
始
め
、

日
本
文
学
の
代
表
的
な
舞
台
設
定
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

以
下
、
新
海
監
督
作
品
「
君
の
名
は
。」
に
お
け
る
言
語
文
化

的
な
素
材
を
散
策
し
つ
つ
、
新
科
目
「
言
語
文
化
」
の
イ
メ
ー
ジ

を
展
望
し
て
み
た
い
。

■
組
紐
と
輪

「
君
の
名
は
。」
に
お
け
る
キ
ー
ア
イ
テ
ム
は
「
組
紐
」
で
あ
る
。
作

品
で
は
、組
紐
が
主
人
公
二
人
を
結
ぶ
重
要
な
媒
体
と
し
て
登
場
し
、

そ
の
文
化
的
背
景
と
し
て
、
女
子
高
校
生
で
あ
る
「
三
葉
」
が
組
紐

を
伝
統
と
す
る
禰ね

宜ぎ

の
系
譜
に
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
岐
阜

県
飛
驒
地
方
を
舞
台
と
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
す
る
な
ら

ば
、
こ
れ
は
祭
神
「
菊
理
姫
（
キ
ク
リ
ヒ
メ
）」
を
祀
る
白
山
信
仰
か

ら
の
連
想
と
思
わ
れ
る
。
キ
ク
リ
と
は
、
一
説
に
ク
ク
リ
の
転
訛
と

言
わ
れ
、
聖
な
る
紐
を
組
み
結
び
、
こ
れ
を
奉
献
す
る
神
事
に
よ
っ

て
神
の
加
護
を
祈
る
信
仰
形
態
で
あ
る
。
紐
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

健
康
を
祈
る
儀
礼
は
全
国
各
地
に
あ
り
、
例
え
ば
沖
縄
で
は
引
き
つ

藤ふ
じ

森も
り

裕ゆ
う

治じ

信
州
大
学
学
術
研
究
院
教
育
学
系
教
授
。

専
門
は
国
語
科
教
育
学
。
新
学
習
指
導
要

領
の
新
科
目
「
言
語
文
化
」
の
設
置
に
あ

た
り
中
心
的
役
割
を
果
た
す
。
著
書
に
、

『
に
っ
ぽ
ん
の
図
鑑
』（
監
修
）
な
ど
が
あ

る
ほ
か
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
校
講
座
「
国
語
表
現
」

に
も
出
演
。
大
修
館
書
店
国
語
教
科
書
編

集
委
員
。

「
君
の
名
は
。」と「
言
語
文
化
」
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け
を
起
こ
し
た
子
供
を
治
癒
さ
せ
る
呪
術
と
し
て
、
そ
の
子
の
腕
を

紐
で
く
く
る
。
こ
れ
を
マ
ブ
イ
ゴ
メ
と
呼
ぶ
。

輪
に
し
た
紐
が
霊
魂
や
命
に
か
か
わ
る
文
化
伝
統
の
源
流
を
古
典

に
求
め
る
と
、
た
だ
ち
に
思
い
出
さ
れ
る
の
が
式
子
内
親
王
の
名
歌

「
玉
の
緒
よ
　
た
え
な
ば
た
え
ね
　
な
が
ら
へ
ば
　
忍
ぶ
る
こ
と
の

弱
り
も
ぞ
す
る
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
詠
わ
れ
る
「
玉
の
緒
」
と
は
「
我

が
命
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
玉
」
す
な
わ
ち
「
魂
」
を
つ
な
ぎ
と
め

る
装
置
と
し
て
の
紐
が
霊
魂
と
身
体
を
結
ん
で
い
る
。

「
結
ぶ
」
と
い
う
行
為
を
「
紐
」
か
ら
神
話
世
界
に
広
げ
る
と
、

『
古
事
記
』
に
お
け
る
イ
ザ
ナ
ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
国
生
み
神
話
が
想

起
さ
れ
よ
う
。
天
御
柱
を
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
合
い
、
様
々

な
国
と
神
を
生
ん
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

こ
の
神
話
に
あ
る
柱
と
回
転
が
命
を
生
む
と
い
う
観
念
は
、
昭

和
初
期
ぐ
ら
い
ま
で
各
地
に
あ
っ
た
嫁
た
た
き
行
事
を
連
想
さ
せ

る
。
ヌ
ル
デ
の
木
な
ど
に
ら
せ
ん
状
の
模
様
を
付
け
、
こ
れ
を
手
に

新
婚
女
性
の
尻
を
た
た
い
て
安
産
を
祈
る
行
事
で
あ
る
。
こ
の
古
い

記
録
は
『
枕
草
子
』
第
三
段
の
正
月
十
五
日
の
記
事
に
あ
り
、
女
房

た
ち
が
粥
の
木
を
後
ろ
手
に
隠
し
て
若
い
女
性
に
近
づ
き
、
尻
を
た

た
く
無
礼
講
が
お
も
し
ろ
お
か
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

回
転
と
い
え
ば
、
今
日
の
日
本
で
輪
を
な
す
行
為
が
最
も
顕
著

な
行
事
は
盆
踊
り
で
あ
ろ
う
。
盆
踊
り
の
起
源
は
中
世
の
念
仏
踊

り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
系
統
を
持
つ
夏
の

輪
踊
り
は
各
地
に
あ
る
。
沖
縄
県
竹
富
島
の
ア
ン
ガ
マ
踊
り
、
鹿

児
島
県
の
十
五
夜
ソ
ラ
ヨ
イ
、
東
海
地
方
の
鹿
島
踊
り
な
ど
、
い

ず
れ
も
人
々
が
輪
に
な
っ
て
踊
り
歌
い
な
が
ら
祖
霊
と
交
信
し
、

死
者
の
霊
魂
を
慰
め
、今
を
生
き
る
人
々
の
健
康
と
安
全
を
祈
る
。

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
は
そ
の
基
層
部
分
を
貫

く
特
質
と
要
素
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
古
代
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま

で
、
無
意
識
の
う
ち
に
人
々
の
生
活
や
信
仰
の
あ
り
か
た
に
深
く

影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。「
言
語
文
化
」
と
は
そ
う
い
う
要
素

を
持
っ
た
素
材
に
親
し
み
な
が
ら
、
日
本
語
が
今
日
ま
で
継
承
し

て
き
た
文
化
と
は
何
か
、
そ
の
文
化
を
持
つ
日
本
人
と
は
何
か
と

い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
す
科
目
で
あ
る
。

■
ア
ヲ
の
象
徴
性

新
海
監
督
に
よ
る
映
像
作
品
の
中
で
、
最
も
印
象
的
に
描
か
れ

て
い
る
の
は
、
空
で
あ
る
。
彼
の
作
品
に
登
場
す
る
空
は
、
深
い

青
を
基
調
に
し
て
、
金
や
橙
、
紫
な
ど
が
虹
の
よ
う
に
広
が
っ
て

い
る
。
こ
の
色
彩
に
も
、
言
語
文
化
の
象
徴
性
が
見
て
取
れ
る
。

新
海
氏
に
よ
れ
ば
、
彼
が
描
く
空
の
情
景
は
、
氏
の
故
郷
で
あ
る

信
州
佐
久
地
方
で
過
ご
し
た
晩
秋
の
記
憶
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
彼
が
通
っ
て
い
た
高
校
か
ら
小
海
町
の
実
家
へ
の
帰
り
道

の
風
景
で
あ
る
。
黄
昏
時
、
八
ヶ
岳
に
沈
ん
だ
日
輪
の
残
照
が
浅
間

山
の
東
に
広
が
る
濃
紺
の
空
に
光
彩
を
放
つ
。
う
ね
り
流
れ
る
千
曲
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川
の
水
面
が
光
を
失
う
頃
、
蓼
科
の
山
際
に
宵
の
明
星
が
白
く
輝
き

出
す
。
高
原
の
夕
空
が
描
く
美
し
い
色
彩
は
、
家
路
を
急
ぐ
新
海
氏

の
足
を
、
幾
度
と
な
く
停
め
た
に
違
い
な
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
日
本
語
に
お
け
る
色
彩
語
の
基
本
は
青
赤
白

黒
の
四
色
で
、
こ
の
四
色
の
み
が
そ
の
ま
ま
形
容
詞
と
な
る
。
黄

色
や
紫
も
文
化
論
的
に
は
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
、
右
の
四

原
色
が
彩
る
根
源
的
な
世
界
観
と
は
、
比
較
に
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
四
色
は
東
南
西
北
の
方
位
を
象
徴
し
、
そ
れ
ぞ
れ
青
龍
・

朱
雀
・
白
虎
・
玄
武
と
い
う
神
獣
と
し
て
具
象
化
さ
れ
る
。
同
時
に

こ
れ
ら
は
春
夏
秋
冬
の
四
季
を
も
表
し
、
春
宮
を
ト
ウ
グ
ウ
と
呼
ぶ

ゆ
え
ん
を
な
す
。
こ
の
う
ち
、
新
海
作
品
の
象
徴
的
な
色
彩
で
あ
る

空
の
青
は
、
ア
ヲ
と
い
う
語
彙
を
構
成
す
る
色
彩
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
色
彩
に
よ
る
世
界
観
は
、
古
代
中
国
文
化
の
影
響
を
濃
厚

に
有
し
、
日
本
固
有
の
も
の
と
は
言
い
難
い
。
た
だ
し
、
ア
ヲ
と
は

文
字
通
り
の
青
だ
け
で
な
く
、
褐
色
や
緑
と
い
っ
た
暗
色
系
の
色
彩

を
総
称
す
る
我
が
国
独
自
の
観
念
を
下
地
に
し
て
い
る
。
今
日
で
も

つ
や
つ
や
と
し
た
毛
並
み
の
若
駒
、
信
号
機
の
「
進
め
」
を
ア
ヲ
と

呼
ぶ
伝
統
が
、
そ
の
証
左
と
な
っ
て
い
る
。

暗
色
系
の
色
彩
を
総
称
す
る
ア
ヲ
に
は
、
未
成
熟
で
生
死
の
境

界
を
流
動
す
る
存
在
へ
の
文
化
的
意
味
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る

（
北
沢
方
邦
『
日
本
人
の
神
話
的
思
考
』
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
七

九
年
）。
そ
の
最
も
代
表
的
な
語
彙
が
「
青
春
」
で
あ
る
。『
徒
然

草
』
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
若
い
者
は
向
こ
う
見
ず
で

命
知
ら
ず
な
気
質
を
持
ち
、
傷
つ
く
こ
と
を
顧
み
ず
、
情
動
の
お

も
む
く
ま
ま
、
感
受
性
豊
か
に
今
を
全
力
で
生
き
よ
う
と
す
る
。

充
満
す
る
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
て
あ
ま
し
、
そ
の
発
散
す
べ

き
方
向
性
が
定
ま
ら
な
い
存
在
を
ア
ヲ
と
象
徴
す
る
な
ら
、
対
照

的
な
色
彩
は
シ
ロ
に
な
る
。
穏
や
か
で
物
事
に
動
ぜ
ず
、
諦
念
を

も
っ
て
巨
視
的
に
世
界
を
俯
瞰
す
る
生
き
方
は
老
成
し
た
者
の
姿

で
あ
る
。
こ
れ
を
筆
名
に
選
ん
だ
文
人
が
北
原
白
秋
で
あ
っ
た
。

ア
ヲ
が
持
つ
こ
う
し
た
意
味
表
象
を
踏
ま
え
て
現
代
文
学
を
探

索
す
る
と
、
村
上
春
樹
の
短
編
「
青
が
消
え
る
」
は
、
文
字
通
り

こ
の
色
彩
が
象
徴
す
る
意
味
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
名
品
と
言
え

よ
う
。
あ
る
日
突
然
、
世
界
か
ら
青
と
い
う
色
彩
が
失
わ
れ
た
と

い
う
設
定
で
展
開
す
る
こ
の
作
品
が
暗
示
す
る
も
の
は
、
変
化
と

流
動
と
い
う
要
素
が
人
生
か
ら
奪
わ
れ
た
時
に
襲
い
来
る
絶
望
で

あ
る
。
青
と
は
単
な
る
色
相
環
の
一
つ
で
は
な
く
、
不
安
と
期
待

に
満
ち
た
未
来
を
構
成
す
る
原
理
な
の
だ
。言
い
換
え
れ
ば
、我
々

を
未
知
の
世
界
に
い
ざ
な
う
「
時
間
」
が
青
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

な
の
で
あ
る
。
そ
の
消
失
が
い
か
に
深
刻
で
恐
ろ
し
い
事
態
か
、

主
人
公
し
か
気
付
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
寓
意
が

あ
る
。
ち
な
み
に
青
を
基
調
と
す
る
「
君
の
名
は
。」
で
も
、
時

間
の
位
相
は
設
定
上
の
一
大
特
徴
だ
っ
た
。
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11 「君の名は。」と「言語文化」

特集：令和時代に考える言語文化

■
「
と
り
か
え
ば
や
物
語
」
と
「
君
の
名
は
。」

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
君
の
名
は
。」
は
男
女
の
意
識
が
入
れ

替
わ
る
と
い
う
設
定
で
物
語
が
展
開
す
る
。
こ
の
設
定
を
着
想
す
る

際
、
新
海
氏
は
鷗
外
や
芥
川
が
試
み
た
よ
う
に
、
原
型
と
な
る
作
品

を
古
典
に
取
材
し
て
い
る
。
言
わ
ず
も
が
な「
と
り
か
え
ば
や
物
語
」

で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
試
み
た
男
女
の
魂
の
入
れ
替
え
譚
を
、
新
海

氏
は
現
代
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
へ
と
翻
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

言
葉
は
本
来
、
そ
れ
が
示
す
対
象
と
示
さ
な
い
対
象
の
あ
る
こ
と

を
前
提
に
し
た
記
号
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
男
と
女
、
生
と
死
、

災
害
と
豊
穣
な
ど
の
語
彙
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
す
な
わ
ち
両
立
し
な
い

関
係
に
あ
り
、
し
ば
し
ば
両
者
は
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ

に
分
か
れ
る
。
こ
の
境
界
を
乗
り
越
え
、
対
立
関
係
に
あ
る
両
者
を

合
体
ま
た
は
交
換
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
実
験
が
「
と
り
か
え
ば
や

物
語
」
で
あ
り
、「
君
の
名
は
。」
な
の
で
あ
る
。
日
本
の
言
語
文
化

は
、
こ
う
し
た
実
験
を
歓
迎
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
。

な
ぜ
、
相
矛
盾
す
る
意
味
を
合
体
・
交
換
す
る
こ
と
を
歓
迎
す
る

の
か
。
そ
の
要
因
の
一
つ
は
、
日
本
の
言
語
文
化
が
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の

要
素
を
濃
厚
に
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

万
物
に
霊
魂
の
存
在
を
感
じ
、
こ
れ
を
人
事
に
見
立
て
る
伝
統
は
、

我
が
言
語
文
化
の
一
大
特
徴
で
あ
る
。
朝
露
や
桜
花
に
人
生
の
儚
さ

を
見
、
廃
棄
す
る
愛
用
品
を
供
養
す
る
習
俗
が
好
例
で
あ
る
。

こ
う
し
た
伝
統
を
も
っ
て
自
然
界
の
事
象
を
見
つ
め
る
と
、
海
や

山
に
大
い
な
る
意
思
が
存
在
す
る
こ
と
を
我
々
は
疑
い
な
く
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
人
々
に
恵
み
を
与
え
も
し
、

命
を
奪
い
も
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
実
感
が
日
本
文
化
の

基
層
部
分
に
あ
り
、
我
々
の
精
神
を
二
元
論
的
な
世
界
か
ら
両
義
的

で
多
層
的
な
そ
れ
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
君
の
名
は
。」
を
も
と
に
散
策
し
て
き
た
素
材
は

す
べ
て
、
長
い
歴
史
が
醸
成
し
て
き
た
言
語
文
化
の
結
晶
で
あ
る
。

同
時
に
、
そ
れ
ら
は
現
代
の
言
語
文
化
を
担
う
人
々
に
よ
っ
て
継
承

さ
れ
創
造
さ
れ
続
け
る
べ
き
、
基
層
的
な
世
界
観
を
内
包
す
る
。

そ
う
し
た
視
点
を
も
っ
て
対
象
を
観
察
し
、
言
語
化
す
る
こ
と
。

ま
た
、
そ
う
し
た
認
識
を
も
っ
て
古
典
か
ら
現
代
に
至
る
言
語
作
品

を
理
解
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
新
科
目
「
言
語
文
化
」
に
お
け
る
見
方・

考
え
方
の
素
地
を
な
す
。「
言
語
文
化
」
は
、
古
典
や
現
代
文
学
・

評
論
な
ど
を
素
材
に
し
て
、
未
来
の
言
語
文
化
の
担
い
手
と
な
る
若

者
た
ち
に
、
誇
り
と
自
信
を
与
え
る
科
目
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
余
談
を
記
し
て
結
び
と
す
る
。

本
稿
を
執
筆
す
る
前
、
本
誌
編
集
部
で
は
筆
者
と
新
海
誠
氏
と
の

対
談
を
企
画
し
て
い
た
。
残
念
な
が
ら
今
回
は
、
実
現
は
か
な
わ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
氏
と
対
談
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
投

げ
か
け
る
つ
も
り
だ
っ
た
話
題
を
軸
に
構
成
し
た
。
ち
な
み
に
、
氏

と
筆
者
と
は
、
長
野
県
野
沢
北
高
等
学
校
の
同
窓
生
で
あ
る
。
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■
翻
訳
が
生
ん
だ
表
記

「
本
気
」
と
書
い
て
、「
マ
ジ
」
と
読
ん
だ
り
す
る
。

そ
う
読
ま
せ
た
い
と
き
は
、
ル
ビ
を
用
い
て
、「
本マ

気ジ

」
と
表
記

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
何
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、私
は
こ
の
日
本
語
の
ル
ビ
と
い
う
も
の
を
常
々
愉
快
に
思
う
。

こ
う
い
っ
た
ル
ビ
は
、
明
治
期
の
小
説
に
も
散
見
さ
れ
た
。
例

え
ば
、夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く
っ

た
だ
け
で
、「
平い

つ
も生

」「
白カ

ラ
ー襟

」「
了お

わ

る
」「
故わ

意ざ

と
ら
し
い
」
と
い
っ

た
読
み
方
が
目
に
入
る
。こ
の
よ
う
な
ル
ビ
の
振
り
様
を
味
わ
う
の
も
、

私
に
と
っ
て
は
読
書
の
楽
し
み
の
一
つ
だ
。

中
国
語
の
勉
強
が
楽
し
か
っ
た
の
も
、
そ
の
延
長
の
よ
う
な
気

分
で
い
ら
れ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
先
ほ
ど
の
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』
に
も
見
ら
れ
る
「
埃エ

ジ
プ
ト及

」「
波ペ

ル
シ
ャ斯

」
な
ど
の
音
訳
語
は
今

で
は
ほ
と
ん
ど
目
に
し
な
い
が
、本
家
の
中
国
語
で
は
今
も
普
通
に
使

わ
れ
て
い
た
り
す
る
。
ま
た
、「
優
衣
庫
」「
可
果
美
」「
三
得
利
」

の
正
体
が
「
ユ
ニ
ク
ロ
」「
カ
ゴ
メ
」「
サ
ン
ト
リ
ー
」
で
あ
っ
た

り
す
る
。
前
の
二
つ
は
響
き
だ
け
で
な
く
、
字
の
も
つ
意
味
も
そ

の
企
業
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
し
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
あ
る
日
、
ふ
と
こ
ん
な
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。「
中
国

語
を
日
本
語
に
混
ぜ
込
ん
だ
文
体
で
小
説
を
書
い
て
み
た
ら
面
白

い
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
」と
。そ
れ
で
私
が
書
き
上
げ
た
の
が
、『
吾

輩
ハ
猫
ニ
ナ
ル
』（
講
談
社
刊
）
と
い
う
パ
ロ
デ
ィ
小
説
だ
っ
た
。

彫
り
の
深
い
伊イ

ス
ラ
ム

斯
蘭
系
の
青
年
が
、
一
方
の
手
で
手ケ

ー
タ
イ機

を
弄

い
じ
く

り
な
が
ら
、
も
う
一
方
の
手
で
羊シ

シ
カ
バ
ブ

肉
串
を
烤や

い
て
い
る
。

と
こ
ん
な
調
子
だ
。
そ
れ
は
い
か
に
も
ヘ
ン
テ
コ
な
文
体
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
の
日
本
語
だ
っ
て
、
表
記

に
関
し
て
い
え
ば
、
古
代
の
中
国
語
の
変
形
体
で
あ
る
。
も
っ
と

言
え
ば
、
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
の
成
り
立
ち
も
、
漢
字
の
く
ず

し
字
、
漢
字
の
一
部
、
と
い
う
よ
う
に
、
中
国
の
字
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
だ
。

横よ
こ

山や
ま

悠ゆ
う

太た

作
家
、
日
本
語
教
師
。
十
年
間
中
国
に
暮

ら
し
た
経
歴
を
生
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
日

本
語
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
た
な
表
現

を
開
拓
す
る
。
主
な
著
書
に
『
吾
輩
ハ
猫

ニ
ナ
ル
』『
唐
詩
和
訓
』『
小
説
ミ
ラ
ー
さ

ん
』
な
ど
。

日
本
語
を
組
み
直
す
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私
は
こ
の
文
体
を
紡
い
で
い
く
た
め
に
、

一
、
こ
の
漢
字
を
ど
う
読
む
か

二
、
こ
の
コ
ト
バ
に
ど
ん
な
漢
字
を
当
て
る
か

と
い
う
双
方
向
の
翻
訳
を
繰
り
返
し
行
っ
た
。
た
だ
闇
雲
に
中

国
語
を
入
れ
込
む
の
で
は
な
く
、
読
者
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
、

バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
推
敲
を
重
ね
た
。

こ
の
過
程
の
な
か
で
、
ち
ょ
っ
と
大
袈
裟
な
言
い
方
か
も
し
れ

な
い
が
、
私
は
知
ら
ぬ
間
に
日
本
語
の
核コ

心ア

の
部
分
に
触
れ
た
よ

う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。

日
本
語
に
は
元
来
、
文
字
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
漢
字
が
伝

来
し
て
き
た
こ
と
で
、
は
て
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
コ
ト
バ
を
表
記

し
よ
う
か
、
と
い
う
課
題
が
生
ま
れ
た
。
そ
こ
か
ら
日
本
語
表
記

は
現
代
に
至
る
ま
で
、
連
綿
と
先
ほ
ど
の
双
方
向
の
翻
訳
が
行
わ

れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
事
記
の
文
体
に
し
て
も
、

論
語
な
ど
の
漢
籍
を
ど
う
読
む
か
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
運
動

が
原
理
と
し
て
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
の
偏
っ

た
日
本
語
観
か
も
し
れ
な
い
が
、
日
本
語
と
は
こ
う
い
う
も
の

だ
っ
た
か
、
と
ひ
と
り
納
得
し
た
の
で
あ
る
。

■
訓
読
は
邪
魔
物
？

次
は
、
訓
読
に
ま
つ
わ
る
話
を
し
た
い
。

訓
読
は
漢
文
を
読
む
た
め
に
使
わ
れ
た
方
法
で
、
日
本
語
の
形

成
に
も
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
だ
。
漢
詩
の
鑑
賞
で
は
、

今
で
も
こ
の
訓
読
が
欠
か
せ
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

現
代
人
に
と
っ
て
訓
読
は
す
で
に
縁
遠
く
、
よ
っ
て
詩
の
意
味
を

理
解
す
る
に
は
現
代
語
訳
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
漢
詩
の
本
に

は
、
原
詩
、
訓
読
（
書
き
下
し
文
）、
現
代
語
訳
だ
け
で
な
く
、
語

釈
や
解
説
ま
で
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
丁
寧
な
の
は
良

い
が
、
情
報
量
が
多
す
ぎ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
鑑
賞
の
妨
げ
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

詩
な
の
だ
か
ら
、
も
っ
と
シ
ン
プ
ル
に
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
鑑
賞

で
き
な
い
も
の
か
、
従
来
と
は
違
う
方
法
で
漢
詩
に
ア
プ
ロ
ー
チ

154155 154155

＊
出
だ
し
は
ポ
ッ
プ
ス
の
歌
詞
の
よ

う
だ
。
白
居
易
は
字
も
読
め
な
い
庶

民
に
も
わ
か
る
よ
う
な
平
易
で
散
文

的
な
詩
を
作
ろ
う
と
し
た
。
こ
の
詩

は
具
体
的
な
土
地
や
人
を
示
さ
な
い

の
が
い
い
。

遠と
お

き
に
寄よ

す

忘わ
す

れ
ん
と
欲ほ

っ

す
る
も
忘わ

す

る
る
こ
と

未い
ま

だ
得え

ず
、
去さ

ら
ん
と
欲ほ

っ

す
る
も

去さ

る
に
由よ

し

無な

し
。
両り

ょ
う

腋え
き

に
は
翅つ

ば
さ

を

生し
ょ
う
ぜ
ず
、
二に

毛も
う

は
空む
な

し
く
頭と
う

に
満み

つ
。
坐ざ

し
て
は
新し
ん

落ら
く

葉よ
う

を
看み

、
行ゆ

き
て
は
最さ
い

高こ
う

楼ろ
う

に
上の
ぼ

る
。
暝め
い

色し
ょ
く

辺へ
ん

際さ
い

無な

し
、
茫ぼ

う

茫ぼ
う

と
し
て
眼ま

な
こ

を
尽つ

く

し
て
愁う

れ

う
。

80

欲

忘

忘

未

得

欲

去

去

無

由

兩

腋

不

生

翅

二

毛

空

滿

頭

坐

看

新

落

葉

行

上

最

高

樓

暝

色

無

邊

際

茫

茫

盡

眼

愁

寄
遠

わ
す
れ
よ
う
に
も

　わ
す
れ
ら
れ
な
い

あ
い
に
ゆ
く
に
も

　ゆ
く
す
べ
も
な
い

そ
ら
と
ぶ
た
め
の

　つ
ば
さ
も
な
く
て

た
だ
い
た
ず
ら
に

　し
ら
が
を
ふ
や
す

ざ
し
て
ち
り
ゆ
く

　お
ち
ば
に
み
い
り

ひ
と
り
で
か
け
て

　た
か
だ
い
の
ぼ
る

ゆ
う
ぐ
れ
い
ろ
に

　あ
ま
ね
く
そ
ま
る

そ
ら
は
は
て
な
く

　と
ほ
う
に
く
れ
る

と
お
く
の
き
み
へ

▲「寄遠」
（原詩は律詩。ここでは後半の四句を省略した）
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で
き
な
い
も
の
か
。
こ
う
い
う
動
機
で
、『
唐
詩
和
訓
―
ひ
ら
が

な
で
読
む
名
詩
１
０
０
』（
大
修
館
書
店
刊
）
を
書
い
た
。
こ
の
本

で
は
唐
詩
に
ひ
ら
が
な
の
平
易
な
訳
詩
を
付
し
て
紹
介
し
て
い

る
。
主
に
和
語
を
用
い
る
ひ
ら
が
な
訳
は
、
距
離
を
感
じ
て
し
ま

う
訓
読
に
比
べ
て
、
寄
り
添
う
よ
う
な
親
し
み
や
す
さ
が
あ
る
か

と
思
う
。
例
と
し
て
白
居
易
の
「
寄
遠
」
を
前
ペ
ー
ジ
に
載
せ
た
。

ち
な
み
に
訓
読
で
は
冒
頭
の
二
句
を
こ
う
読
む
。

忘わ
す

れ
ん
と
欲ほ

っ

す
る
も
忘わ

す

る
る
こ
と
未い

ま

だ
得え

ず

去さ

ら
ん
と
欲ほ

っ

す
る
も
去さ

る
に
由よ

し

無な

し

ち
ょ
っ
と
無
理
の
あ
る
補
助
線
を
強
引
に
加
え
た
よ
う
な
も
の

が
訓
読
だ
と
す
れ
ば
、こ
の
ひ
ら
が
な
訳
は
原
詩
を
光
に
か
ざ
し
、

ひ
ら
が
な
し
か
映
ら
な
い
四
角
形
の
板
に
投
影
さ
せ
た
も
の
、
と

い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
か
。

私
は
こ
の
本
が
出
来
上
が
る
ま
で
、
訓
読
を
諸
悪
の
根
源
の
よ

う
に
思
っ
て
い
た
。（
あ
る
い
は
、
気
味
の
悪
い
亡
霊
の
よ
う
に
。）

中
国
語
も
あ
る
程
度
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
な
お
の

こ
と
訓
読
は
意
味
の
な
い
時
代
遅
れ
な
シ
ス
テ
ム
に
思
え
た
。
だ

か
ら
、
で
き
れ
ば
本
に
訓
読
を
載
せ
た
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

編
集
部
側
の
意
向
も
あ
り
、
結
局
は
下
に
小
さ
く
載
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。校
正
の
た
び
に
い
や
い
や
読
ま
せ
ら
れ
る
は
め
に
な
り
、

辟
易
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と
好
き
に
な
っ
て
き
た
か
ら
不

思
議
だ
っ
た
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
訓
読
は
声
に
出
す
と
勢

い
や
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
心
地
よ
い
。
詩
の
意
味
も
自
分
で
訳
し
た

も
の
だ
か
ら
、
す
で
に
頭
に
入
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
で
あ

れ
ば
、
訓
読
も
悪
く
な
い
と
思
っ
た
。
訓
読
は
歴
史
的
に
格
調
高

い
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
気
取
っ
た
印
象
も
あ
っ
て
好
き
で

は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
格
調
高
さ
が
詩
語
と
し
て
う
ま
く
作
用
し

て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
い
た
。

正
直
な
と
こ
ろ
、
私
に
は
ま
だ
こ
の
「
訓
読
」
が
何
た
る
も
の

か
、
つ
か
み
き
れ
て
い
な
い
。
今
後
改
め
て
、
探
求
し
て
み
た
い
。

■
外
国
人
に
教
え
る
と
き

最
後
に
な
る
が
、
私
は
普
段
、
中
国
人
留
学
生
に
日
本
語
を
教

え
て
い
る
。
日
本
語
を
教
え
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
国
文
法
は
使
わ

な
い
。
五
段
活
用
は
「
１
グ
ル
ー
プ
」、
上
一
段
・
下
一
段
は
「
２

グ
ル
ー
プ
」、カ
変
・
サ
変
は
「
３
グ
ル
ー
プ
」
と
い
っ
た
り
す
る
。

連
用
形
は
「
ま
す
形
」
と
「
て
形
」
の
二
つ
に
分
け
て
呼
ん
で
い

る
。「
行
き

0

0

ま
す
」
と
「
行
っ

0

0

て
」、「
歩
き

0

0

ま
す
」
と
「
歩
い

0

0

て
」

の
よ
う
に
、「
ま
す
」
と
「
て
」
の
前
の
活
用
の
形
が
異
な
る
の
で
、

学
習
者
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
呼
び
名
で
区
別

し
て
い
る
の
だ
。
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日
本
語
教
師
で
大
変
な
こ
と
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
教
室
で
使
う
日
本
語
レ
ベ
ル
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
だ
。
例
え
ば
、

テ
キ
ス
ト
の
第
５
課
を
教
え
る
と
き
は
、
第
４
課
ま
で
に
教
え
た

単
語
や
文
法
を
も
と
に
教
え
る
の
が
基
本
だ
。
こ
れ
を
ク
ラ
ス
ご

と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
材
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
日
本
語
に
限
ら
ず
、
語
学
を
学
ぶ

者
に
と
っ
て
、
レ
ベ
ル
に
合
っ
た
読
み
物
が
あ
る
と
う
れ
し
い
。

英
語
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
読
み
物
は
豊
富
に
あ
る
が
、
日
本

語
学
習
者
向
け
の
も
の
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
こ

で
私
は
、
い
つ
も
使
っ
て
い
る
教
科
書
『
み
ん
な
の
日
本
語
』
の

登
場
人
物
で
あ
る
マ
イ
ク
・
ミ
ラ
ー
と
い
う
ア
メ
リ
カ
人
を
主
人

公
に
し
た
、初
級
学
習
者
向
け
の
小
説
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
（『
小

説
ミ
ラ
ー
さ
ん
』
ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
刊
）。
初
級
の
文
法
し

か
使
え
な
い
と
い
う
縛
り
で
ど
こ
ま
で
書
け
る
か
心
配
だ
っ
た

が
、
意
外
に
け
っ
こ
う
書
け
た
。
こ
こ
に
一
部
を
引
用
す
る
。

「
い
す
が
動う

ご

き
ま
す
よ
」

と
女お

ん
な

の
人ひ

と

は
言い

っ
て
、
ボ
タ
ン
を
押お

し
た
。
い
す
が
横よ

こ

に

長な
が

く
な
っ
て
、
僕ぼ

く

の
体か

ら
だ

が
ゆ
っ
く
り
倒た

お

れ
た
。

そ
れ
か
ら
女お

ん
な

の
人ひ

と

は
、
シ
ャ
ン
プ
ー
を
始は

じ

め
た
。

あ
れ
？　

僕ぼ
く

は
「
カ
ッ
ト
」
と
言い

っ
た
ん
だ
け
ど
…
…
。

「
か
ゆ
い
所と

こ
ろ

は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

女お
ん
なの

人ひ
と

が
僕ぼ

く

の
髪か

み

を
洗あ

ら

い
な
が
ら
聞き

い
た
。

「
か
ゆ
い
」
っ
て
ど
う
い
う
意い

味み

だ
ろ
う
？　

僕ぼ
く

は
こ
の

こ
と
ば
の
意い

味み

を
知し

ら
な
か
っ
た
。「
い
」
で
終お

わ
る
か
ら
、

た
ぶ
ん
形け

い

容よ
う

詞し

だ
と
思お

も

う
け
ど
…
…
。

 

「
十
二　

髪か
み

を
切き

る
」
よ
り

日
本
語
教
師
と
い
う
仕
事
を
通
し
て
、
ま
た
初
級
の
日
本
語
の

み
で
小
説
を
書
く
と
い
う
経
験
を
通
し
て
気
づ
い
た
こ
と
は
、
普

段
自
分
が
、
ど
れ
ほ
ど
無
意
識
に
言
葉
を
発
し
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
だ
。
教
室
で
は
、
想
定
外
の
質
問
が
飛
ん
で
く
る
こ
と
も
し

ば
し
ば
あ
る
。
即
座
に
は
答
え
ら
れ
ず
、
教
師
の
宿
題
と
言
っ
て

そ
の
場
を
逃
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
日
本
語
教
師
と
は
、
日

本
語
を
も
う
一
度
学
び
直
す
職
業
な
の
だ
。

以
上
、「
日
本
語
を
組
み
直
す
」
三
つ
の
試
み
に
つ
い
て
、

（
ち
ゃ
っ
か
り
自
著
を
絡
め
て
）
紹
介
し
た
。
こ
の
文
章
で
言
い
た

か
っ
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
日
本
語
を
見
つ
め
、
あ
る

い
は
自
分
な
り
に
加
工
し
、
戯
れ
あ
っ
て
み
る
と
、
様
々
な
発
見

が
あ
っ
た
り
、
日
本
の
言
語
文
化
を
改
め
て
新
鮮
な
気
持
ち
で
捉

え
ら
れ
た
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
上
で
大
事
な
の
は
、

自
分
が
い
ま
用
い
て
い
る
日
本
語
を
絶
対
視
せ
ず
、
歴
史
の
流
れ

を
踏
ま
え
つ
つ
、
相
対
的
に
な
が
め
て
み
る
こ
と
だ
と
思
う
。
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■
は
じ
め
に

「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
は
、
文
化
庁
で
平
成
７
年
度
か

ら
毎
年
実
施
し
て
い
る
調
査
で
、
16
歳
以
上
の
男
女
３
千
人
を
対

象
と
し
て
い
ま
す
。
国
語
・
日
本
語
に
つ
い
て
、
一
般
の

方
々
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、
平
成
29
年
度
調
査

を
中
心
に
御
紹
介
し
ま
す
。
文
化
と
し
て
の
言
語
を
考
え

る
上
で
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
日
本
語
を
大
切
に
し
て
い
る
か

毎
日
使
っ
て
い
る
日
本
語
を
大
切
に
し
て
い
る
か
、
そ

れ
と
も
そ
う
は
し
て
い
な
い
か
を
尋
ね
ま
し
た
（
図
１
）。

「
大
切
に
し
て
い
る
と
思
う
」（
24
・
４
％
）
と
「
余
り

意
識
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
考
え
て
み
れ
ば
大
切
に
し
て

い
る
と
思
う
」（
40
・
５
％
）
を
合
わ
せ
た
「
大
切
に
し

て
い
る
（
計
）」
は
64
・
９
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、

「
大
切
に
し
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
」（
1.0
％
）
と
「
特
に

大
切
に
し
て
は
い
な
い
と
思
う
」（
6.5
％
）を
合
わ
せ
た「
大

切
に
し
て
い
な
い
（
計
）」
は
7.6
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

過
去
の
調
査
結
果
（
平
成
13
、20
、27
年
度
）
と
比
較
す
る
と
、「
大

切
に
し
て
い
る
（
計
）」
は
13
年
度
調
査
か
ら
27
年
度
調
査
に
掛

小お

沢ざ
わ

貴た
か

雄お

文
化
庁
国
語
課
専
門
職
。
元
都
立
高
校
教

員
。
文
化
庁
に
よ
る
「
国
語
に
関
す
る
世

論
調
査
」の
運
営
に
携
わ
る
。共
著
に
、『
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
促
す
中
学

校
・
高
校
国
語
科
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
』
な

ど
。

国
語
意
識
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

│「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」か
ら
平
成
を
振
り
返
る

0（％） 20 40 60 80 100

大切に
している
と思う

平成
29年度

27年度

20年度

13年度

図 1　日本語を大切にしているか

余り意識したことは
ないが，考えてみれば
大切にしていると思う

どちらとも
言えない

特に大切に
してはいない
と思う

大切にして
いるとは
思わない

分から
ない
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38.1 38.6 18.4 4.10.5 0.4
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79.9

72.6
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62.6
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43.8

60.9
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81.1

78.1
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図 2　日本語を大切にしているか（年齢別）
「大切にしている（計）」の解答
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け
て
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
29
年
度
調
査
で
は
27
年
度
調

査
よ
り
14
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
ま
す
。

「
大
切
に
し
て
い
る
（
計
）」
の
回
答
を
年
齢
別
に
見
る
と
（
図

２
）、い
ず
れ
の
年
度
の
調
査
に
お
い
て
も
年
齢
が
上
が
る
に
従
っ

て
割
合
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

■
日
本
語
を
大
切
に
思
う
理
由

日
本
語
を
「
大
切
に
し
て
い
る
と
思
う
」「
余
り
意
識
し
た
こ

と
は
な
い
が
、
考
え
て
み
れ
ば
大
切
に
し
て
い
る
と
思
う
」
と
答

え
た
人
（
全
体
の
64
・
９
％
）
に
、
大
切
に
し
て
い
る
理
由
を
尋

ね
ま
し
た
（
選
択
肢
の
中
か
ら
三
つ
ま
で
回
答
）（
図
３
）。

「
日
本
語
は
自
分
が
日
本
人
で
あ
る
た
め
の
根
幹
で
あ
る
か
ら
」

が
48
・
５
％
で
最
も
高
く
、
次
い
で
「
日
本
語
は
日
本
の
文
化
そ

の
も
の
で
あ
り
、文
化
全
体
を
支
え
る
も
の
だ
か
ら
」
が
47
・
８
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。

年
齢
別
に
見
る
と
（
図
４
）、
年
齢
が
上
が
る
に
従
っ
て
割
合

が
高
く
な
る
傾
向
の
あ
る
回
答
（
図
４
に
お
い
て
点
線
）
と
、
年

齢
が
上
が
る
に
従
っ
て
割
合
が
低
く
な
る
傾
向
の
あ
る
回
答
（
図

４
に
お
い
て
二
重
線
）

が
確
認
で
き
ま
す
。

前
者
は
「
日
本
語
は

自
分
が
日
本
人
で
あ

る
た
め
の
根
幹
で
あ

る
か
ら
」「
日
本
語

は
日
本
の
文
化
そ
の

も
の
で
あ
り
、
文
化

全
体
を
支
え
る
も
の

だ
か
ら
」「
日
本
語

は
美
し
い
言
葉
だ
と

思
う
か
ら
」
と
な
っ

て
い
ま
す
。
後
者
は

「
日
本
語
に
よ
っ
て
、

も
の
を
考
え
た
り
感

0 10 20 30 40 50（％）

日本語は自分が
日本人であるための
根幹であるから

日本語は日本の文化
そのものであり，文化
全体を支えるものだから

日本語によって，ものを
考えたり感じたり善悪の
判断をしたりしていると
思うから

日本語が無いと日本人
同士の意思疎通が
できないから

日本語は美しい
言葉だと思うから

日本語しかできないから

図３　「大切にしている（計）」の理由（三つまで回答）
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図４　「大切にしている（計）」の理由（三つまで回答）
（29年度調査）（年齢別）

日本語は自分が日本人であるための根幹であるから
日本語は日本の文化そのものであり，文化全体を支えるものだから
日本語によって，ものを考えたり感じたり善悪の判断をしたりしていると思うから
日本語がないと日本人同士の意思疎通ができないから
日本語は美しい言葉だと思うから
日本語しかできないから
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じ
た
り
善
悪
の
判
断
を
し
た
り
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
」「
日
本

語
が
な
い
と
日
本
人
同
士
の
意
思
疎
通
が
で
き
な
い
か
ら
」
と

な
っ
て
ま
す
。

日
本
語
の
文
化
的
側
面
や
日
本
語
の
美
し
さ
な
ど
の
側
面
を

も
っ
て
大
切
に
思
っ
て
い
る
人
は
、
年
齢
が
上
が
る
と
多
く
な
る

傾
向
が
あ
り
、
日
本
語
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
大
切

に
思
っ
て
い
る
人
は
、
年
齢
が
下
が
る
と
多
く
な
る
傾
向
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

■
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
に
つ
い
て
の
意
識

日
常
生
活
の
中
で
、
書
き
言
葉
や
話
し
言
葉
の
使
い
方
は
ど
う

あ
る
べ
き
だ
と
思
う
か
、
五
つ
の
考
え
方
を
挙
げ
て
、
ど
の
考
え

方
に
近
い
か
を
尋
ね
ま
し
た
（
図
５
）。

「
言
葉
は
大
切
な
も
の
な
の
で
、
書
き
言
葉
も
話
し
言
葉
も
正

し
く
整
え
て
使
う
べ
き
だ
と
思
う
」（
以
下
、「
書
き
言
葉
も
話
し

言
葉
も
正
し
く
整
え
て
使
う
べ
き
」
と
い
う
。）
が
最
も
高
く
47
・
６
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、「
書
き
言
葉
も
話
し
言
葉
も
、
言
い

た
い
こ
と
が
相
手
に
通
じ
れ
ば
よ
い
の
で
、
細
か
い
こ
と
は
気
に

し
な
く
て
も
い
い
と
思
う
」（
以
下
、「
書
き
言
葉
も
話
し
言
葉
も
細

か
い
こ
と
は
気
に
し
な
く
て
も
い
い
」
と
い
う
。）
が
13
・
３
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。ま
た
、「
書
き
言
葉
は
正
し
く
整
え
て
使
う
べ
き
だ
が
、

話
し
言
葉
で
は
細
か
い
こ
と
は
気
に
し
な
く
て
も
い
い
と
思
う
」

が
13
・
６
％
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
話
し
言
葉
は

正
し
く
整
え
て
使
う
べ
き
だ
が
、
書
き
言
葉
で
は
細
か
い
こ
と
は

気
に
し
な
く
て
も
い
い
と
思
う
」
が
3.4
％
と
10
ポ
イ
ン
ト
も
低
い

結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。

過
去
の
調
査
結
果
（
平
成
11
、
20
年
度
）
と
比
較
す
る
と
、「
書

き
言
葉
も
話
し
言
葉
も
正
し
く
整
え
て
使
う
べ
き
」
は
、
11
年
度

調
査
か
ら
20
年
度
調
査
に
掛
け
て
10
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
ま
し
た

が
、
20
年
度
調
査
か
ら
29
年
度
調
査
で
は
14
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て

お
り
、
29
年
度
調
査
で
最

も
高
い
割
合
と
な
っ
て
い

ま
す
。

年
齢
別
に
「
書
き
言
葉

も
話
し
言
葉
も
正
し
く
整

え
て
使
う
べ
き
」
と
「
書

き
言
葉
も
話
し
言
葉
も
細

か
い
こ
と
は
気
に
し
な
く

て
も
い
い
」を
見
る
と（
図

６
）、「
書
き
言
葉
も
話
し

言
葉
も
細
か
い
こ
と
は
気

に
し
な
く
て
も
い
い
」
は

過
去
の
調
査
と
比
較
し
て

も
余
り
変
化
は
見
ら
れ
ま

せ
ん
。
一
方
、「
書
き
言

言葉は大切な
ものなので，
書き言葉も
話し言葉も
正しく整えて
使うべきだと
思う

書き言葉も話し
言葉も，言いたい
ことが相手に通じ
ればよいので，
細かいことは
気にしなくても
いいと思う

書き言葉は
正しく整えて
使うべきだが，
話し言葉では
細かいことは
気にしなくても
いいと思う

話し言葉は
正しく整えて
使うべきだが，
書き言葉では
細かいことは
気にしなくても
いいと思う

相手や場面
などによって
違うので，
一概には
言えない

分から
ない

平成29年度

20年度

11年度

図５　書き言葉と話し言葉についての意識
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葉
も
話
し
言
葉
も
正
し
く
整
え
て
使
う
べ
き
」
は
、
11
年
度
調
査

か
ら
29
年
度
調
査
に
掛
け
て
、
40
代
以
下
で
は
５
〜
17
ポ
イ
ン
ト

も
増
加
し
て
い
ま
す
。

書
き
言
葉
に
対
し
て
も
話
し
言
葉
に
対
し
て
も
、
全
体
的
に
規

範
意
識
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
特
に
若
い
世
代
を
中
心
に
、
言

葉
に
対
す
る
厳
格
さ
の
高
ま
り
が
見
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
日
本
語
を
大
切
に
し
て
い
る
か
大
切
し
て
い
な
い
か

別
に
見
る
と
（
図
７
）、「
書
き
言
葉
も
話
し
言
葉
も
正
し
く
整
え

て
使
う
べ
き
」
で
は
、「
日
本
語
を
大
切
に
し
て
い
る
（
計
）」

と
答
え
た
人
で
57
・
２
％
と
な
っ
て
お
り
、「
日
本
語
を
大

切
に
し
て
い
な
い
（
計
）」
と
答
え
た
人
（
25
・
５
％
）
を
30

ポ
イ
ン
ト
以
上
も
上
回
る
割
合
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、

「
書
き
言
葉
も
話
し
言
葉
も
細
か
い
こ
と
は
気
に
し
な
く
て

も
い
い
」
で
は
、「
日
本
語
を
大
切
に
し
て
い
な
い
（
計
）」

と
答
え
た
人
で
19
・
６
％
と
な
っ
て
お
り
、「
日
本
語
を
大

切
に
し
て
い
る
（
計
）」
と
答
え
た
人
（
9.8
％
）
を
10
ポ
イ
ン

ト
上
回
る
割
合
と
な
っ
て
い
ま
す
。

当
然
の
結
果
で
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
語
を
大
切
に
思
っ

て
い
る
人
ほ
ど
、
書
き
言
葉
も
話
し
言
葉
も
正
し
く
整
え
て

使
お
う
と
す
る
意
識
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

■
終
わ
り
に

書
き
言
葉
に
お
い
て
、
か
つ
て
は
制
限
な
く
多
く
の
漢
字

を
用
い
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
書
き
表
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
現
在
は
、
一
般
に
使
用
す
る
漢
字
の
目
安
を
定

め
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
に
よ
る
書
き
表
し
方
が
安
定
し
て
い
ま

す
。
百
年
後
も
今
と
同
じ
よ
う
に
国
語
・
日
本
語
の
書
き
表
し
方

が
安
定
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
文
化
と
し
て
の
言
語
に
対
す
る

意
識
は
世
代
に
よ
っ
て
差
の
見
ら
れ
る
面
も
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
が
、
文
化
と
し
て
の
言
語
の
持
つ
意
味
を
各
々
が
自
分
な

り
に
捉
え
、
考
え
て
い
く
時
代
に
入
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（％） 図６　書き言葉と話し言葉についての意識（年齢別）

書き言葉も話し言葉も正しく整えて使うべき（H29）
書き言葉も話し言葉も正しく整えて使うべき（H20）
書き言葉も話し言葉も正しく整えて使うべき（H11）
書き言葉も話し言葉も，細かいことは気にしなくてもいい（H29）
書き言葉も話し言葉も，細かいことは気にしなくてもいい（H20）
書き言葉も話し言葉も，細かいことは気にしなくてもいい（H11）
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図７　書き言葉と話し言葉についての意識（29年度調査）
（日本語を大切にしているか大切にしていないか別）

言葉は大切な
ものなので，
書き言葉も
話し言葉も
正しく整えて
使うべきだと
思う

書き言葉も話し
言葉も，言いたい
ことが相手に通じ
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いいと思う
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いいと思う
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書き言葉では
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相手や場面
などによって
違うので，
一概には
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ない
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25.5 19.6 18.3 29.4 0.76.5
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■
は
じ
め
に

「
松
林
図
」（
長
谷
川
等
伯
）
と
い
う
日
本
の
名
画
が
あ
る
。
こ

の
絵
画
に
は
、
様
々
な
白
や
空
白
が
使
わ
れ
て
い
る
。
原
研
哉
は

評
論
「
空
白
の
意
味
」（『
白
』﹇
中
央
公
論
新
社
、二
〇
〇
八
﹈
所
収
）

で
、
こ
の
「
空
白
」
に
つ
い
て
「
精
緻
な
描
き
込
み
を
意
図
的
に

回
避
す
る
こ
と
で
、
逆
に
見
る
側
の
イ
メ
ー
ジ
を
活
性
化
さ
せ
、

描
か
れ
て
い
な
い
部
分
に
、
見
る
側
の
活
発
な
イ
メ
ー
ジ
の
生
成

を
呼
び
起
こ
す
」
と
解
説
し
、「
何
も
な
い
空
白
に
細
密
な
描
写

以
上
の
豊
か
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
見
立
て
て
い
く
」
と
い
う

日
本
の
美
意
識
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
空
白
」
に
よ
っ
て
醸

し
出
さ
れ
る
日
本
の
美
意
識
は
、
絵
画
だ
け
で
な
く
、
華
道
、
茶

道
、
日
本
庭
園
の
「
空
間
」
や
邦
楽
、
能
楽
の
「
間
」
な
ど
日
本

の
伝
統
文
化
、
伝
統
芸
能
に
も
現
れ
て
い
る
。

「
空
白
の
意
味
」
で
は
、「
松
林
図
」
の
作
成
背
景
に
つ
い
て
「
中

国
絵
画
の
精
華
、
南
宋
の
水
墨
画
の
遺
産
を
引
き
継
い
で
い
る
。

（
中
略
）『
精
緻
』
と
『
朦
朧
』
を
交
錯
さ
せ
、も
の
の
リ
ア
リ
テ
ィ

や
構
造
の
再
現
で
は
な
く
、茫
洋
と
し
た
余
白
、す
な
わ
ち
イ
メ
ー

ジ
の
解
放
区
を
紙
面
に
展
開
し
た
の
が
南
宋
画
。（
中
略
）
余
白

／
空
白
は
、
等
伯
の
松
林
図
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
主
題
と
し
て

開
花
し
、
絶
妙
に
結
晶
し
て
い
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
伝
統
文
化
の
根
底
に
、
中
国
の
伝
統
文

化
の
精
髄
が
流
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
中
国
の
文
化
、
思

想
、
世
界
観
な
ど
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

日
本
の
風
土
や
日
本
人
の
意
識
、
感
性
に
合
わ
せ
て
日
本
ら
し
く

ア
レ
ン
ジ
し
定
着
さ
せ
た
「
和
の
文
化
」
で
も
あ
る
。

自
然
を
敬
い
、
自
然
と
と
も
に
生
き
て
い
く
世
界
観
は
、
日
本

人
の
精
神
性
の
基
底
部
を
な
し
て
い
る
。
一
方
、古
代
中
国
の「
道

家
思
想
」
で
は
、「
無
為
自
然
（
人
為
的
な
も
の
を
排
除
し
、
自
然

の
ま
ま
を
尊
ぶ
考
え
）」
を
提
唱
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、「
道
家
」

を
代
表
す
る
老
荘
思
想
の
「
無
用
の
用
」
と
評
論
「
空
白
の
意
味
」

を
比
較
し
、
両
者
の
相
違
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
日
本
の
伝
統
的
な

言
語
文
化
を
見
つ
め
直
す
授
業
構
想
を
提
案
す
る
。

李り

軍
じ
ゅ
ん

早
稲
田
大
学
教
職
大
学
院
講
師
。
専
門
は

国
語
科
教
育
学
。
著
書
に
、『
日
中
漢
字
文

化
を
い
か
し
た
漢
字
・
語
彙
指
導
法
│
│

「
覚
え
る
」
か
ら
「
考
え
る
」
へ
』、『
実
践

国
語
科
教
育
法
│
│
「
楽
し
く
、
力
の
つ

く
」授
業
の
創
造
』（
共
著
）
な
ど
が
あ
る
。

漢
文
か
ら
見
つ
め
直
す

日
本
の
伝
統
文
化

授
業
提
案
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■
授
業
の
概
要

こ
の
授
業
は
、『
国
語
総
合
』
の
「
漢
文
編
」
の
導
入
と
し
て

位
置
づ
け
る
。
漢
文
は
日
本
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
礎
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
か
せ
、
漢
文
学
習
の
意
義
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
目

的
で
あ
る
。

〇
指
導
目
標

①
「
空
白
の
意
味
」
の
内
容
を
理
解
し
、「
空
白
／
余
白
」
か
ら

感
じ
取
る
日
本
の
美
意
識
や
伝
統
文
化
に
つ
い
て
考
え
る
。

②
老
荘
思
想
に
お
け
る
「
無
用
の
用
」
の
内
容
を
理
解
す
る
。「
無

用
／
有
用
」
に
隠
さ
れ
て
い
る
老
荘
思
想
の
も
の
の
見
方
や
考

え
方
を
吟
味
し
、
そ
れ
ら
の
今
日
的
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
。

③
「
空
白
の
意
味
」
と
「
無
用
の
用
」
を
比
較
す
る
。
両
者
の
相

違
点
を
明
ら
か
に
し
、日
本
の
伝
統
文
化
の
特
徴
を
理
解
す
る
。

④
「
空
白
の
意
味
」
と
「
無
用
の
用
」
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
今
日

の
出
来
事
に
生
か
し
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
深
め
る
。

〇
単
元
計
画
（
２
時
間
配
当
）

第
１
時

【
導
入
】

①
長
谷
川
等
伯
の
「
松
林
図
」
と
京
都
の
竜
安
寺
の
石
庭
の
写
真

を
見
比
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
共
通
点
に
つ
い
て
考
え
る
。

【
展
開
】

②
評
論
「
空
白
の
意
味
」
を
配
布
す
る
。「
空
白
の
意
味
」
の
内

容
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
の
要
旨
を
ま
と
め
る
。

③
４
人
班
を
作
る
。
評
論
文
の
冒
頭
に
あ
る
「
空
っ
ぽ
の
器
に
は

何
も
入
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
無
価
値
と
見
ず
、
何
か
が
入

る
『
予
兆
』
と
見
立
て
る
創
造
性
が
エ
ン
プ
テ
ィ
ネ
ス
に
力
を

与
え
る
。」
に
つ
い
て
、
各
自
で
考
え
た
上
で
話
し
合
う
。

④
「
何
も
な
い
空
白
に
細
密
な
描
写
以
上
の
豊
か
な
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
を
見
立
て
て
い
く
」「
描
か
れ
て
い
な
い
空
白
地
帯
を

情
報
の
ゼ
ロ
地
帯
と
は
見
な
さ
な
い
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、

日
本
の
美
意
識
と
い
う
観
点
か
ら
、
班
内
で
説
明
し
合
う
。

⑤
「
空
白
」
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
、
理
解
し
た
こ
と
、
疑
問
に

思
っ
た
こ
と
を
話
し
合
い
、
班
ご
と
に
ま
と
め
、
発
表
す
る
。

【
ま
と
め
】

⑥
全
体
の
意
見
を
整
理
し
、
ま
と
め
る
。

⑦
『
国
語
便
覧
』
に
お
け
る
中
国
思
想
の
「
諸
子
百
家
」「
道
家
」

「
老
荘
思
想
」
の
内
容
を
予
習
す
る
よ
う
に
伝
え
る
。

第
２
時

【
導
入
】

①
前
時
の
内
容
を
振
り
返
り
、「
空
白
／
余
白
」「
無
」
の
意
味
や

日
本
の
美
意
識
を
再
確
認
す
る
。

②
「
道
家
」
や
「
老
荘
思
想
」
に
関
す
る
予
習
内
容
を
確
認
し
、「
老

子
」「
荘
子
」
の
考
え
方
に
つ
い
て
生
徒
に
説
明
さ
せ
る
。
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【
展
開
】

③
漢
文
「
無
用
の
用
」（『
老
子
』
第
十
一
章
）
を
配
布
す
る
。「
無

用
の
用
」
で
は
、
車
輪
の
中
に
空
間
部
が
あ
っ
て
、
車
輪
の
ス

ポ
ー
ク
が
そ
こ
に
集
ま
る
か
ら
車
の
働
き
を
す
る
、
器
や
部
屋

に
空
間
部
が
あ
る
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
、
と
い
っ

た
例
を
挙
げ
、「
形
の
あ
る
も
の
が
役
に
立
つ
の
は
、
形
の
な

い
部
分
（
空
間
部
）
が
働
き
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
結

論
づ
け
て
い
る
。　
　

④
「
無
用
の
用
」
の
内
容
を
理
解
し
た
上
で
、
各
班
で
そ
の
内
容

を
論
理
的
・
批
判
的
に
読
み
解
き
、
意
見
交
換
を
行
う
。

⑤
「
無
用
の
用
」
に
お
け
る
「
器
」
の
「
空
間
部
」
と
、「
空
白

の
意
味
」
に
お
け
る
「
空
っ
ぽ
の
器
」
の
「
空
っ
ぽ
」
の
意
味

（
役
割
）
を
対
比
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
空
白
」「
無
」
に
対
す
る

認
識
の
相
違
点
を
分
析
し
、
意
見
交
換
を
行
う
。

⑥
こ
の
単
元
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
、
島
根
県
隠
岐
郡
海
士
町

の
Ｐ
Ｒ
ポ
ス
タ
ー

の
キ
ャ
ッ
チ
コ

ピ
ー
「
な
い
も
の

は
な
い
」
の
意
味

や
込
め
ら
れ
た
思

い
に
つ
い
て
話
し

合
い
、発
表
す
る
。

【
ま
と
め
】

⑦
単
元
を
総
括
す
る
。
日
本
と
中
国
の
認
識
の
底
層
の
中
に
時
代

を
超
え
て
共
通
す
る
部
分
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
中
国
か

ら
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
日
本
独
自
の
伝
統
文
化
や
美
意
識

を
築
き
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
。

〇
授
業
の
解
説　

「
無
用
の
用
」
で
は
、「
無
用
」
と
「
有
用
」
は
対
立
し
つ
つ
も
、

一
つ
の
総
合
体
の
中
に
内
包
さ
れ
、
相
互
に
作
用
し
補
完
す
る
こ

と
で
、
は
じ
め
て
そ
の
総
合
体
が
「
有
用
」
に
な
る
と
い
う
道
家

の
価
値
観
と
世
界
観
が
見
ら
れ
る
。

『
老
子
』（
第
二
章
）
に
は
「
有
無
相
生
じ
、
難
易
相
成
り
、
長

短
相
形あ

ら

は
れ
、
高
下
相
傾
き
、
音
声
相
和
し
、
前
後
相
随し

た
がふ

。」

と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
、物
事
の
相
対
性
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、

『
荘
子
』（
斉
物
論
編
）
に
は
「
不
言
之
弁
」「
不
道
之
道
」
と
い

う
表
現
も
見
ら
れ
、「
無
用
の
用
」
と
同
工
異
曲
で
あ
る
。「
不
言

之
弁
」
は
「
不
言
の
言
」
と
同
じ
で
、
言
わ
な
い
こ
と
が
そ
の
ま

ま
言
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
で
、「
不
道
之
道
」
は
こ
れ
が
道

だ
と
限
定
で
き
な
い
も
の
こ
そ
道
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

日
本
語
に
も
「
言
わ
ぬ
が
花
」「
便
り
の
な
い
の
は
良
い
便
り
」

と
い
う
「
無
」
の
有
用
性
を
語
る
諺
が
あ
る
。

一
方
、「
空
白
の
意
味
」
に
お
い
て
は
、絵
画
に
「
空
白
／
余
白
」

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
見
る
側
に
様
々
な
想
像
の
空
間
を
与
え
、
形

海士町のPRポスター
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の
あ
る
何
ら
か
の
「
有
」
よ
り
無
数
の
可
能
性
を
孕
む
「
無
」
の

ほ
う
が
豊
か
で
あ
る
、
そ
し
て
「
空
白
／
余
白
」
は
「
無
」
と
し

て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
象
徴
的
・
創
造
的
な
意
味
合
い

こ
そ
が
日
本
の
美
意
識
の
重
要
な
一
端
を
作
っ
て
い
る
と
論
じ
て

い
る
。

「
無
用
の
用
」
と
「
空
白
の
意
味
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識

の
着
眼
点
や
認
識
の
仕
方
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、「
空
白
」

「
無
」
に
価
値
や
役
割
を
見
出
す
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。

「
無
」
に
価
値
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
豊
か
さ
を
感
じ
取
る
と

い
う
認
識
は
、
海
士
町
の
Ｐ
Ｒ
ポ
ス
タ
ー
に
も
現
れ
て
い
る
。
海

士
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、「
な
い
も
の
は
な
い
」
の
意
味
に

つ
い
て
「
①
無
く
て
も
よ
い
。
②
大
事
な
こ
と
は
す
べ
て
こ
こ
に

あ
る
。」
と
解
説
し
て
い
る
。
モ
ノ
が
溢
れ
、
便
利
な
暮
ら
し
に

慣
れ
た
都
会
人
に
と
っ
て
は
、
離
島
の
海
士
町
は
不
便
で
、
何
も

「
な
い
」
よ
う
に
見
え
る
が
、「
な
い
も
の
は
な
い
」
と
い
う
言
葉

は
、
島
の
良
さ
や
豊
か
さ
に
つ
い
て
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
授
業

の
最
後
に
、
目
に
見
え
る
人
工
的
物
質
的
な
豊
か
さ
と
目
に
見
え

な
い
自
然
の
豊
か
さ
を
比
較
し
、「
本
当
に
大
事
な
こ
と
」
と
は

何
か
を
議
論
し
つ
つ
、
こ
の
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
を
振
り
返
る
。

〇
指
導
上
の
留
意
点

①
「
空
白
の
意
味
」
で
は
「
白
」
と
い
う
色
彩
に
焦
点
を
当
て
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
無
用
の
用
」
と
比
較
す

る
た
め
に
、「
空
白
」
の
「
空
」「
無
」
に
着
目
す
る
よ
う
に
指

導
す
る
。

②
現
代
文
と
漢
文
の
比
較
を
通
し
て
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
は
断

片
的
な
も
の
で
は
な
く
、
連
続
的
に
培
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

③
協
働
学
習
を
行
う
際
に
、
個
々
人
が
自
分
な
り
の
考
え
を
持
っ

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
活
動
に
入
る
前
に
、
個
人
が

考
え
た
り
作
業
し
た
り
す
る
時
間
を
設
け
る
。

■
お
わ
り
に

電
子
機
器
の
普
及
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
発
展
に
伴
っ
て
、
視
覚
情
報
が

増
え
る
一
方
で
あ
る
。
情
報
だ
け
で
な
く
、
知
識
や
理
論
、
思
考

ま
で
可
視
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、分
か
り
や
す
く
な
っ
た
反
面
、

大
切
な
も
の
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

「
空
」「
無
」
か
ら
学
習
者
の
想
像
力
や
感
性
を
培
い
、
そ
の
中

で
日
本
の
美
意
識
や
伝
統
的
な
言
語
文
化
を
味
わ
っ
て
い
く
。
そ

う
い
っ
た
逆
転
の
発
想
を
育
み
た
い
。

【
主
要
な
参
考
文
献
】

・
江
連
隆
・
塚
田
勝
郎
（
一
九
九
九
）『
漢
文
名
作
選
﹇
第
２
集
﹈
１
古
代
の

思
想
』
大
修
館
書
店

・
大
濱
晧
（
一
九
六
六
）『
荘
子
の
哲
学
』
勁
草
書
房
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■
は
じ
め
に

高
等
学
校
に
お
け
る
新
学
習
指
導
要
領
の
実
施
を
控
え
、
多
く

の
学
校
で
教
育
課
程
編
成
等
に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
新
設
の
必
履
修
科
目
で
あ
る
「
言

語
文
化
」
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、古
典
教
育
に
よ
っ
て
生
徒
が
「
我

が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
」を
深
め
る
た
め
の
授
業
に
つ
い
て
、

稿
者
の
こ
れ
ま
で
の
実
践
も
踏
ま
え
て
述
べ
て
み
た
い
。

■
問
題
の
所
在

そ
も
そ
も
「
言
語
文
化
」
と
い
う
科
目
が
新
設
さ
れ
る
背
景
に

は
、
次
の
よ
う
な
課
題
意
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

古
典
の
学
習
に
つ
い
て
、
日
本
人
と
し
て
大
切
に
し
て
き
た
言
語
文

化
を
積
極
的
に
享
受
し
て
社
会
や
自
分
と
の
関
わ
り
の
中
で
そ
れ
ら

を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
観
点
が
弱
く
、
学
習
意
欲
が
高
ま
ら
な
い

（『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
十
年
告
示
）
解
説
国
語
編
』
８
頁
）

つ
ま
り
は
、「
古
典
を
学
習
す
る
意
味
が
分
か
ら
な
い
」「
古
典

は
つ
ま
ら
な
い
」
と
い
う
生
徒
た
ち
の
声
に
応
え
、
古
典
の
学
習

に
よ
っ
て
言
語
文
化
を
積
極
的
に
享
受
す
る
姿
勢
を
養
っ
て
い
く

べ
き
で
あ
る
と
の
方
向
性
が
こ
こ
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。
現
行
の

国
語
科
で
は
科
目
の
構
成
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
教
材
を
古
典
と

現
代
文
と
に
分
け
て
授
業
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、『
羅
生
門
』

と
『
今
昔
物
語
集
』
の
よ
う
に
小
説
の
学
習
に
お
い
て
そ
の
素
材

と
な
っ
た
古
典
を
同
時
に
学
習
す
る
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、
現
代

文
分
野
と
古
典
分
野
と
を
関
連
付
け
て
学
習
す
る
こ
と
は
多
い
と

は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
授
業
に
お
い
て
教
材
の
内
容
理
解
の
み
に

終
始
し
て
し
ま
う
要
因
の
一
つ
と
も
い
え
、
教
材
を
め
ぐ
る
影
響

関
係
や
享
受
の
有
り
様
等
に
目
が
向
け
ら
れ
づ
ら
い
状
況
を
生
み

出
し
て
い
た
。
ま
た
、
古
典
分
野
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
ど
の
教

科
書
も
説
話
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
次
に
随
筆
や
物
語
と
い
っ
た

ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
教
材
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
短
く
て

読
み
や
す
い
教
材
を
入
門
的
に
用
い
る
こ
と
で
古
典
に
親
し
ん
で

も
ら
お
う
と
す
る
意
図
と
文
法
事
項
の
段
階
的
な
学
習
が
意
識
さ

れ
た
教
材
配
列
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
配
列
が
文
法
と

髙た
か

野の

慎し
ん

太た

郎ろ
う

東
京
藝
術
大
学
音
楽
学
部
附
属
音
楽
高
等

学
校
教
諭

文
学
史
を
意
識
し
た
古
典
指
導

│
新
課
程
科
目「
言
語
文
化
」を
念
頭
に
置
い
て

授
業
提
案
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逐
語
訳
に
重
点
が
置
か
れ
た
授
業
展
開
を
生
ん
で
き
た
と
も
い

え
、
結
果
的
に
生
徒
に
と
っ
て
古
典
を
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
し
て

し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

■
教
材
配
列
の
再
考

で
は
、
前
述
し
た
課
題
を
授
業
に
よ
っ
て
ど
う
克
服
す
べ
き

か
。
新
学
習
指
導
要
領
の
教
科
の
目
標
の
（
３
）
に
は
、

言
葉
の
も
つ
価
値
へ
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
言
語
感
覚
を
磨

き
、
我
が
国
の
言
語
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、
生
涯

に
わ
た
り
国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
能
力
の
向
上
を
図
る
態
度
を
養

う
。（
前
掲
書
21
頁
）

と
あ
る
。
さ
ら
に
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の

自
覚
を
も
」
つ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
解
説
に
は
、

我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
文
化
的
に
高

い
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
文
化
と
し
て
の
言
語
、

ま
た
、
そ
れ
ら
を
実
際
の
生
活
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
き
た
文
化
的
な
言
語
生
活
、
さ
ら
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で

の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
、
表
現
し
、
受
容
さ
れ
て
き
た
多
様
な
言
語

芸
術
や
芸
能
な
ど
の
担
い
手
と
し
て
の
自
覚
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。（
前
掲
書
24
頁
）

と
あ
り
、「
歴
史
」
あ
る
い
は
「
古
代
か
ら
現
代
」
の
流
れ
を
意

識
し
た
上
で
「
言
語
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
自
覚
」
を
も
た
せ

よ
う
と
す
る
意
図
が
窺
え
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
、
稿
者
が
こ
こ
で
提
案
し
た
い
の

は
、
通
史
的
な
観
点
で
教
材
を
配
列
し
た
授
業
計
画
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
稿
者
が
実
践
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
例
え

ば
高
校
に
入
学
し
て
教
科
書
で
最
初
に
学
ぶ
古
文
は
『
万
葉
集
』

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
法
の
体
系
的
な
学
習
を
考
え
る
と
、
韻

文
で
さ
ら
に
は
そ
の
時
代
特
有
の
付
属
語
等
が
登
場
す
る
『
万
葉

集
』
は
入
学
当
初
の
古
典
教
材
と
し
て
は
扱
い
づ
ら
い
か
も
し
れ

な
い
。
現
行
の
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
で
も
『
万
葉
集
』
は
目

次
の
後
方
に
位
置
し
て
い
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
言
語
文
化
を

総
体
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、『
万
葉
集
』
を
読
む
こ
と

に
加
え
、『
万
葉
集
』
成
立
に
至
る
ま
で
の
口
承
文
芸
や
文
字
の

伝
来
等
、
言
語
に
ま
つ
わ
る
変
遷
を
学
ん
で
お
く
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
教
材
を
通
し
て
言
語
文
化
の
流
れ
も
把

握
す
る
こ
と
で
、
逐
語
訳
中
心
の
理
解
を
超
え
て
教
材
が
我
が
国

の
言
語
文
化
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。

以
下
で
は
、
も
う
少
し
具
体
的
に
高
校
入
学
直
後
と
い
う
想
定

で
、
現
行
の
「
国
語
総
合
」
で
多
く
の
教
科
書
が
採
用
す
る
教
材

を
い
く
つ
か
挙
げ
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
の
流

れ
に
沿
い
な
が
ら
教
材
を
配
列
し
直
す
と
同
時
に
、
本
文
を
読
む

こ
と
以
外
に
想
定
さ
れ
る
学
習
活
動
を
挙
げ
て
み
た
い
。
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■
文
学
史
を
意
識
し
た
教
材
配
列
に
よ
る
実
践
例

（
一
）『
万
葉
集
』

①
加
藤
周
一
『
日
本
文
学
史
序
説
』
第
一
章
「『
万
葉
集
』
の

時
代
」
を
読
み
、『
万
葉
集
』
と
そ
れ
以
前
の
文
学
史
に
つ

い
て
ま
と
め
る
。

②
元
号「
令
和
」
の
典
拠
と
な
っ
た「
梅
花
歌
三
十
二
首
并
序
」

の
序
文
を
読
み
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
お
け
る
漢
詩
文

の
影
響
に
つ
い
て
学
ぶ
。

①
の
『
日
本
文
学
史
序
説
』
は
、『
万
葉
集
』
に
限
ら
ず
、
さ

ま
ざ
ま
な
教
材
に
関
連
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
現
代
文
、

古
典
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
、
我
が
国
の
言
語
文
化
を
捉
え
よ

う
と
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
。

②
の
元
号
に
つ
い
て
は
、
生
徒
に
と
っ
て
も
身
近
な
言
語
文
化

の
一
事
象
で
あ
ろ
う
。序
文
が
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

漢
文
の
基
礎
に
触
れ
つ
つ
、
中
国
文
学
の
我
が
国
に
与
え
た
影
響

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
校
に
入
学
し
て
し
ば
ら
く
は
、
原
文
の
内
容
を
理
解
す
る
た

め
に
注
釈
書
や
現
代
語
訳
を
活
用
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
教
科
書
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
で
表
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

万
葉
仮
名
に
よ
る
表
記
に
も
触
れ
た
い
。

（
二
）『
古
今
和
歌
集
』

①
『
万
葉
集
』
と
比
較
し
な
が
ら
、『
古
今
集
』
の
特
徴
を
学
ぶ
。

②
漢
詩
文
の
時
代
か
ら
仮
名
文
学
の
隆
盛
へ
と
移
っ
て
い
く

背
景
を
知
る
。

③
正
岡
子
規
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
を
読
み
、『
万
葉
集
』

や
『
古
今
集
』
を
子
規
が
ど
う
評
価
し
て
い
た
か
を
知
る
。

教
材
を
通
史
的
に
配
列
す
る
利
点
は
、
文
学
作
品
が
成
立
す
る

歴
史
的
背
景
を
先
に
学
ん
だ
教
材
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
な
が

ら
学
べ
る
点
に
あ
る
。現
行
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
別
の
配
列
で
は
、

時
代
が
前
後
す
る
こ
と
で
、
脈
々
と
創
造
さ
れ
て
き
た
言
語
文
化

の
連
続
性
を
把
握
し
に
く
い
。
ゆ
え
に
、
①
の
よ
う
に
、
既
習
の

教
材
と
読
み
比
べ
な
が
ら
学
習
す
る
こ
と
で
、
既
習
教
材
の
復
習

効
果
も
期
待
で
き
る
。
ま
た
、
通
史
的
配
列
に
よ
っ
て
②
の
よ
う

に
教
材
間
の
文
学
史
的
知
識
を
埋
め
る
学
習
活
動
も
想
定
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
日
本
漢
詩
文
に

も
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
③
の
よ
う
に

後
代
に
お
い
て
古
典
が
ど
う
評
価
さ
れ
た
の
か
を
知
る
上
で
正
岡

子
規
の
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
は
近
代

文
語
文
の
学
習
教
材
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
稿
者

の
勤
務
先
が
子
規
庵
や
正
岡
子
規
記
念
球
場
に
近
い
と
い
う
地
域

性
も
踏
ま
え
て
い
る
。

（
注
）
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（
三
）『
伊
勢
物
語
』

①
『
古
今
集
』
を
踏
ま
え
、
業
平
や
歌
物
語
に
つ
い
て
学
ぶ
。

②
『
仁
勢
物
語
』
と
読
み
比
べ
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
古
典

の
享
受
に
つ
い
て
学
ぶ
。

こ
こ
で
は
『
古
今
集
』
の
後
に
『
伊
勢
物
語
』
を
置
い
た
が
、『
古

今
集
』
の
撰
者
の
一
人
で
あ
る
紀
貫
之
の
『
土
佐
日
記
』
を
選
択

す
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
既
習
の
内
容
に

結
び
つ
け
た
教
材
選
び
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
の
が

稿
者
の
考
え
方
で
あ
る
。
②
に
挙
げ
た
『
仁
勢
物
語
』
は
パ
ロ

デ
ィ
ー
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
古
典
受
容
の
一

つ
の
形
態
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
生
徒
自
身
が
古
典
の
パ
ロ

デ
ィ
ー
を
書
く
等
の
言
語
活
動
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

■
お
わ
り
に

実
践
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
紙
幅
の
都
合
で
ほ
ん
の
一

部
で
あ
る
が
、
通
史
的
な
教
材
配
列
に
よ
っ
て
歴
史
的
な
流
れ
を

意
識
し
つ
つ
、
個
々
の
教
材
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、

言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
の
が
稿
者
の
考
え
で
あ

る
。
ま
た
、主
教
材
と
し
て
挙
げ
た
古
典
の
読
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、

享
受
史
的
な
観
点
に
立
っ
て
教
材
を
照
ら
し
出
す
と
い
う
こ
と
も

言
語
文
化
の
理
解
に
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

高
校
の
古
典
教
育
は
訓
詁
注
釈
に
偏
っ
た
指
導
が
な
さ
れ
て
き

た
が
た
め
に
、
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
は
、
あ
る
程
度
の
文
法

的
知
識
を
積
み
重
ね
て
か
ら
授
業
で
扱
う
と
い
う
の
が
大
方
の
認

識
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
現
行
の
必
履
修
科
目「
国
語
総
合
」

で
扱
う
こ
と
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
我
が
国
の
言

語
文
化
を
考
え
た
と
き
に
、『
源
氏
』
は
そ
の
中
心
と
も
い
う
べ

き
作
品
で
あ
り
、
後
代
に
与
え
た
影
響
を
考
え
れ
ば
、
必
履
修
で

当
然
取
り
上
げ
る
べ
き
作
品
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
文
法
指
導
を
否

定
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
自
立
し
た
言
語
文
化
の
享
受
者
を
育
て

る
た
め
に
は
、
文
法
や
古
語
の
指
導
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
は
確
か

だ
が
、
注
釈
や
現
代
語
訳
が
整
備
さ
れ
、
図
書
館
や
ス
マ
ホ

0

0

0

で
現

代
語
訳
を
簡
単
に
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
現
在
に
お
い
て
、
逐

語
訳
を
目
的
と
し
た
授
業
は
そ
の
役
目
を
終
え
つ
つ
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
む
し
ろ
、
国
語
教
室
そ
の
も
の
が
新
た
な
言
語
文
化
を

創
出
す
る
場
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
新
学
習
指
導
要
領
の
実

施
を
前
に
、
教
員
自
身
が
改
め
て
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
言
語
文

化
を
俯
瞰
し
、
新
た
な
授
業
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

注
「
読
み
比
べ
」
を
取
り
入
れ
た
古
典
の
授
業
に
関
し
て
は
、若
杉
俊
明
「
高

等
学
校
で
古
典
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
や
価
値
を
実
感
で
き
る
指
導
へ
│
魅

力
的
な
学
習
課
題
の
た
め
の
「
読
み
比
べ
」
の
提
言
│
」（『
月
刊
国
語
教

育
研
究
』
二
〇
一
八
年
一
月
号
）
が
あ
る
。
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【
作
者
と
歌
】

　
作
者
の
在
原
業
平
は
、
容
姿
端
麗
で
和
歌
の
上

手
な
男
性
だ
っ
た
よ
う
で
、『
伊い

勢せ

物
語
』
の
主
人

公
と
し
て
も
有
名
で
す
。「
二に

条じ
ょ
う

の
后き

さ
き

（
藤ふ

じ

原わ
ら
の

高た
か
い

子こ

）」
と
の
恋
物
語
は
、「
芥あ

く
た

川が
わ

（
第
六
段
）」

な
ど
高
校
古
典
の
教
科
書
で
ご
存
じ
の
方
も
多
い

で
し
ょ
う
。

　『
古
今
和
歌
集
』
の
詞こ

と
ば

書が
き

に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌

が
詠よ

ま
れ
た
の
は
二
条
の
后
が
「
春と

う

宮ぐ
う

の
御み

息や
す

所ど
こ
ろ

と
申
し
け
る
時
」
の
こ
と
で
す
の
で
、在
原
業

平
が
五
十
六
歳
で
亡
く
な
る
少
し
前
の
頃
と
な
る

ピーター・Ｊ・マクミラン
翻訳家、日本文学研究者、詩
人。東京大学非常勤講師。著
書に『英語で読む百人一首』

（文春文庫）など。2019 年、
世界初の英語版百人一首

「WHACK A WAKA百人イン
グリシュ」を制作、発売。

奥村 準子
（おくむら・じゅんこ）
筑波大学附属高等学校教諭。
大修館書店国語教科書編集委
員。競技かるたの指導者、公
認審判員、Ａ級公認読手、ま
た自らも競技者（六段）とし
て活躍中。

ま
く
み
ら
ん

お
く
む
ら

新
指
導
要
領
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る「
言
語
文
化
」。
高
校
生
に
も
身
近
な
百
人
一
首
を

き
っ
か
け
に
、
こ
と
ば
や
文
化
が
つ
な
が
り
、
古
典
と
現
代
が
つ
な
が
る
楽
し
さ
を
紹

介
し
ま
す
。

紅
葉
で
あ
か
く
染
ま
る
竜
田
川
の
流
れ

ち
は
や
ぶ
る
神か

み

代よ

も
聞き

か
ず
竜た

つ

田た

川が
は

か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水み

づ

く
く
る
と
は

在あ
り

原わ
ら
の

業な
り

平ひ
ら

朝あ

臣そ
ん

17

今 回
の
歌

首
一
人
百

こ
と
ば
で
つ
な
が
る

紹介する人たち

28国語教室　第111号　2019年10月
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英訳

で
し
ょ
う
か
。
当
時
は
四
十
や
五
十
歳
の
お
祝
い

に
屛び

ょ
う

風ぶ

を
新
調
す
る
こ
と
が
流
行
し
た
そ
う
で

す
の
で
、
紅
葉
の
名
所
・
竜
田
川
の
美
し
い
風
景

を
描
い
た
屛
風
が
お
そ
ら
く
二
条
の
后
の
た
め
に

新
調
さ
れ
、
業
平
は
そ
の
風
景
を
和
歌
に
詠
ん
だ

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
業
平
の
詠
む
和
歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名

序
に
よ
れ
ば
「
心
余
り
て
、
詞こ

と
ば

た
ら
ず
（
情
熱

が
あ
り
す
ぎ
て
表
現
が
不
十
分
）」
と
評
さ
れ
ま

す
。
こ
の
歌
も
「
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
く
る
と

は
」
の
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
私
は

業
平
が
昔
の
恋
人
へ
お
祝
い
の
気
持
ち
を
こ
め
て

次
の
よ
う
に
詠
ん
だ
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。

「
神
の
時
代
に
だ
っ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
竜

田
川
の
流
れ
が
紅
葉
で
深
紅
に
染
ま
る
な
ん
て
」

（
奥
村
）

Such beauty unheard of

even in the age of the raging gods―
the Tatsuta River

tie dyeing its waters

in autumnal colors.

『英語で読む百人一首』ピーター・J・マクミラン（文春文庫）より

「ちはやぶる」は「神」にかかる枕
まくら

詞
ことば

で、ふつう日本語で現代語訳するときに
は訳しません。それは「ちはやぶる」と
いう言葉の響きから、たとえうまく言葉
にできなくても、一つの世界がたちあが
ってくるような力が、何となく感じられ
るからでしょう。しかし、外国人が読む
ときは、そのような想像は働きません。
そのため英訳では音の響きよりも意味を
わかりやすく伝えることを重視して、「ち
はやぶる」に raging という言葉をあて
ました。

　昔は唐
から

の国から来たものを賞美したので 
「唐

から

紅
くれなゐ

」という表現が生まれました。赤く染まっ
た紅葉の美しさは、錦や刺

し

繍
しゅう

をほどこした織物
「錦

きん

繍
しゅう

」に喩
たと

えられたり、秋の時候の挨拶「錦
きん

秋
しゅう

の候」などになりました。漫画『ちはやふる』の
影響で競技かるたがブームになりましたが、かる
たの聖地と呼ばれる近

お う み

江神宮は、小倉百人一首の
第一番歌「秋の田の」の作者とされる天智天皇を
お祀

まつ

りしています。その鳥居の色も、競技かるた
選手にとっては「唐紅」かもしれませんね。

29 ことばでつながる百人一首
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関
連
す
る
行
事
・
風
習

・
紅
葉
（
も
み
じ
／
こ
う
よ
う
）

・
紅も

み
じ葉

葉ば

・
錦き

ん

繡し
ゅ
う

・
錦き

ん

秋し
ゅ
う

の
候

・
紅も

み
じ葉

の
錦に

し
き

関
連 

こ
の
た
び
は
幣ぬ

さ

も
と
り
あ
へ
ず
手た

向む
け

山や
ま

紅も
み
ぢ葉

の
錦に

し
き

神か
み

の
ま
に
ま
に

 

（
百
人
一
首
24
・
菅す

が

原わ
ら
の

道み
ち

真ざ
ね

）

・
錦に

し
き（

金
糸
・
銀
糸
な
ど
種
々
の
色
糸
を
用
い
て
華
や
か
な
文
様
を
織
り
出
し
た
厚
地

の
絹
織
物
。
美
し
い
も
の
、
特
に
秋
の
紅
葉
の
喩
え
に
使
う
）

関
連
す
る
こ
と
ば

・
紅も

み
じ葉

狩が

り

・
紅も

み
じ
の
が

葉
賀

・
紅も

み
じ葉

の
衣

こ
ろ
も

・
紅も

み
じ葉

襲が
さ
ね

「 襲
かさね

（襲の色目とも）」は、着物を重ねた
色の取り合わせを指します。着物の表と裏
地の色や、袖口・裾から見える配色など、
平安時代の貴族達は季節に合わせた色使い
を楽しんでいました。「紅葉襲」は表が黄、
裏が蘇

す

芳
おう

（暗紅色）の取り合わせで、美し
く紅葉した木々の色です。現代のファッシ
ョンにも共通する秋らしい色使いですね。
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関
連
す
る
後
世
の
作
品

関
連
す
る
作
品

・「
古
今
和
歌
集
」
293

二に

条で
う

の
后き

さ
き

の
春と

う

宮ぐ
う

の
御み

息や
す

所ど
こ
ろ

と
申
し
け
る
時
に
、
御
屛び

や
う

風ぶ

に
龍た

つ

田た

河が
は

に
紅も

み
ぢ葉

流
れ
た
る
形か

た

を
か
け
り
け
る
を
題
に
て
よ
め
る

 

素そ

性せ
い

も
み
ぢ
葉ば

の
流
れ
て
と
ま
る
水み

な
と門

に
は
紅

く
れ
な
ゐ

深
き
波
や
立
つ
ら
む

業
平
朝
臣

ち
は
や
ぶ
る
神か

み

世よ

も
き
か
ず
龍
田
河
韓か

ら

紅
く
れ
な
ゐ

に
水
く
く
る
と
は

 

（
巻
第
五
・
秋
歌
下
）

＊
 ＊
 ＊

・「
伊
勢
物
語
」
第
106
段

　
む
か
し
、
男
、
親み

王こ

た
ち
の
逍せ

う

遥え
う

し
た
ま
ふ
所
に
ま
う
で
て
、
龍た

つ

田た

河が
は

の

ほ
と
り
に
て
、

　
　
ち
は
や
ぶ
る
神か

み

代よ

も
聞
か
ず
龍た

つ

田た

河が
は

か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水
く
く
る
と
は

＊
 ＊
 ＊

・「
百
人
一
首
」
69

 

能の
う

因い
ん

法ほ
う

師し

嵐あ
ら
し

吹ふ

く
三み

室む
ろ

の
山や

ま

の
も
み
ぢ
葉ば

は
竜た

つ

田た

の
川か

は

の
錦に

し
き

な
り
け
り

・
落
語
「
千ち

早は
や

振ぶ

る
」

・
漫
画
『
ち
は
や
ふ
る
』　漫画『ちはやふる』により、あらためて「百人一首」がブームに

なりました。このことは先ほども触れた「ちはやぶる」という言葉
が持つ、世界観をかたちづくる力をよく示しているのではないでし
ょうか。高校生のみなさんには、ぜひこういった、意味をこえた言
葉の力を感じてもらいたいと思います。

 この歌の作者は在原業平。私の翻訳した『伊勢物語』の主人公と
される人物です。業平は恋人の気持ちを見事に和歌に歌い上げてい
ます。

　落語「千早振る」は、古典作品のパロディが流行した江戸
時代に作られました。紅葉の美しさを詠んだ和歌も、珍解釈
によって、力士を引退した豆腐屋「竜田川」と花

おいらん

魁「千早」
の物語に仕立てられます。でも、この演目で庶民が楽しめた
のは、和歌の解釈を理解していたからでしょう。作者の業平
も、自分の歌が落語や漫画に使われるなんて思いもしなかっ
たでしょうね。まさに「神代も聞かず」です。
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32国語教室　第 111号　2019 年 10月

近刊のご案内

　
唐
を
代
表
す
る
二
大
詩
人
、
李
白
と
杜
甫
の
総
合

事
典
。
二
五
〇
篇
を
超
え
る
詩
文
の
解
説
を
主
に
、

李
杜
の
生
涯
や
旅
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
二
人
の
生

き
た
唐
代
の
歴
史
や
地
理
、
政
治
や
文
化
に
つ
い
て

も
一
章
を
設
け
、
作
品
理
解
の
た
め
の
幅
広
い
情
報

を
提
供
す
る
。
唐
詩
の
形
式
・
助
字
用
例
解
説
・
年

譜
・
地
図
な
ど
、
国
内
外
の
最
新
の
研
究
を
ふ
ま
え

た
資
料
も
充
実
し
た
一
冊
。

原文・書き下し文・ふりがな・
現代語訳付き。

読
み
比
べ
る
こ
と
で
、
新
し
い
魅
力
が
見
え
て
く
る

李
白
と
杜
甫
の

事
典
向
嶋
成
美 

編
著

A5 判・上製函入・914 頁
定価＝本体 12,000 円＋税
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33 近刊のご案内　李白と杜甫の事典

Ⅰ　
李
白
と
杜
甫

Ⅱ　
李
白

　
　
　
李
白
の
生
涯

　
　
　
李
白
の
旅

　
　
　
李
白　
詩
の
世
界

Ⅲ　
杜
甫

　
　
　
杜
甫
の
生
涯

　
　
　
杜
甫
の
旅

　
　
　
杜
甫　
詩
の
世
界

Ⅳ　
李
白
と
杜
甫
を
知
る
た
め
に

　
　
１
李
白
と
杜
甫
の
時
代

　
　
２
文
学
史
の
中
の
李
白
と
杜
甫

　
　
３
唐
詩
の
形
式

　
　
４
李
白
と
杜
甫
を
読
む
た
め
に

付
録　
年
譜
／
諸
本
解
題
／

　
　
　
参
考
文
献
／
全
作
品
一
覧

　
　
　
詩
題
索
引　
ほ
か

【
主
要
目
次
】

本書の５大特色
1 豊富な情報量
李白117篇、杜甫154篇を収録。
日中の最新の研究成果を反映し
た語釈・解説が現代語訳にも活
かされ、李杜詩の世界を豊かに
伝えます。

2 比較の視点が充実
「生涯」「旅」「詩の世界」…。
同じ視点で語られているのに、
個性が際立っていく不思議。
比べて読むからこそおもしろい、
新たな李杜の魅力が満載 !

3 テーマ別の作品配列
「自然」「家族」「戦乱」などの共
通テーマに加え、「送別」（李白）
や「天文と歳時」（杜甫）といっ
た、李杜の得意分野の詩を並べ
て味わえる配列の妙。課題学習
のテーマ選びにも。

4 背景知識がわかる
李杜の生きた時代がわかる !
唐代の歴史・政治・地理・文化
など、社会背景についても徹底
解説。

5 唐詩の作法がわかる
唐代に確立した近体詩のきまり、
口語的表現など、唐詩や古漢語
文法の基礎についても丁寧に解
説。李杜作品だけで用例を網羅
した、画期的な助字解説付き !

旅先で詩作のひらめきを得る李白と、
足跡をそのまま作品に読み込む杜甫。
ことごとく対照的な二人の旅の軌跡
を追う、本事典初の試み !

◆さらに学びたい人には…

大学生が考案した、諸本索引を
兼ねる李杜の全作品一覧付き。
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34国語教室　第 111号　2019 年 10月

新刊のご紹介

1 3 1 　　第Ⅳ章　蜀の人物 1 3 0

払
い
、
孟
獲
を
捕
ら
え
る
が
放
つ
と
、
よ
う
や
く
孟
獲
は
心
服
し
た
。

二
二
七
年
、「
出す
い

師し

の
表
ひ
ょ
う
」
を
劉
禅
に
奉
る
と
、
漢か
ん

中ち
ゅ
うに
駐
屯
、
趙
雲

を
先
鋒
に
夏か

侯こ
う

楙ぼ
う

と
戦
い
、
韓か
ん

徳と
く

と
五
人
の
子
を
趙
雲
が
斬
り
、
夏
侯
楙

を
捕
ら
え
て
安あ
ん

定て
い

・
南な
ん

安あ
ん

の
二
郡
を
取
っ
た
。
姜
き
ょ
う

維い

に
は
手
を
焼
く
が
、

離
間
の
計
で
味
方
に
つ
け
、
天て
ん

水す
い

郡
を
支
配
下
に
置
き
、
夏
侯
楙
は
逃
亡

し
た
。
曹
魏
の
明
帝
は
、
曹そ
う

真し
ん

・
王お
う

朗ろ
う

・
郭か
く

淮わ
い

に
迎
撃
さ
せ
る
が
、
曹
真

は
大
敗
、
郭
淮
が
招
い
た
羌
き
ょ
う

族
も
敗
退
、
王
朗
は
亮
に
罵
ら
れ
て
死
ん
だ
。

鍾し
ょ
う

繇よ
う

に
推
薦
さ
れ
司し

馬ば

懿い

が
復
権
す
る
と
、
孟も
う

達た
つ

の
反
乱
を
平
定
し
、

張ち
ょ
う

郃こ
う

を
先
鋒
に
三
郡
の
奪
回
に
向
か
う
。
亮
は
、
馬ば

謖し
ょ
くを
派
遣
し
て
街が
い

亭て
い

で
迎
え
撃
つ
が
、
馬
謖
が
命
に
背
い
て
敗
退
、
漢
中
に
撤
退
し
、
泣
い

て
馬
謖
を
斬
り
、
自
ら
右ゆ
う

将
し
ょ
う

軍ぐ
ん

に
降
格
し
た
。

「
後こ
う

出す
い

師し

の
表ひ
ょ
う」
を
劉
禅
に
捧
げ
て
開
始
し
た
第
二
次
北
伐
は
、
郝か
く

昭
し
ょ
う

の
守
る
陳ち
ん

倉そ
う

に
、
雲う
ん

梯て
い

・
衝
し
ょ
う

車し
ゃ

を
使
っ
て
攻
撃
し
た
が
落
ち
ず
、
撤
退
す

る
と
、
追
撃
し
て
き
た
王お
う

双そ
う

を
斬
っ
た
。

第
三
次
北
伐
は
、
二
二
九
年
、
郝
昭
の
病
気
を
機
に
陳
倉
を
取
っ
た
。

姜
維
に
陰い
ん

平ぺ
い

郡ぐ
ん

、
王お
う

平へ
い

に
武ぶ

都と

郡ぐ
ん

を
取
ら
せ
、
劉
禅
か
ら
丞
相
に
再
任
さ

れ
る
と
、
司し

馬ば

懿い

を
撃
破
し
、
そ
の
の
ち
軍
を
引
い
た
。

第
四
次
北
伐
は
、
曹
魏
か
ら
の
攻
撃
を
機
と
す
る
。
二
三
〇
年
、
曹
真

が
司
馬
懿
と
劉
り
ゅ
う

曄よ
う

を
率
い
て
攻
め
て
く
る
と
、
張
ち
ょ
う

嶷ぎ
ょ
く・
王
平
に
一
千
騎
を

率
い
て
、
赤せ
き

坡ひ

と
城
じ
ょ
う

固こ

で
守
備
を
命
じ
、
曹
魏
の
大
軍
は
陳
倉
で
長
雨
に

降
ら
れ
て
退
却
す
る
。
亮
は
斜や

谷こ
く

か
ら
祁き

山ざ
ん

に
出
て
、
追
撃
し
て
こ
れ
を

撃
破
す
る
。
亮
の
指
揮
に
不
満
を
持
っ
た
陳ち
ん

式し
ょ
くを

斬
っ
た
が
、
魏
延
は
武

力
を
惜
し
み
許
し
た
。
そ
し
て
曹
真
に
手
紙
を
送
り
、
憤
死
さ
せ
る
。
曹

真
に
代
わ
っ
て
指
揮
を
取
る
司
馬
懿
は
、
陣
立
て
の
勝
負
を
挑
み
、
亮
の

変
化
す
る
「
八は
っ

卦け

の
陣
」
に
大
敗
し
た
。
し
か
し
、
亮
は
、
食
糧
輸
送
を

怠
け
た
苟こ
う

安あ
ん

の
逆
恨
み
に
よ
り
窮
地
に
陥
る
。
亮
は
、
竈か
ま
どを
増
や
し
な
が

ら
撤
退
す
る
後
漢
の
虞ぐ

詡く

の
法
を
用
い
、
司
馬
懿
を
出
し
抜
き
、
成せ
い

都と

に

戻
っ
て
、
苟
安
の
流
言
に
動
揺
し
た
劉
禅
に
謁
見
し
、
蔣
し
ょ
う

琬え
ん

・
費ひ

禕い

の
訓

導
不
足
を
叱
責
し
た
。

第
五
次
北
伐
は
、
二
三
一
年
、
隴ろ
う

上じ
ょ
うに
出
て
、
八は
ち

門も
ん
と
ん

甲こ
う

の
術
に
よ
り

六り
く

丁て
い

・
六り
く

甲こ
う

を
用
い
る
縮
し
ゅ
く

地ち

の
法
に
見
せ
か
け
、
司
馬
懿
を
翻
弄
し
て
麦

を
刈
り
、
懿
を
撃
破
し
た
が
、
李り

厳げ
ん

が
呉
の
侵
入
を
伝
え
て
き
た
の
で
撤

退
、
途
中
、
木ぼ
く

門も
ん

道ど
う

で
張
ち
ょ
う

郃こ
う

を
斬
っ
た
。

第
六
次
北
伐
は
、
二
三
四
年
、
孫
呉
に
挙
兵
を
促
す
と
共
に
、
木ぼ
く

牛ぎ
ゅ
う・

流り
ゅ
う

馬ば

を
利
用
し
て
兵
糧
を
輸
送
し
た
。上
じ
ょ
う

方ほ
う

谷こ
く

に
司
馬
懿
を
お
び
き
出
し
、

火
攻
め
で
追
い
詰
め
る
が
、
豪
雨
に
よ
り
懿
は
生
き
延
び
る
。
五ご

丈
じ
ょ
う

原げ
ん

に
進
軍
し
た
が
、
す
で
に
病
篤
く
、
持
久
戦
を
強
い
る
懿
に
対
し
て
、
寿

命
を
伸
ば
す
祈き

禱と
う

を
す
る
が
、
実
ら
な
か
っ
た
。
将
星
が
落
ち
る
の
を
見

て
、
劉
禅
の
使
者
で
あ
る
李り

福ふ
く

に
、
後
継
者
と
し
て
蔣
琬
・
費
禕
の
名
を

あ
げ
る
と
息
絶
え
た
。

司
馬
懿
は
天
文
を
見
て
、
諸
葛
亮
の
死
を
知
り
、
攻
撃
を
か
け
る
が
、

四
輪
車
に
端
座
す
る
諸
葛
亮
の
木
像
を
見
て
、
逃
げ
戻
っ
た
。
劉
禅
は
、

亮
を
定
軍
山
に
葬
り
、
忠
ち
ゅ
う

武ぶ

侯こ
う

と
謚

お
く
り
なし

て
、
沔べ

ん

陽よ
う

に
廟

び
ょ
う

を
建
て
季
節
ご
と

に
祭
祀
を
行
っ
た
。

綸
かん
巾
きん
（青糸の綬で

作った頭巾）は、
諸葛巾とも呼ばれ
る諸葛亮のトレー
ドマークである。
手に持つ羽

う
扇
せん
は、

周瑜の持ち物とさ
れた時期もあるが、
『演義』では、諸
葛亮だけが持つ。
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演
義

英
雄

魏

蜀

呉

後
漢・西
晉

名
場
面

戦
い

関
帝
信
仰

資
料
集

索
引

謀
略・表
象

反
董と
う

卓た
く

連
合
軍
が
分
裂
す
る
と
、
董
卓
の
専
横
は
増
す
ば
か
り
で
あ
っ

た
。
か
つ
て
、
曹そ
う

操そ
う

に
宝
剣
を
渡
し
て
董
卓
の
暗
殺
を
謀
っ
た
王お
う

允い
ん

は
、

歌か

伎ぎ

（
歌
姫
）
の
貂
ち
ょ
う

蟬せ
ん

を
使
い
、
二
人
の
仲
を
切
り
裂
い
た
。
董
卓
は
、

呂り
ょ

布ふ

に
裏
切
ら
れ
て
殺
さ
れ
る
。

毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

本ぼ
ん

は
、
第
八
回
の
冒
頭
に
、
前
漢
・
後
漢
功
臣
た
ち
が
描
か
れ

て
い
る
麒き

麟り
ん

閣か
く

や
雲う
ん

台だ
い

に
、
貂
蟬
を
描
く
べ
き
と
褒
め
称た
た

え
て
い
る
。

【
貂
蟬
と
い
う
女
子
を
、
ど
う
し
て
麒
麟
閣
や
雲
台
に
描
い
て
、
後

世
ま
で
名
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
最
も
恨
め
し
い
こ
と

は
、
今
の
人
が
で
た
ら
め
に
伝
え
て
い
る
、
関か
ん

羽う

が
貂
蟬
を
斬
る
と

い
う
話
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
貂
蟬
に
は
斬
ら
れ
る
べ
き
罪
は
な
く
、

む
し
ろ
褒
め
讃た
た

え
ら
れ
る
べ
き
功
績
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

そ
れ
を
特
別
に
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。】（
第
八
回
総
評
）

『
演
義
』
で
貂
蟬
の
身
分
と
設
定
さ
れ
た
歌
伎
は
、
妓ぎ

女じ
ょ

と
同
様
、
貞

節
は
あ
ま
り
求
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
三
国
志
平
話
』
な
ど

に
残
る
貂
蟬
は
、呂
布
の
妻
と
さ
れ
て
お
り
、そ
の
場
合
に
は
関
羽
に
よ
っ

て
斬
ら
れ
て
い
る
。
妻
で
あ
れ
ば
、
不ふ

貞て
い

は
許
さ
れ
ず
、
貂
蟬
が
斬
ら
れ

る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。
歌
伎
で
あ
れ
ば
、
不
貞
と
い
う
悪
事
が
追
求

さ
れ
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
毛
宗
崗
本
が
貂
蟬
を
手
放
し

で
礼
賛
す
る
理
由
に
は
物
足
り
な
い
。
不
貞
の
罪
を
補
っ
て
余
り
あ
る
行

為
を
毛
宗
崗
本
は
貂
蟬
に
認
め
た
の
で
あ
る
。

後
漢
が
滅
亡
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
、
貂
蟬
は
自
ら
の
身
を
穢け
が

す
こ
と

で
董
卓
を
打
倒
し
て
、
漢
を
守
っ
た
。
妻さ
い

妾し
ょ
うよ

り
も
身
分
の
低
い
歌
伎
で

あ
っ
て
も
、
国
へ
の
思
い
を
抱
く
こ
と
は
で
き
る
。
貂
蟬
は
、
漢
の
た
め

に
、
そ
の
身
を
穢
し
て
大
業
を
成
し
遂
げ
た
。
毛
宗
崗
本
は
、
第
一
に
貂

蟬
の
行
為
を
漢
へ
の
義
を
尽
く
し
た
も
の
と
捉
え
、
高
く
評
価
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
貂
蟬
は
王
允
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

貂
蟬
は
、「
わ
た
く
し
は
旦
那
様
か
ら
深
い
お
情
け
を
受
け
、
歌
や

舞
を
習
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
我
が
子
の
よ
う
に
礼
に
よ
っ
て
面
倒
を

み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
こ
の
身
を
粉こ

に
し
て
も
、
万

分
の
一
の
ご
恩
返
し
す
ら
で
き
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
…
…
も

し
わ
た
く
し
に
何
か
で
き
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
わ
た
く
し

は
死
ぬ
こ
と
も
厭い
と

い
ま
せ
ん
」。（
第
八
回
）

貂
蟬
は
、
王
允
が
「
礼
」
に
よ
り
我
が
子
の
よ
う
に
自
分
を
育
て
て
く

れ
た
の
で
、
そ
の
恩
返
し
が
で
き
る
な
ら
ば
、
命
を
も
投
げ
出
す
覚
悟
で

す
、
と
そ
の
動
機
を
語
る
。「
美び

女じ
ょ

連れ
ん

環か
ん

の
計
」
の
実
行
は
、
貂
蟬
の
育

て
の
親
の
王
允
に
対
す
る
「
孝
」
の
発
露
で
あ
り
、
王
允
へ
の
報
恩
を
形

に
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
毛
宗
崗
本
の
高
い
評
価
は
、
第
二
に
貂
蟬

の
行
動
を
育
て
の
親
に
対
す
る
孝
の
実
践
と
捉
え
た
こ
と
に
基
づ
く
。

毛
宗
崗
本
は
、「
美
女
連
環
の
計
」
で
董
卓
を
倒
し
た
貂
蟬
を
漢
へ
の

「
義
」、
王
允
へ
の
「
孝
」
を
尽
く
し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

董と
う

卓た
く

の
死
後
、
李り

傕か
く

や
郭か
く

汜し

と
共
に
政
権
を
握
っ
た
張
ち
ょ
う

済せ
い

の
族
子
で
あ

る
張
ち
ょ
う

繡し
ゅ
うは

、
戦
死
し
た
張
済
の
軍
勢
を
も
配
下
に
治
め
、
荊け
い

州し
ゅ
うの

宛え
ん

城
に

駐
屯
し
て
い
た
。
建
安
二
（
一
九
七
）
年
、
曹そ
う

操そ
う

が
南
征
し
て

い
く

水す
い

に
軍

営
を
置
く
と
、
張
繡
は
降
伏
し
た
。
し
か
し
、
曹
操
は
、
亡
き
張
済
の
妻

鄒す
う

氏
に
溺
れ
た
た
め
、
宛え
ん

城じ
ょ
うの

戦
い
で
、
長
子
の
曹そ
う

昂こ
う

・
甥お
い

の
曹そ
う

安あ
ん

民み
ん

の

ほ
か
、
典て
ん

韋い

を
戦
死
さ
せ
る
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
す
る
。
鄒
氏
は
、
史
実
で

は
、
略
奪
さ
れ
て
曹
操
と
関
係
を
結
ば
さ
れ
た
悲
劇
の
女
性
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

本ぼ
ん

は
、
鄒
氏
を
淫
乱
な
女
性
に
書
き
換
え
る
た
め
、
曹

操
と
の
会
話
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

「
今
日
、
あ
な
た
に
お
会
い
で
き
た
の
は
、
天
が
与
え
て
く
だ
さ
っ

た
幸
せ
。
今
宵
は
枕
席
を
と
も
に
い
た
し
、
わ
た
し
と
一
緒
に
都
に

帰
っ
て
、
富
貴
で
安
楽
な
暮
ら
し
を
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

い
か
が
で
す
」。
鄒
氏
は
拝
謝
し
て
そ
れ
に
応
じ
、
こ
の
夜
は
曹
操

と
寝
所
を
と
も
に
し
た
。（
第
十
八
回
）

李り

卓た
く

吾ご

本ほ
ん

で
は
、
曹
操
は
、「
必
ず
夫
人
（
鄒
氏
）
を
正
室
と
し
よ
う
」

と
の
口
説
き
文
句
で
関
係
を
結
ぶ
。
そ
れ
を
毛
宗
崗
本
は
、「
富
貴
で
安

楽
な
暮
ら
し
を
し
よ
う
」
と
言
っ
て
、
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
に
書
き
換
え

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
鄒
氏
の
人
物
像
は
大
き
く
変
化
す
る
。

寡
婦
と
の
不
貞
は
、
最
終
的
に
妻
に
迎
え
る
な
ら
ば
、
明
清
時
代
の
社

会
通
念
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
責
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
李
卓
吾
本
の
曹

操
は
、
た
と
え
そ
れ
が
鄒
氏
を
落
と
す
た
め
の
偽
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

鄒
氏
を
「
正
室
」
に
す
る
と
約
束
し
て
関
係
を
迫
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
履

行
す
れ
ば
、
曹
操
も
そ
の
不
貞
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
鄒
氏
も
そ

の
淫
乱
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
李
卓
吾
本
の
曹
操
は
、
ま
だ
救
わ

れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
曹
操
を
「
奸か
ん

絶ぜ
つ

」
と
し
て
表
現
し
た
い
毛
宗
崗
本
は
、
鄒

氏
を
寡
婦
で
あ
り
な
が
ら
「
富
貴
で
安
楽
な
暮
ら
し
」
の
た
め
に
身
を
差

し
出
す
淫
乱
な
女
性
に
書
き
換
え
た
。
こ
こ
で
は
、
鄒
氏
は
妻
と
し
て
娶め
と

ら
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
鄒
氏
を
淫
乱
な
悪
の
女

性
と
し
て
描
い
た
う
え
で
、
毛
宗
崗
本
は
、
鄒
氏
に
溺
れ
た
こ
と
を
曹
操

大
敗
の
原
因
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

鄒
氏
が
「
曹
操
と
寝
所
を
と
も
に
し
た
」
と
い
う
本
文
に
、
毛
宗
崗
本

は
、【
郭か
く

汜し

の
妻
は
嫉
妬
に
よ
り
、
張
済
の
妻
は
淫
乱
に
よ
り
、
と
も
に

悪
の
報
い
を
受
け
る
仲
間
で
あ
る
】
と
評
を
つ
け
て
い
る
。
李り

傕か
く

と
郭
汜

の
分
裂
の
原
因
と
な
っ
た
郭
汜
の
妻
の
嫉
妬
と
並
べ
、
鄒
氏
の
淫
乱
を
批

判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鄒
氏
に
溺
れ
る
曹
操
に
は
、【
曹
操
の
よ

う
な
奸か
ん

雄ゆ
う

も
、
こ
う
し
て
遊
び
楽
し
ん
で
、
帰
る
こ
と
を
忘
れ
有
頂
天
に

な
る
。
色
欲
が
人
を
惑
わ
せ
る
こ
と
は
甚
だ
し
い
】
と
評
を
つ
け
て
い
る
。

少
数
の
兵
で
多
数
を
破
る
兵
法
の
達
人
で
あ
る
曹
操
で
も
、
不
貞
と
い

う
女
性
の
悪
に
嵌は

ま
っ
た
場
合
に
は
、
長
子
を
失
う
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
す

る
。
毛
宗
崗
本
は
、
嫉
妬
と
不
貞
を
女
性
の
二
大
悪
と
考
え
、
曹
操
の
敗

れ
た
理
由
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑦
美び

女じ
ょ

連れ
ん

環か
ん
の
計�

第
八
回

⑧
曹そ

う

操そ
う

の
不
義�

第
十
八
回
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演
義

英
雄

魏

蜀

呉

後
漢・西
晉

名
場
面

戦
い

関
帝
信
仰

資
料
集

索
引

謀
略・表
象

反
董と
う

卓た
く

連
合
軍
が
分
裂
す
る
と
、
董
卓
の
専
横
は
増
す
ば
か
り
で
あ
っ

た
。
か
つ
て
、
曹そ
う

操そ
う

に
宝
剣
を
渡
し
て
董
卓
の
暗
殺
を
謀
っ
た
王お
う

允い
ん

は
、

歌か

伎ぎ

（
歌
姫
）
の
貂
ち
ょ
う

蟬せ
ん

を
使
い
、
二
人
の
仲
を
切
り
裂
い
た
。
董
卓
は
、

呂り
ょ

布ふ

に
裏
切
ら
れ
て
殺
さ
れ
る
。

毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

本ぼ
ん

は
、
第
八
回
の
冒
頭
に
、
前
漢
・
後
漢
功
臣
た
ち
が
描
か
れ

て
い
る
麒き

麟り
ん

閣か
く

や
雲う
ん

台だ
い

に
、
貂
蟬
を
描
く
べ
き
と
褒
め
称た
た

え
て
い
る
。

【
貂
蟬
と
い
う
女
子
を
、
ど
う
し
て
麒
麟
閣
や
雲
台
に
描
い
て
、
後

世
ま
で
名
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
最
も
恨
め
し
い
こ
と

は
、
今
の
人
が
で
た
ら
め
に
伝
え
て
い
る
、
関か
ん

羽う

が
貂
蟬
を
斬
る
と

い
う
話
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
貂
蟬
に
は
斬
ら
れ
る
べ
き
罪
は
な
く
、

む
し
ろ
褒
め
讃た
た

え
ら
れ
る
べ
き
功
績
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

そ
れ
を
特
別
に
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。】（
第
八
回
総
評
）

『
演
義
』
で
貂
蟬
の
身
分
と
設
定
さ
れ
た
歌
伎
は
、
妓ぎ

女じ
ょ

と
同
様
、
貞

節
は
あ
ま
り
求
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
三
国
志
平
話
』
な
ど

に
残
る
貂
蟬
は
、呂
布
の
妻
と
さ
れ
て
お
り
、そ
の
場
合
に
は
関
羽
に
よ
っ

て
斬
ら
れ
て
い
る
。
妻
で
あ
れ
ば
、
不ふ

貞て
い

は
許
さ
れ
ず
、
貂
蟬
が
斬
ら
れ

る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。
歌
伎
で
あ
れ
ば
、
不
貞
と
い
う
悪
事
が
追
求

さ
れ
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
毛
宗
崗
本
が
貂
蟬
を
手
放
し

で
礼
賛
す
る
理
由
に
は
物
足
り
な
い
。
不
貞
の
罪
を
補
っ
て
余
り
あ
る
行

為
を
毛
宗
崗
本
は
貂
蟬
に
認
め
た
の
で
あ
る
。

後
漢
が
滅
亡
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
、
貂
蟬
は
自
ら
の
身
を
穢け
が

す
こ
と

で
董
卓
を
打
倒
し
て
、
漢
を
守
っ
た
。
妻さ
い

妾し
ょ
うよ
り
も
身
分
の
低
い
歌
伎
で

あ
っ
て
も
、
国
へ
の
思
い
を
抱
く
こ
と
は
で
き
る
。
貂
蟬
は
、
漢
の
た
め

に
、
そ
の
身
を
穢
し
て
大
業
を
成
し
遂
げ
た
。
毛
宗
崗
本
は
、
第
一
に
貂

蟬
の
行
為
を
漢
へ
の
義
を
尽
く
し
た
も
の
と
捉
え
、
高
く
評
価
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
貂
蟬
は
王
允
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

貂
蟬
は
、「
わ
た
く
し
は
旦
那
様
か
ら
深
い
お
情
け
を
受
け
、
歌
や

舞
を
習
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
我
が
子
の
よ
う
に
礼
に
よ
っ
て
面
倒
を

み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
こ
の
身
を
粉こ

に
し
て
も
、
万

分
の
一
の
ご
恩
返
し
す
ら
で
き
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
…
…
も

し
わ
た
く
し
に
何
か
で
き
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
わ
た
く
し

は
死
ぬ
こ
と
も
厭い
と

い
ま
せ
ん
」。（
第
八
回
）

貂
蟬
は
、
王
允
が
「
礼
」
に
よ
り
我
が
子
の
よ
う
に
自
分
を
育
て
て
く

れ
た
の
で
、
そ
の
恩
返
し
が
で
き
る
な
ら
ば
、
命
を
も
投
げ
出
す
覚
悟
で

す
、
と
そ
の
動
機
を
語
る
。「
美び

女じ
ょ

連れ
ん

環か
ん

の
計
」
の
実
行
は
、
貂
蟬
の
育

て
の
親
の
王
允
に
対
す
る
「
孝
」
の
発
露
で
あ
り
、
王
允
へ
の
報
恩
を
形

に
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
毛
宗
崗
本
の
高
い
評
価
は
、
第
二
に
貂
蟬

の
行
動
を
育
て
の
親
に
対
す
る
孝
の
実
践
と
捉
え
た
こ
と
に
基
づ
く
。

毛
宗
崗
本
は
、「
美
女
連
環
の
計
」
で
董
卓
を
倒
し
た
貂
蟬
を
漢
へ
の

「
義
」、
王
允
へ
の
「
孝
」
を
尽
く
し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

董と
う

卓た
く

の
死
後
、
李り

傕か
く

や
郭か
く

汜し

と
共
に
政
権
を
握
っ
た
張
ち
ょ
う

済せ
い

の
族
子
で
あ

る
張
ち
ょ
う

繡し
ゅ
うは
、
戦
死
し
た
張
済
の
軍
勢
を
も
配
下
に
治
め
、
荊け
い

州し
ゅ
うの
宛え
ん

城
に

駐
屯
し
て
い
た
。
建
安
二
（
一
九
七
）
年
、
曹そ

う

操そ
う

が
南
征
し
て

い
く

水す
い

に
軍

営
を
置
く
と
、
張
繡
は
降
伏
し
た
。
し
か
し
、
曹
操
は
、
亡
き
張
済
の
妻

鄒す
う

氏
に
溺
れ
た
た
め
、
宛え

ん

城じ
ょ
うの

戦
い
で
、
長
子
の
曹そ

う

昂こ
う

・
甥お

い

の
曹そ

う

安あ
ん

民み
ん

の

ほ
か
、
典て
ん

韋い

を
戦
死
さ
せ
る
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
す
る
。
鄒
氏
は
、
史
実
で

は
、
略
奪
さ
れ
て
曹
操
と
関
係
を
結
ば
さ
れ
た
悲
劇
の
女
性
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

本ぼ
ん

は
、
鄒
氏
を
淫
乱
な
女
性
に
書
き
換
え
る
た
め
、
曹

操
と
の
会
話
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

「
今
日
、
あ
な
た
に
お
会
い
で
き
た
の
は
、
天
が
与
え
て
く
だ
さ
っ

た
幸
せ
。
今
宵
は
枕
席
を
と
も
に
い
た
し
、
わ
た
し
と
一
緒
に
都
に

帰
っ
て
、
富
貴
で
安
楽
な
暮
ら
し
を
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

い
か
が
で
す
」。
鄒
氏
は
拝
謝
し
て
そ
れ
に
応
じ
、
こ
の
夜
は
曹
操

と
寝
所
を
と
も
に
し
た
。（
第
十
八
回
）

李り

卓た
く

吾ご

本ほ
ん

で
は
、
曹
操
は
、「
必
ず
夫
人
（
鄒
氏
）
を
正
室
と
し
よ
う
」

と
の
口
説
き
文
句
で
関
係
を
結
ぶ
。
そ
れ
を
毛
宗
崗
本
は
、「
富
貴
で
安

楽
な
暮
ら
し
を
し
よ
う
」
と
言
っ
て
、
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
に
書
き
換
え

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
鄒
氏
の
人
物
像
は
大
き
く
変
化
す
る
。

寡
婦
と
の
不
貞
は
、
最
終
的
に
妻
に
迎
え
る
な
ら
ば
、
明
清
時
代
の
社

会
通
念
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
責
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
李
卓
吾
本
の
曹

操
は
、
た
と
え
そ
れ
が
鄒
氏
を
落
と
す
た
め
の
偽
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

鄒
氏
を
「
正
室
」
に
す
る
と
約
束
し
て
関
係
を
迫
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
履

行
す
れ
ば
、
曹
操
も
そ
の
不
貞
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
鄒
氏
も
そ

の
淫
乱
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
李
卓
吾
本
の
曹
操
は
、
ま
だ
救
わ

れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
曹
操
を
「
奸か
ん

絶ぜ
つ

」
と
し
て
表
現
し
た
い
毛
宗
崗
本
は
、
鄒

氏
を
寡
婦
で
あ
り
な
が
ら
「
富
貴
で
安
楽
な
暮
ら
し
」
の
た
め
に
身
を
差

し
出
す
淫
乱
な
女
性
に
書
き
換
え
た
。
こ
こ
で
は
、
鄒
氏
は
妻
と
し
て
娶め
と

ら
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
鄒
氏
を
淫
乱
な
悪
の
女

性
と
し
て
描
い
た
う
え
で
、
毛
宗
崗
本
は
、
鄒
氏
に
溺
れ
た
こ
と
を
曹
操

大
敗
の
原
因
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

鄒
氏
が
「
曹
操
と
寝
所
を
と
も
に
し
た
」
と
い
う
本
文
に
、
毛
宗
崗
本

は
、【
郭か
く

汜し

の
妻
は
嫉
妬
に
よ
り
、
張
済
の
妻
は
淫
乱
に
よ
り
、
と
も
に

悪
の
報
い
を
受
け
る
仲
間
で
あ
る
】
と
評
を
つ
け
て
い
る
。
李り

傕か
く

と
郭
汜

の
分
裂
の
原
因
と
な
っ
た
郭
汜
の
妻
の
嫉
妬
と
並
べ
、
鄒
氏
の
淫
乱
を
批

判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鄒
氏
に
溺
れ
る
曹
操
に
は
、【
曹
操
の
よ

う
な
奸か
ん

雄ゆ
う

も
、
こ
う
し
て
遊
び
楽
し
ん
で
、
帰
る
こ
と
を
忘
れ
有
頂
天
に

な
る
。
色
欲
が
人
を
惑
わ
せ
る
こ
と
は
甚
だ
し
い
】
と
評
を
つ
け
て
い
る
。

少
数
の
兵
で
多
数
を
破
る
兵
法
の
達
人
で
あ
る
曹
操
で
も
、
不
貞
と
い

う
女
性
の
悪
に
嵌は

ま
っ
た
場
合
に
は
、
長
子
を
失
う
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
す

る
。
毛
宗
崗
本
は
、
嫉
妬
と
不
貞
を
女
性
の
二
大
悪
と
考
え
、
曹
操
の
敗

れ
た
理
由
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑦
美び

女じ
ょ

連れ
ん

環か
ん

の
計�

第
八
回

⑧
曹そ
う

操そ
う

の
不
義�

第
十
八
回
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Ⅳ
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払
い
、
孟
獲
を
捕
ら
え
る
が
放
つ
と
、
よ
う
や
く
孟
獲
は
心
服
し
た
。

二
二
七
年
、「
出す
い

師し

の
表
ひ
ょ
う
」
を
劉
禅
に
奉
る
と
、
漢か
ん

中ち
ゅ
うに
駐
屯
、
趙
雲

を
先
鋒
に
夏か

侯こ
う

楙ぼ
う

と
戦
い
、
韓か
ん

徳と
く

と
五
人
の
子
を
趙
雲
が
斬
り
、
夏
侯
楙

を
捕
ら
え
て
安あ
ん

定て
い

・
南な
ん

安あ
ん

の
二
郡
を
取
っ
た
。
姜
き
ょ
う

維い

に
は
手
を
焼
く
が
、

離
間
の
計
で
味
方
に
つ
け
、
天て
ん

水す
い

郡
を
支
配
下
に
置
き
、
夏
侯
楙
は
逃
亡

し
た
。
曹
魏
の
明
帝
は
、
曹そ
う

真し
ん

・
王お
う

朗ろ
う

・
郭か
く

淮わ
い

に
迎
撃
さ
せ
る
が
、
曹
真

は
大
敗
、
郭
淮
が
招
い
た
羌
き
ょ
う

族
も
敗
退
、
王
朗
は
亮
に
罵
ら
れ
て
死
ん
だ
。

鍾し
ょ
う

繇よ
う

に
推
薦
さ
れ
司し

馬ば

懿い

が
復
権
す
る
と
、
孟も
う

達た
つ

の
反
乱
を
平
定
し
、

張ち
ょ
う

郃こ
う

を
先
鋒
に
三
郡
の
奪
回
に
向
か
う
。
亮
は
、
馬ば

謖し
ょ
くを
派
遣
し
て
街が
い

亭て
い

で
迎
え
撃
つ
が
、
馬
謖
が
命
に
背
い
て
敗
退
、
漢
中
に
撤
退
し
、
泣
い

て
馬
謖
を
斬
り
、
自
ら
右ゆ
う

将
し
ょ
う

軍ぐ
ん

に
降
格
し
た
。

「
後こ
う

出す
い

師し

の
表ひ
ょ
う」
を
劉
禅
に
捧
げ
て
開
始
し
た
第
二
次
北
伐
は
、
郝か
く

昭
し
ょ
う

の
守
る
陳ち
ん

倉そ
う

に
、
雲う
ん

梯て
い

・
衝
し
ょ
う

車し
ゃ

を
使
っ
て
攻
撃
し
た
が
落
ち
ず
、
撤
退
す

る
と
、
追
撃
し
て
き
た
王お
う

双そ
う

を
斬
っ
た
。

第
三
次
北
伐
は
、
二
二
九
年
、
郝
昭
の
病
気
を
機
に
陳
倉
を
取
っ
た
。

姜
維
に
陰い
ん

平ぺ
い

郡ぐ
ん

、
王お
う

平へ
い

に
武ぶ

都と

郡ぐ
ん

を
取
ら
せ
、
劉
禅
か
ら
丞
相
に
再
任
さ

れ
る
と
、
司し

馬ば

懿い

を
撃
破
し
、
そ
の
の
ち
軍
を
引
い
た
。

第
四
次
北
伐
は
、
曹
魏
か
ら
の
攻
撃
を
機
と
す
る
。
二
三
〇
年
、
曹
真

が
司
馬
懿
と
劉
り
ゅ
う

曄よ
う

を
率
い
て
攻
め
て
く
る
と
、
張
ち
ょ
う

嶷ぎ
ょ
く・
王
平
に
一
千
騎
を

率
い
て
、
赤せ
き

坡ひ

と
城
じ
ょ
う

固こ

で
守
備
を
命
じ
、
曹
魏
の
大
軍
は
陳
倉
で
長
雨
に

降
ら
れ
て
退
却
す
る
。
亮
は
斜や

谷こ
く

か
ら
祁き

山ざ
ん

に
出
て
、
追
撃
し
て
こ
れ
を

撃
破
す
る
。
亮
の
指
揮
に
不
満
を
持
っ
た
陳ち
ん

式し
ょ
くを
斬
っ
た
が
、
魏
延
は
武

力
を
惜
し
み
許
し
た
。
そ
し
て
曹
真
に
手
紙
を
送
り
、
憤
死
さ
せ
る
。
曹

真
に
代
わ
っ
て
指
揮
を
取
る
司
馬
懿
は
、
陣
立
て
の
勝
負
を
挑
み
、
亮
の

変
化
す
る
「
八は
っ

卦け

の
陣
」
に
大
敗
し
た
。
し
か
し
、
亮
は
、
食
糧
輸
送
を

怠
け
た
苟こ
う

安あ
ん

の
逆
恨
み
に
よ
り
窮
地
に
陥
る
。
亮
は
、
竈か
ま
どを
増
や
し
な
が

ら
撤
退
す
る
後
漢
の
虞ぐ

詡く

の
法
を
用
い
、
司
馬
懿
を
出
し
抜
き
、
成せ
い

都と

に

戻
っ
て
、
苟
安
の
流
言
に
動
揺
し
た
劉
禅
に
謁
見
し
、
蔣
し
ょ
う

琬え
ん

・
費ひ

禕い

の
訓

導
不
足
を
叱
責
し
た
。

第
五
次
北
伐
は
、
二
三
一
年
、
隴ろ
う

上じ
ょ
うに
出
て
、
八は
ち

門も
ん
と
ん

甲こ
う

の
術
に
よ
り

六り
く

丁て
い

・
六り
く

甲こ
う

を
用
い
る
縮
し
ゅ
く

地ち

の
法
に
見
せ
か
け
、
司
馬
懿
を
翻
弄
し
て
麦

を
刈
り
、
懿
を
撃
破
し
た
が
、
李り

厳げ
ん

が
呉
の
侵
入
を
伝
え
て
き
た
の
で
撤

退
、
途
中
、
木ぼ
く

門も
ん

道ど
う

で
張
ち
ょ
う

郃こ
う

を
斬
っ
た
。

第
六
次
北
伐
は
、
二
三
四
年
、
孫
呉
に
挙
兵
を
促
す
と
共
に
、
木ぼ
く

牛ぎ
ゅ
う・

流り
ゅ
う

馬ば

を
利
用
し
て
兵
糧
を
輸
送
し
た
。上
じ
ょ
う

方ほ
う

谷こ
く

に
司
馬
懿
を
お
び
き
出
し
、

火
攻
め
で
追
い
詰
め
る
が
、
豪
雨
に
よ
り
懿
は
生
き
延
び
る
。
五ご

丈
じ
ょ
う

原げ
ん

に
進
軍
し
た
が
、
す
で
に
病
篤
く
、
持
久
戦
を
強
い
る
懿
に
対
し
て
、
寿

命
を
伸
ば
す
祈き

禱と
う

を
す
る
が
、
実
ら
な
か
っ
た
。
将
星
が
落
ち
る
の
を
見

て
、
劉
禅
の
使
者
で
あ
る
李り

福ふ
く

に
、
後
継
者
と
し
て
蔣
琬
・
費
禕
の
名
を

あ
げ
る
と
息
絶
え
た
。

司
馬
懿
は
天
文
を
見
て
、
諸
葛
亮
の
死
を
知
り
、
攻
撃
を
か
け
る
が
、

四
輪
車
に
端
座
す
る
諸
葛
亮
の
木
像
を
見
て
、
逃
げ
戻
っ
た
。
劉
禅
は
、

亮
を
定
軍
山
に
葬
り
、
忠
ち
ゅ
う

武ぶ

侯こ
う

と
謚
お
く
り
なし
て
、
沔べ
ん

陽よ
う

に
廟
び
ょ
う
を
建
て
季
節
ご
と

に
祭
祀
を
行
っ
た
。

綸
かん
巾
きん
（青糸の綬で

作った頭巾）は、
諸葛巾とも呼ばれ
る諸葛亮のトレー
ドマークである。
手に持つ羽

う
扇
せん
は、

周瑜の持ち物とさ
れた時期もあるが、
『演義』では、諸
葛亮だけが持つ。
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資
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索
引

謀
略・表
象

反
董と
う

卓た
く

連
合
軍
が
分
裂
す
る
と
、
董
卓
の
専
横
は
増
す
ば
か
り
で
あ
っ

た
。
か
つ
て
、
曹そ
う

操そ
う

に
宝
剣
を
渡
し
て
董
卓
の
暗
殺
を
謀
っ
た
王お
う

允い
ん

は
、

歌か

伎ぎ

（
歌
姫
）
の
貂
ち
ょ
う

蟬せ
ん

を
使
い
、
二
人
の
仲
を
切
り
裂
い
た
。
董
卓
は
、

呂り
ょ

布ふ

に
裏
切
ら
れ
て
殺
さ
れ
る
。

毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

本ぼ
ん

は
、
第
八
回
の
冒
頭
に
、
前
漢
・
後
漢
功
臣
た
ち
が
描
か
れ

て
い
る
麒き

麟り
ん

閣か
く

や
雲う
ん

台だ
い

に
、
貂
蟬
を
描
く
べ
き
と
褒
め
称た
た

え
て
い
る
。

【
貂
蟬
と
い
う
女
子
を
、
ど
う
し
て
麒
麟
閣
や
雲
台
に
描
い
て
、
後

世
ま
で
名
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
最
も
恨
め
し
い
こ
と

は
、
今
の
人
が
で
た
ら
め
に
伝
え
て
い
る
、
関か
ん

羽う

が
貂
蟬
を
斬
る
と

い
う
話
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
貂
蟬
に
は
斬
ら
れ
る
べ
き
罪
は
な
く
、

む
し
ろ
褒
め
讃た
た

え
ら
れ
る
べ
き
功
績
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

そ
れ
を
特
別
に
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。】（
第
八
回
総
評
）

『
演
義
』
で
貂
蟬
の
身
分
と
設
定
さ
れ
た
歌
伎
は
、
妓ぎ

女じ
ょ

と
同
様
、
貞

節
は
あ
ま
り
求
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
三
国
志
平
話
』
な
ど

に
残
る
貂
蟬
は
、呂
布
の
妻
と
さ
れ
て
お
り
、そ
の
場
合
に
は
関
羽
に
よ
っ

て
斬
ら
れ
て
い
る
。
妻
で
あ
れ
ば
、
不ふ

貞て
い

は
許
さ
れ
ず
、
貂
蟬
が
斬
ら
れ

る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。
歌
伎
で
あ
れ
ば
、
不
貞
と
い
う
悪
事
が
追
求

さ
れ
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
毛
宗
崗
本
が
貂
蟬
を
手
放
し

で
礼
賛
す
る
理
由
に
は
物
足
り
な
い
。
不
貞
の
罪
を
補
っ
て
余
り
あ
る
行

為
を
毛
宗
崗
本
は
貂
蟬
に
認
め
た
の
で
あ
る
。

後
漢
が
滅
亡
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
、
貂
蟬
は
自
ら
の
身
を
穢け
が

す
こ
と

で
董
卓
を
打
倒
し
て
、
漢
を
守
っ
た
。
妻さ
い

妾し
ょ
うよ

り
も
身
分
の
低
い
歌
伎
で

あ
っ
て
も
、
国
へ
の
思
い
を
抱
く
こ
と
は
で
き
る
。
貂
蟬
は
、
漢
の
た
め

に
、
そ
の
身
を
穢
し
て
大
業
を
成
し
遂
げ
た
。
毛
宗
崗
本
は
、
第
一
に
貂

蟬
の
行
為
を
漢
へ
の
義
を
尽
く
し
た
も
の
と
捉
え
、
高
く
評
価
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
貂
蟬
は
王
允
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

貂
蟬
は
、「
わ
た
く
し
は
旦
那
様
か
ら
深
い
お
情
け
を
受
け
、
歌
や

舞
を
習
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
我
が
子
の
よ
う
に
礼
に
よ
っ
て
面
倒
を

み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
こ
の
身
を
粉こ

に
し
て
も
、
万

分
の
一
の
ご
恩
返
し
す
ら
で
き
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
…
…
も

し
わ
た
く
し
に
何
か
で
き
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
わ
た
く
し

は
死
ぬ
こ
と
も
厭い
と

い
ま
せ
ん
」。（
第
八
回
）

貂
蟬
は
、
王
允
が
「
礼
」
に
よ
り
我
が
子
の
よ
う
に
自
分
を
育
て
て
く

れ
た
の
で
、
そ
の
恩
返
し
が
で
き
る
な
ら
ば
、
命
を
も
投
げ
出
す
覚
悟
で

す
、
と
そ
の
動
機
を
語
る
。「
美び

女じ
ょ

連れ
ん

環か
ん

の
計
」
の
実
行
は
、
貂
蟬
の
育

て
の
親
の
王
允
に
対
す
る
「
孝
」
の
発
露
で
あ
り
、
王
允
へ
の
報
恩
を
形

に
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
毛
宗
崗
本
の
高
い
評
価
は
、
第
二
に
貂
蟬

の
行
動
を
育
て
の
親
に
対
す
る
孝
の
実
践
と
捉
え
た
こ
と
に
基
づ
く
。

毛
宗
崗
本
は
、「
美
女
連
環
の
計
」
で
董
卓
を
倒
し
た
貂
蟬
を
漢
へ
の

「
義
」、
王
允
へ
の
「
孝
」
を
尽
く
し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

董と
う

卓た
く

の
死
後
、
李り

傕か
く

や
郭か
く

汜し

と
共
に
政
権
を
握
っ
た
張
ち
ょ
う

済せ
い

の
族
子
で
あ

る
張
ち
ょ
う

繡し
ゅ
うは
、
戦
死
し
た
張
済
の
軍
勢
を
も
配
下
に
治
め
、
荊け
い

州し
ゅ
うの
宛え
ん

城
に

駐
屯
し
て
い
た
。
建
安
二
（
一
九
七
）
年
、
曹そ
う

操そ
う

が
南
征
し
て

い
く

水す
い

に
軍

営
を
置
く
と
、
張
繡
は
降
伏
し
た
。
し
か
し
、
曹
操
は
、
亡
き
張
済
の
妻

鄒す
う

氏
に
溺
れ
た
た
め
、
宛え
ん

城じ
ょ
うの

戦
い
で
、
長
子
の
曹そ
う

昂こ
う

・
甥お
い

の
曹そ
う

安あ
ん

民み
ん

の

ほ
か
、
典て
ん

韋い

を
戦
死
さ
せ
る
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
す
る
。
鄒
氏
は
、
史
実
で

は
、
略
奪
さ
れ
て
曹
操
と
関
係
を
結
ば
さ
れ
た
悲
劇
の
女
性
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

本ぼ
ん

は
、
鄒
氏
を
淫
乱
な
女
性
に
書
き
換
え
る
た
め
、
曹

操
と
の
会
話
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

「
今
日
、
あ
な
た
に
お
会
い
で
き
た
の
は
、
天
が
与
え
て
く
だ
さ
っ

た
幸
せ
。
今
宵
は
枕
席
を
と
も
に
い
た
し
、
わ
た
し
と
一
緒
に
都
に

帰
っ
て
、
富
貴
で
安
楽
な
暮
ら
し
を
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

い
か
が
で
す
」。
鄒
氏
は
拝
謝
し
て
そ
れ
に
応
じ
、
こ
の
夜
は
曹
操

と
寝
所
を
と
も
に
し
た
。（
第
十
八
回
）

李り

卓た
く

吾ご

本ほ
ん

で
は
、
曹
操
は
、「
必
ず
夫
人
（
鄒
氏
）
を
正
室
と
し
よ
う
」

と
の
口
説
き
文
句
で
関
係
を
結
ぶ
。
そ
れ
を
毛
宗
崗
本
は
、「
富
貴
で
安

楽
な
暮
ら
し
を
し
よ
う
」
と
言
っ
て
、
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
に
書
き
換
え

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
鄒
氏
の
人
物
像
は
大
き
く
変
化
す
る
。

寡
婦
と
の
不
貞
は
、
最
終
的
に
妻
に
迎
え
る
な
ら
ば
、
明
清
時
代
の
社

会
通
念
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
責
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
李
卓
吾
本
の
曹

操
は
、
た
と
え
そ
れ
が
鄒
氏
を
落
と
す
た
め
の
偽
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

鄒
氏
を
「
正
室
」
に
す
る
と
約
束
し
て
関
係
を
迫
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
履

行
す
れ
ば
、
曹
操
も
そ
の
不
貞
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
鄒
氏
も
そ

の
淫
乱
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
李
卓
吾
本
の
曹
操
は
、
ま
だ
救
わ

れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
曹
操
を
「
奸か
ん

絶ぜ
つ

」
と
し
て
表
現
し
た
い
毛
宗
崗
本
は
、
鄒

氏
を
寡
婦
で
あ
り
な
が
ら
「
富
貴
で
安
楽
な
暮
ら
し
」
の
た
め
に
身
を
差

し
出
す
淫
乱
な
女
性
に
書
き
換
え
た
。
こ
こ
で
は
、
鄒
氏
は
妻
と
し
て
娶め
と

ら
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
鄒
氏
を
淫
乱
な
悪
の
女

性
と
し
て
描
い
た
う
え
で
、
毛
宗
崗
本
は
、
鄒
氏
に
溺
れ
た
こ
と
を
曹
操

大
敗
の
原
因
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

鄒
氏
が
「
曹
操
と
寝
所
を
と
も
に
し
た
」
と
い
う
本
文
に
、
毛
宗
崗
本

は
、【
郭か
く

汜し

の
妻
は
嫉
妬
に
よ
り
、
張
済
の
妻
は
淫
乱
に
よ
り
、
と
も
に

悪
の
報
い
を
受
け
る
仲
間
で
あ
る
】
と
評
を
つ
け
て
い
る
。
李り

傕か
く

と
郭
汜

の
分
裂
の
原
因
と
な
っ
た
郭
汜
の
妻
の
嫉
妬
と
並
べ
、
鄒
氏
の
淫
乱
を
批

判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鄒
氏
に
溺
れ
る
曹
操
に
は
、【
曹
操
の
よ

う
な
奸か
ん

雄ゆ
う

も
、
こ
う
し
て
遊
び
楽
し
ん
で
、
帰
る
こ
と
を
忘
れ
有
頂
天
に

な
る
。
色
欲
が
人
を
惑
わ
せ
る
こ
と
は
甚
だ
し
い
】
と
評
を
つ
け
て
い
る
。

少
数
の
兵
で
多
数
を
破
る
兵
法
の
達
人
で
あ
る
曹
操
で
も
、
不
貞
と
い

う
女
性
の
悪
に
嵌は

ま
っ
た
場
合
に
は
、
長
子
を
失
う
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
す

る
。
毛
宗
崗
本
は
、
嫉
妬
と
不
貞
を
女
性
の
二
大
悪
と
考
え
、
曹
操
の
敗

れ
た
理
由
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑦
美び

女じ
ょ

連れ
ん

環か
ん

の
計�

第
八
回

⑧
曹そ

う

操そ
う

の
不
義�

第
十
八
回
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て
、
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う
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う

に
宝
剣
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て
董
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の
暗
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、

歌か

伎ぎ

（
歌
姫
）
の
貂
ち
ょ
う

蟬せ
ん

を
使
い
、
二
人
の
仲
を
切
り
裂
い
た
。
董
卓
は
、

呂り
ょ

布ふ

に
裏
切
ら
れ
て
殺
さ
れ
る
。

毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

本ぼ
ん

は
、
第
八
回
の
冒
頭
に
、
前
漢
・
後
漢
功
臣
た
ち
が
描
か
れ

て
い
る
麒き

麟り
ん

閣か
く

や
雲う
ん

台だ
い

に
、
貂
蟬
を
描
く
べ
き
と
褒
め
称た
た

え
て
い
る
。

【
貂
蟬
と
い
う
女
子
を
、
ど
う
し
て
麒
麟
閣
や
雲
台
に
描
い
て
、
後

世
ま
で
名
を
知
ら
し
め
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
最
も
恨
め
し
い
こ
と

は
、
今
の
人
が
で
た
ら
め
に
伝
え
て
い
る
、
関か
ん

羽う

が
貂
蟬
を
斬
る
と

い
う
話
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
貂
蟬
に
は
斬
ら
れ
る
べ
き
罪
は
な
く
、

む
し
ろ
褒
め
讃た
た

え
ら
れ
る
べ
き
功
績
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

そ
れ
を
特
別
に
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。】（
第
八
回
総
評
）

『
演
義
』
で
貂
蟬
の
身
分
と
設
定
さ
れ
た
歌
伎
は
、
妓ぎ

女じ
ょ

と
同
様
、
貞

節
は
あ
ま
り
求
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
三
国
志
平
話
』
な
ど

に
残
る
貂
蟬
は
、呂
布
の
妻
と
さ
れ
て
お
り
、そ
の
場
合
に
は
関
羽
に
よ
っ

て
斬
ら
れ
て
い
る
。
妻
で
あ
れ
ば
、
不ふ

貞て
い

は
許
さ
れ
ず
、
貂
蟬
が
斬
ら
れ

る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。
歌
伎
で
あ
れ
ば
、
不
貞
と
い
う
悪
事
が
追
求

さ
れ
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
毛
宗
崗
本
が
貂
蟬
を
手
放
し

で
礼
賛
す
る
理
由
に
は
物
足
り
な
い
。
不
貞
の
罪
を
補
っ
て
余
り
あ
る
行

為
を
毛
宗
崗
本
は
貂
蟬
に
認
め
た
の
で
あ
る
。

後
漢
が
滅
亡
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
、
貂
蟬
は
自
ら
の
身
を
穢け
が

す
こ
と

で
董
卓
を
打
倒
し
て
、
漢
を
守
っ
た
。
妻さ
い

妾し
ょ
うよ
り
も
身
分
の
低
い
歌
伎
で

あ
っ
て
も
、
国
へ
の
思
い
を
抱
く
こ
と
は
で
き
る
。
貂
蟬
は
、
漢
の
た
め

に
、
そ
の
身
を
穢
し
て
大
業
を
成
し
遂
げ
た
。
毛
宗
崗
本
は
、
第
一
に
貂

蟬
の
行
為
を
漢
へ
の
義
を
尽
く
し
た
も
の
と
捉
え
、
高
く
評
価
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
貂
蟬
は
王
允
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

貂
蟬
は
、「
わ
た
く
し
は
旦
那
様
か
ら
深
い
お
情
け
を
受
け
、
歌
や

舞
を
習
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
我
が
子
の
よ
う
に
礼
に
よ
っ
て
面
倒
を

み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
こ
の
身
を
粉こ

に
し
て
も
、
万

分
の
一
の
ご
恩
返
し
す
ら
で
き
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
…
…
も

し
わ
た
く
し
に
何
か
で
き
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
わ
た
く
し

は
死
ぬ
こ
と
も
厭い
と

い
ま
せ
ん
」。（
第
八
回
）

貂
蟬
は
、
王
允
が
「
礼
」
に
よ
り
我
が
子
の
よ
う
に
自
分
を
育
て
て
く

れ
た
の
で
、
そ
の
恩
返
し
が
で
き
る
な
ら
ば
、
命
を
も
投
げ
出
す
覚
悟
で

す
、
と
そ
の
動
機
を
語
る
。「
美び

女じ
ょ

連れ
ん

環か
ん

の
計
」
の
実
行
は
、
貂
蟬
の
育

て
の
親
の
王
允
に
対
す
る
「
孝
」
の
発
露
で
あ
り
、
王
允
へ
の
報
恩
を
形

に
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
毛
宗
崗
本
の
高
い
評
価
は
、
第
二
に
貂
蟬

の
行
動
を
育
て
の
親
に
対
す
る
孝
の
実
践
と
捉
え
た
こ
と
に
基
づ
く
。

毛
宗
崗
本
は
、「
美
女
連
環
の
計
」
で
董
卓
を
倒
し
た
貂
蟬
を
漢
へ
の

「
義
」、
王
允
へ
の
「
孝
」
を
尽
く
し
た
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

董と
う

卓た
く

の
死
後
、
李り

傕か
く

や
郭か
く

汜し

と
共
に
政
権
を
握
っ
た
張
ち
ょ
う

済せ
い

の
族
子
で
あ

る
張
ち
ょ
う

繡し
ゅ
うは
、
戦
死
し
た
張
済
の
軍
勢
を
も
配
下
に
治
め
、
荊け
い

州し
ゅ
うの
宛え
ん

城
に

駐
屯
し
て
い
た
。
建
安
二
（
一
九
七
）
年
、
曹そ
う

操そ
う

が
南
征
し
て

い
く

水す
い

に
軍

営
を
置
く
と
、
張
繡
は
降
伏
し
た
。
し
か
し
、
曹
操
は
、
亡
き
張
済
の
妻

鄒す
う

氏
に
溺
れ
た
た
め
、
宛え
ん

城じ
ょ
うの
戦
い
で
、
長
子
の
曹そ
う

昂こ
う

・
甥お
い

の
曹そ
う

安あ
ん

民み
ん

の

ほ
か
、
典て
ん

韋い

を
戦
死
さ
せ
る
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
す
る
。
鄒
氏
は
、
史
実
で

は
、
略
奪
さ
れ
て
曹
操
と
関
係
を
結
ば
さ
れ
た
悲
劇
の
女
性
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

本ぼ
ん

は
、
鄒
氏
を
淫
乱
な
女
性
に
書
き
換
え
る
た
め
、
曹

操
と
の
会
話
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

「
今
日
、
あ
な
た
に
お
会
い
で
き
た
の
は
、
天
が
与
え
て
く
だ
さ
っ

た
幸
せ
。
今
宵
は
枕
席
を
と
も
に
い
た
し
、
わ
た
し
と
一
緒
に
都
に

帰
っ
て
、
富
貴
で
安
楽
な
暮
ら
し
を
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

い
か
が
で
す
」。
鄒
氏
は
拝
謝
し
て
そ
れ
に
応
じ
、
こ
の
夜
は
曹
操

と
寝
所
を
と
も
に
し
た
。（
第
十
八
回
）

李り

卓た
く

吾ご

本ほ
ん

で
は
、
曹
操
は
、「
必
ず
夫
人
（
鄒
氏
）
を
正
室
と
し
よ
う
」

と
の
口
説
き
文
句
で
関
係
を
結
ぶ
。
そ
れ
を
毛
宗
崗
本
は
、「
富
貴
で
安

楽
な
暮
ら
し
を
し
よ
う
」
と
言
っ
て
、
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
に
書
き
換
え

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
鄒
氏
の
人
物
像
は
大
き
く
変
化
す
る
。

寡
婦
と
の
不
貞
は
、
最
終
的
に
妻
に
迎
え
る
な
ら
ば
、
明
清
時
代
の
社

会
通
念
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
責
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
李
卓
吾
本
の
曹

操
は
、
た
と
え
そ
れ
が
鄒
氏
を
落
と
す
た
め
の
偽
り
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

鄒
氏
を
「
正
室
」
に
す
る
と
約
束
し
て
関
係
を
迫
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
履

行
す
れ
ば
、
曹
操
も
そ
の
不
貞
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
鄒
氏
も
そ

の
淫
乱
を
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
李
卓
吾
本
の
曹
操
は
、
ま
だ
救
わ

れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
曹
操
を
「
奸か
ん

絶ぜ
つ

」
と
し
て
表
現
し
た
い
毛
宗
崗
本
は
、
鄒

氏
を
寡
婦
で
あ
り
な
が
ら
「
富
貴
で
安
楽
な
暮
ら
し
」
の
た
め
に
身
を
差

し
出
す
淫
乱
な
女
性
に
書
き
換
え
た
。
こ
こ
で
は
、
鄒
氏
は
妻
と
し
て
娶め
と

ら
れ
る
こ
と
を
約
束
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
鄒
氏
を
淫
乱
な
悪
の
女

性
と
し
て
描
い
た
う
え
で
、
毛
宗
崗
本
は
、
鄒
氏
に
溺
れ
た
こ
と
を
曹
操

大
敗
の
原
因
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

鄒
氏
が
「
曹
操
と
寝
所
を
と
も
に
し
た
」
と
い
う
本
文
に
、
毛
宗
崗
本

は
、【
郭か
く

汜し

の
妻
は
嫉
妬
に
よ
り
、
張
済
の
妻
は
淫
乱
に
よ
り
、
と
も
に

悪
の
報
い
を
受
け
る
仲
間
で
あ
る
】
と
評
を
つ
け
て
い
る
。
李り

傕か
く

と
郭
汜

の
分
裂
の
原
因
と
な
っ
た
郭
汜
の
妻
の
嫉
妬
と
並
べ
、
鄒
氏
の
淫
乱
を
批

判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鄒
氏
に
溺
れ
る
曹
操
に
は
、【
曹
操
の
よ

う
な
奸か
ん

雄ゆ
う

も
、
こ
う
し
て
遊
び
楽
し
ん
で
、
帰
る
こ
と
を
忘
れ
有
頂
天
に

な
る
。
色
欲
が
人
を
惑
わ
せ
る
こ
と
は
甚
だ
し
い
】
と
評
を
つ
け
て
い
る
。

少
数
の
兵
で
多
数
を
破
る
兵
法
の
達
人
で
あ
る
曹
操
で
も
、
不
貞
と
い

う
女
性
の
悪
に
嵌は

ま
っ
た
場
合
に
は
、
長
子
を
失
う
ほ
ど
の
大
敗
を
喫
す

る
。
毛
宗
崗
本
は
、
嫉
妬
と
不
貞
を
女
性
の
二
大
悪
と
考
え
、
曹
操
の
敗

れ
た
理
由
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑦
美び

女じ
ょ

連れ
ん

環か
ん
の
計�

第
八
回

⑧
曹そ
う

操そ
う

の
不
義�

第
十
八
回
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演
義

英
雄

魏

蜀

呉

名
場
面

戦
い

関
帝
信
仰

資
料
集

索
引

謀
略・表
象

2 7 9 　　第Ⅸ章　謀略と表象

後
漢・西
晉

人
相
術
に
基
づ
く
人
物
の
い
で
た
ち
に
よ
り
、
そ
の
人
物
の
叙
述
が
始

ま
る
前
に
、
人
物
の
印
象
を
与
え
る
『
演
義
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
武
将
に

も
、
特
別
な
武
器
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
武
将
の
強
さ
を
表
現
し
て

い
る
。

『
演
義
』
に
お
い
て
、
個
人
的
武
力
と
し
て
は
最
強
と
設
定
さ
れ
る
呂り
ょ

布ふ

が
手
に
す
る
武
器
は
、
方ほ
う

天て
ん

画が

戟げ
き

で
あ
る
。
三
日
月
形
の
鋭
い
刃
の
部

分
で
薙な

ぐ
こ
と
も
、
先
端
の
矛
先
に
よ
り
突
く
こ
と
も
で
き
る
方
天
画
戟

は
、
戈か

の
進
化
し
た
型
で
あ
る
。
戈
は
、
春
秋
戦
国
時
代
か
ら
発
達
し
、

後
漢
・
三
国
時
代
に
は
主
力
の
武
器
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
董と
う

卓た
く

か
ら
も

ら
っ
た
赤せ
き

兎と

馬ば

に
ま
た
が
り
、
馬
上
で
戦
う
呂
布
に
は
、
群
が
る
歩
兵
を

薙
ぎ
、
相
手
の
騎
兵
と
矛
で
戦
う
の
に
理
想
の
武
器
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
史
書
の
『
三
国
志
』
に
は
、
呂
布
の
使
用
し
た
武
器
に

関
す
る
記
録
は
な
い
が
、
明
の
『
三さ
ん

才さ
い

図ず

会え

』
に
は
「
戟げ

き

刀と
う

」
と
し
て
図

が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

張ち
ょ
う

飛ひ

が
生
涯
愛
用
し
た
蛇だ

矛ぼ
う

は
槍や

り

で
、『
演
義
』
の
版
本
に
よ
り
、
刃

の
部
分
が
蛇
行
し
て
描
か
れ
る
場
合
と
、
ま
っ
す
ぐ
の
場
合
が
あ
る
。
名

を
「
点て
ん

鋼こ
う

矛ぼ
う

」
と
い
う
。
そ
の
長
さ
は
一
丈
じ
ょ
う

八
尺
と
さ
れ
、『
演
義
』
の

書
か
れ
た
明
代
の
尺
度
で
計
算
す
る
と
六
ｍ
近
く
に
及
ぶ
。
通
常
、
長
柄

の
武
器
は
三
ｍ
以
内
が
有
効
と
さ
れ
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
槍
は
使
え
る
は
ず

は
な
い
。
だ
が
、
張
飛
の
身
の
丈た
け

は
八
尺
、
明
尺
で
は
二
六
一
㎝
と
な
る

た
め
、
一
般
的
な
事
例
に
従
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。

趙ち
ょ
う

雲う
ん

が
ふ
だ
ん
使
用
す
る
武
器
は
、
騎
兵
と
し
て
戦
う
の
に
適
し
た

槍
（
民
間
伝
説
で
は
涯が
い

角か
く

槍そ
う

）
で
あ
る
。
帯
び
て
い
る
青せ
い

釭こ
う

と
い
う
剣
は
、

も
と
も
と
曹そ
う

操そ
う

の
宝
剣
で
あ
っ
た
。
長
ち
ょ
う

坂は
ん

坡は

で
一
騎
駆
け
を
し
た
折
に
、

曹
操
か
ら
剣
を
預
か
っ
て
い
た
夏か

侯こ
う

恩お
ん

を
一
突
き
で
倒
し
て
手
に
入
れ
た

も
の
で
あ
る
。

剣
は
、
春
秋
戦
国
時
代
の
武
器
で
諸も
ろ

刃は

で
あ
る
。
漢
代
に
片
刃
の
刀
が

普
及
し
た
こ
と
に
よ
り
、
剣
は
次
第
に
減
少
し
た
。
し
か
し
、
剣
は
逆
に

神
秘
的
な
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み

に
、
劉
り
ゅ
う

備び

が
持
つ
雌
雄
一
対
の
武
器
は
剣
で
あ
り
、
刀
で
は
な
い
。
劉
備

の
神
聖
性
が
、
剣
に
よ
り
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
、
中

国
近
世
の
小
説
で
は
、
雌
雄
一
対
の
剣
は
、
女
性
が
持
つ
こ
と
が
多
い
。

聖
人
君
子
と
さ
れ
、泣
い
て
天
下
を
取
っ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る『
演

義
』
の
劉
備
か
ら
、
暴
力
性
を
削
ぐ
効
果
を
持
っ
て
い
る
。

神
で
あ
る
関か
ん

羽う

の
武
器
は
、薙な
ぎ

刀な
た

の
一
種
で
あ
る
青せ
い

龍
り
ゅ
う

偃え
ん

月げ
つ

刀と
う

で
あ
る
。

柄
の
先
端
が
龍
り
ゅ
う

首し
ゅ

に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
青
龍
と
い
い
、
刃
部
が
三
日
月

に
似
た
形
で
あ
る
か
ら
偃
月
刀
と
呼
ぶ
。
関
羽
は
、
こ
れ
を
「
冷れ
い

豔え
ん

鋸き
ょ

」

と
名
付
け
た
。
冷
や
や
か
な
美
し
さ
を
持
つ
の
こ
ぎ
り
、
と
い
う
名
と
は

裏
腹
に
、
冷
豔
鋸
は
た
い
へ
ん
重
く
八
十
二
斤
（
約
五
〇
㎏
）
あ
る
と
さ

れ
る
。
大
き
な
関か
ん

帝て
い

廟び
ょ
うで

は
、
多
く
の
場
合
「
刀
楼
」
が
あ
り
、
青
龍
偃

月
刀
を
納
め
て
い
る
が
、
た
い
が
い
は
触
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
関
帝
の

胴
体
を
埋
葬
し
て
い
る
洛ら
く

陽よ
う

の
関
林
の
青
龍
偃
月
刀
は
、
持
つ
こ
と
が
で

き
る
が
、
た
い
へ
ん
重
く
、
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
を
振

り
回
す
た
め
に
必
要
な
握
力
は
七
〇
〇
㎏
で
あ
る
と
い
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
住
民
族
で
あ
る
ケ
ル
ト
人
の
英
雄
ア
ー
サ
ー
王
は
、

エ
ク
ス
カ
リ
バ
ー
（Excalibur

）
と
い
う
名
剣
を
得
る
こ
と
に
よ
り
「
剣

神
」
と
な
り
活
躍
す
る
が
、
死
に
際
し
て
エ
ク
ス
カ
リ
バ
ー
を
ア
バ
ロ
ン

湖
に
投
げ
込
ん
で
死
ぬ
。
剣
神
と
は
、
剣
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
超
人
的

な
力
を
持
ち
、
こ
れ
を
失
っ
て
死
を
迎
え
る
英
雄
の
こ
と
で
あ
る
。

中
国
小
説
で
は
、
如に
ょ

意い

棒ぼ
う

を
手
に
入
れ
る
孫そ

ん

悟ご

空く
う

が
典
型
的
な
剣
神
と

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
演
義
』
で
は
、
冷
豔
鋸
を
馬
商
人
か
ら
の

資
金
援
助
に
よ
り
鍛
練
さ
せ
て
お
り
、
神
に
も
ら
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
死
去
の
際
に
、
青
龍
偃
月
刀
を
失
っ
て
関
羽
の
力
が
な
く
な
る
、

と
い
う
場
面
も
な
い
。
関
羽
は
、
剣
神
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
は
い
な

い
。し

か
し
、
雑
劇
「
劉
り
ゅ
う

関か
ん

張
ち
ょ
う

桃と
う

園え
ん

三さ
ん

結け
つ

義ぎ

」
で
は
、
関
羽
が
石
を
ど
け
、

そ
の
下
の
刀
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
一
段
が
あ
る
。
ま
た
、
嘉か

靖せ
い

本
の
第

二
版
に
は
、
関
羽
が
呉
軍
の
馬ば

忠ち
ゅ
うと
戦
っ
て
い
る
際
に
、
突
然
空
中
か
ら

「
雲う
ん

長ち
ょ
うよ
、
久
し
く
下
方
に
住
ん
で
お
っ
た
が
、
こ
れ
に
玉
ぎ
ょ
く

帝て
い

の
詔
み
こ
と
の
りが
あ

る
。
凡ぼ
ん

夫ぷ

と
の
勝
負
に
こ
だ
わ
る
で
は
な
い
」
と
の
声
が
し
、
頓と
ん

悟ご

し
た

関
羽
は
、「
刀
馬
を
棄
却
し
て
」
神
に
帰
っ
た
と
あ
る
。

さ
ら
に
古
く
は
、
劉
り
ゅ
う

宋そ
う

の
陶と

う

弘こ
う

景け
い

の
『
古
今
刀
剣
録
』
に
は
、
関
羽
が

敗
れ
た
と
き
、
刀
を
水
中
に
投
じ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
関
羽
の
冷
豔
鋸

は
、
孫
悟
空
の
如
意
棒
と
同
じ
よ
う
に
、
関
羽
を
「
剣
神
」
と
す
る
た
め

の
剣
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑬
英
雄
の
武
器

⑭
関
羽
と
青せ

い

龍
り
ゅ
う

刀と
う

関林の青龍偃月刀 方天画戟
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戦
い

演
義

英
雄

魏

蜀

呉

名
場
面

関
帝
信
仰

索
引

謀
略・表
象

後
漢・西
晉

資
料
集

規
律
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
親
し
い
者
で
あ
っ
て
も
処
分
す
る
こ
と
。

第
一
次
北
伐
は
、
直
接
長
ち
ょ
う

安あ
ん

を
目
指
さ
ず
、
涼
り
ょ
う

州し
ゅ
うに
向
か
っ
た
戦
術
が

功
を
奏
し
、
天て
ん

水す
い

郡ぐ
ん

な
ど
三
郡
を
降
伏
さ
せ
、
涼
州
刺し

史し

を
孤
立
さ
せ
た
。

曹
魏
の
明め
い

帝て
い

は
、
張

ち
ょ
う

郃こ
う

を
救
援
に
送
る
が
、
そ
れ
を
く
い
止
め
る
街が

い

亭て
い

を

任
さ
れ
た
者
が
馬ば

謖し
ょ
くで

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
街
道
に
陣
を
布し

け
と
の
命

を
無
視
し
て
、
山
上
に
陣
を
置
い
た
馬
謖
は
大
敗
、
第
一
次
北
伐
は
失
敗

に
終
わ
っ
た
。
諸し
ょ

葛か
つ

亮り
ょ
うは

、
か
ね
て
よ
り
馬
謖
の
才
を
愛
し
て
い
た
が
、

私
情
を
排
し
て
馬
謖
を
斬
り
全
軍
に
詫
び
、
自
ら
も
丞
じ
ょ
う

相し
ょ
うよ
り
右ゆ
う

将
し
ょ
う

軍ぐ
ん

に
降
格
す
る
こ
と
で
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
。

軽
蔑
の
ま
な
ざ
し
の
こ
と
。「
白
い
目
で
見
る
」
と
も
言
う
。
後
世

「
竹ち
く

林り
ん

の
七し
ち

賢け
ん

」
の
一
人
と
さ
れ
る
阮げ
ん

籍せ
き

は
、
司
馬
氏
の
儒
教
の
悪
用
を

憎
み
、
礼
節
を
嫌
っ
た
。
司
馬
氏
に
迎
合
す
る
世
俗
の
徒
と
会
う
と
き
に

は
、
目
を
あ
わ
せ
な
い
た
め
白
目
（
白は

く

眼が
ん

）
で
、
好
意
を
抱
く
人
に
会
う

と
き
は
相
手
の
眼
を
直
視
し
て
黒
目（
青せ

い

眼が
ん

）で
見
た
と
い
う
。
五ご

石せ
き

散さ
ん（

麻

薬
）
を
飲
み
、
司
馬
氏
へ
の
批
判
を
詩
歌
に
表
現
し
た
阮
籍
・
嵆け

い

康こ
う

ら
抵

抗
す
る
知
識
人
は
、『
演
義
』
に
は
記
さ
れ
な
い
が
、
三
国
時
代
を
代
表

す
る
文
学
を
残
し
た
。

多
く
の
中
で
と
く
に
優
れ
る
も
の
。
赤せ
き

壁へ
き

の
戦
い
の
後
、
劉

り
ゅ
う

備び

は
荊け

い

州し
ゅ
う

南
部
を
領
有
で
き
た
が
、
そ
れ
に
は
、
諸
葛
亮
が
荊
州
名
士
を
集
団

に
参
加
さ
せ
た
こ
と
が
大
き
い
。
襄
じ
ょ
う

陽よ
う

の
馬
氏
五
兄
弟
も
そ
う
し
た
名
士

で
あ
る
。
五
人
と
も
字
あ
ざ
な

に
「
常

じ
ょ
う

」
が
付
き
、
優
秀
で
あ
る
た
め
、「
馬
氏

の
五
常
」
と
称
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も
、
最
も
優
れ
て
い
た
馬
良
は
、
眉

毛
が
白
か
っ
た
た
め
「
白は
く

眉び

」
と
呼
ば
れ
た
。
馬ば

良り
ょ
うは

、
異
民
族
対
策
に

抜
群
の
功
績
を
挙
げ
た
が
、
猇お
う

亭て
い

の
戦
い
で
陣
没
す
る
。
街が

い

亭て
い

の
戦
い
で

敗
れ
た
馬ば

謖し
ょ
くは
、
馬
良
の
弟
で
あ
る
。

激
し
く
制
止
し
難
い
ほ
ど
の
勢
い
の
こ
と
。
司し

馬ば

懿い

の
孫
司し

馬ば

炎え
ん

が
建

国
し
た
西せ
い

晉し
ん

に
仕
え
た
杜ど

預よ

は
、
軍
を
率
い
て
呉
に
攻
め
込
ん
だ
。
し
か

し
、
攻
勢
を
待
つ
べ
し
と
の
意
見
が
出
さ
れ
る
。
杜
預
は
、「
い
ま
我
が

軍
の
威
勢
は
奮
い
立
っ
て
お
り
、
た
と
え
る
な
ら
ば
竹
を
破
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
最
初
の
数
節
を
切
れ
ば
、
あ
と
は
刃
物
を
歓
迎
す
る
か
の
よ

う
に
、
手
を
触
れ
ず
と
も
割
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
答
え
た
。
杜
預
の
言

葉
通
り
、
晉
軍
は
快
進
撃
を
続
け
、
呉
の
孫そ
ん

皓こ
う

は
降
伏
、
西
晉
に
よ
っ
て

三
国
は
統
一
さ
れ
る
。
杜
預
は
自
ら
「
左さ

伝で
ん

癖へ
き

」
が
あ
る
と
称
す
る
ほ
ど

の
『
春
し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う

左さ

氏し

伝で
ん

』
の
研
究
家
で
、
唐
の
詩
人
杜と

甫ほ

の
祖
先
で
も
あ
る
。

功
業
の
機
会
を
得
ら
れ
ず
、
安
穏
な
日
々
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

へ
の
嘆
き
。
荊け
い

州
し
ゅ
う

で
劉

り
ゅ
う

表ひ
ょ
うの

客
将
と
な
っ
て
い
た
劉

り
ゅ
う

備び

は
、
あ
る
日
、

会
食
を
中
座
し
て
厠
か
わ
や
に
立
っ
た
。
そ
こ
で
劉
備
は
内う

ち

腿も
も

に
贅ぜ

い

肉に
く

（
髀ひ

肉に
く

）

が
付
い
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
愕が

く

然ぜ
ん

と
し
て
涙
を
流
し
た
。
劉
表
に
涙
の

わ
け
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
劉
備
は
、「
近
ご
ろ
平
安
な
荊
州
に
身
を
寄
せ
、

め
っ
き
り
馬
に
乗
る
機
会
も
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
内
腿

に
贅
肉
が
つ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
老
い
が
至
ろ
う
と
す
る
の
に
、
い
ま

だ
漢
室
復
興
も
果
た
せ
ず
、
安
穏
な
日
々
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
い
情
け
な

さ
に
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
す
」
と
答
え
た
と
い
う
。

軍
事
行
動
は
迅
速
さ
を
重
ん
ず
る
こ
と
。
二
〇
〇
年
、
曹そ
う

操そ
う

は
、
官か

ん

渡と

の
戦
い
で
袁え
ん

紹し
ょ
うを
破
り
、
そ
の
二
年
後
、
袁
紹
は
病
没
す
る
。
し
か
し
、

袁
氏
の
勢
力
は
根
強
く
、
曹
操
が
そ
れ
を
滅
ぼ
す
ま
で
に
約
七
年
を
費
や

し
た
。
曹
操
が
袁
紹
の
子
で
あ
る
袁え
ん

熙き

と
袁え

ん

尚し
ょ
うを

追
っ
て
い
た
折
、
参
謀

の
郭か
く

嘉か

は
、「
兵
は
神
速
を
貴
び
ま
す
。
千
里
の
彼
方
の
敵
を
追
う
に
は
、

軽
装
の
部
隊
で
一
気
に
敵
の
虚
を
突
く
べ
き
で
す
」
と
進
言
し
た
。
こ
の

策
を
容い

れ
て
曹
操
は
、
河か

北ほ
く

を
平
定
し
た
が
、
そ
の
と
き
郭
嘉
は
す
で
に

病
没
し
て
い
た
。

後
漢
末
の
人
物
批
評
家
で
あ
る
許き

ょ

劭し
ょ
うが
、
若
き
日
の
曹そ

う

操そ
う

を
評
価
し
た

言
葉
。『
後ご

漢か
ん

書じ
ょ

』
許
劭
伝
の
曹
操
評
で
あ
る
「
清せ

い

平へ
い

の
姦か

ん

賊ぞ
く

、
乱
世
の

英
雄
」
を
典
拠
と
す
る
。
た
だ
し
、
よ
り
古
い
記
録
で
あ
る
『
三
国
志
』

巻
一 

武ぶ

帝て
い

紀き

の
注
に
引
く
孫そ

ん

盛せ
い

の
『
異い

同ど
う

雑ざ
っ

記き

』
で
は
、「
治
世
の
能
臣
、

乱
世
の
姦か
ん

雄ゆ
う

」
と
な
っ
て
い
る
。「
姦
雄
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
、
姦
で

あ
り
な
が
ら
雄
で
あ
っ
た
曹
操
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
な
イ
メ
ー
ジ
を
見
事

に
表
現
で
き
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、「
英
雄
」
で
は
な
く
、「
姦
雄
」
が

も
と
も
と
の
許
劭
の
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
混
乱
に
乗
じ
て
大
事
業
を
成
し
遂
げ
る
人
物
、
と
い
う
現
在

日
本
語
で
使
わ
れ
て
い
る
故
事
成
語
と
し
て
は
、「
乱
世
の
英
雄
」
が
適

し
て
い
よ
う
。

続
い
て
、
現
在
の
中
国
語
で
使
わ
れ
て
い
る
「
三
国
志
」
に
関
わ

る
故
事
成
語
を
掲
げ
る
。
た
だ
し
、「
三
請
諸
葛
亮
」（
三さ

ん

顧こ

の
礼
）、「
如

魚
得
水
」（
水す

い

魚ぎ
ょ

の
交
わ
り
）、「
髀
肉
復
生
」（
髀ひ

肉に
く

の
嘆た

ん

）、「
諸
葛
亮

揮
泪
斬
馬
謖
」（
泣
い
て
馬ば

謖し
ょ
くを

斬
る
）、「
死
諸
葛
、
走
生
仲
達
」（
死

せ
る
孔こ

う

明め
い

、
生
け
る
仲

ち
ゅ
う

達た
つ

を
走
ら
す
）
と
い
っ
た
日
本
語
と
共
通
す
る

も
の
は
、重
複
す
る
た
め
扱
わ
な
い
。「
看
三
国
掉
眼
涙
」（「
三
国
志
」

を
読
ん
で
涙
を
こ
ぼ
す
。
余
計
な
心
配
）
と
い
う
形
で
、
現
代
中
国
語

を
先
に
出
し
て
説
明
し
て
い
く
。

泣
い
て
馬ば

謖し
ょ
くを

斬
る

『
三
国
志
』
巻
三
十
五

諸
葛
亮
伝

白は
く

眉び

『
三
国
志
』
巻
三
十
九

馬
良
伝

白は
く

眼が
ん

視し

『
晉
書
』
巻
四
十
九

阮
籍
伝

髀ひ

肉に
く

の
嘆た
ん

『
三
国
志
』
巻
三
十
二

先
主
伝
注
引『
九
州
春
秋
』

乱ら
ん

世せ
い

の
英え
い

雄ゆ
う

『
後
漢
書
』
列
伝
五
十
八

許
劭
伝

兵
は
神し
ん

速そ
く

を
貴
ぶ

『
三
国
志
』
巻
十
四

郭
嘉
伝

破は

竹ち
く

の
勢
い

『
晉
書
』
巻
三
十
四

杜
預
伝

正
史
に
つ
い
て
知
る
な
ら
こ
ち
ら
！

『
三
国
志
事
典
』�

渡
邉
義
浩 

著

（
Ａ
５
判
・
上
製
・
３
８
８
頁　

定
価
＝
本
体
３
６
０
０
円
＋
税
）

正
史
『
三
国
志
』
に
伝
の
あ
る
人
物
四
四
〇
人
全
員

の
解
説
を
は
じ
め
、
三
国
時
代
の
歴
史
や
名
場
面
、

文
化
・
宗
教
な
ど
、
基
本
事
項
を
網
羅
。
索
引
や
年
表
、

資
料
類
も
完
備
。

➡④第Ⅺ章「資料集」より、「故
事成語」。三国志由来の慣用
句を多数ご紹介。「白眉」も
三国志から生まれた言葉です！

主要人物には、毛崇崗本（『三
国志演義』の版本の一つ）からの
図版を収録。学術的にも貴重
な資料です！

➡
③
第
Ⅷ
章
「
謀
略
と
表
象
」
よ

り
、「
関
羽
と
青
龍
刀
」。
本
章

で
は
敵
を
出
し
抜
く
「
謀
略
」、

武
器
な
ど
英
雄
を
象
徴
す
る

「
表
象
」
に
つ
い
て
解
説
！
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第
二
回
で
は
、読
解
・
解
釈
専
用
に
な
っ
て
い
る
現
在
の
﹁
古

典
文
法
﹂
の
あ
り
方
を
、﹁
文
語
文
法
﹂
と
比
較
し
て
述
べ
ま

し
た
。生
徒
さ
ん
が
書
い
た
り
話
し
た
り
と
い
う
表
現
活
動
に
、

現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
つ
な
が
ら
な
い
﹁
古
典
文
法
﹂
で
す
が
、

新
指
導
要
領
で
の
創
作
活
動
の
こ
と
も
あ
り
、
今
回
は
そ
の
き

っ
か
け
に
も
な
る
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
た
。

　

い
ろ
は
歌
を
書
い
た
り
、
古
文
を
写
し
た
り
す
る
の
も
古
典

文
法
を
使
う
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
す
が
、
や
ら
さ
れ
て
い
る

感
じ
が
残
り
ま
す
。
い
ち
ば
ん
身
近
な
言
葉
、
自
分
の
名
前
の

変
換
か
ら
古
文
作
文
に
繫
げ
て
み
ま
す
。

　

例
え
ば
、
私
の
名
前
﹁
大
倉
浩
﹂
は
、

　
　

お
ほ
く
ら
︵
の
︶
ひ
ろ
し　

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
、﹃
広
辞
苑
﹄
な
ど

多
く
の
国
語
辞
典
で
、
現
代
仮
名
遣
い
の
見
出
し
の
後
に
、
漢

字
表
記
と
と
も
に﹁
大
倉
オ
ホ

ク
ラ

﹂の
よ
う
に
示
し
て
い
ま
す
か
ら
、

ま
ず
は
こ
れ
で
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、
麻
生
太
郎
氏
は
﹁
あ

さ
ふ
︵
の
︶
た
ら
う
﹂
に
、櫻
井
翔
く
ん
は
﹁
さ
く
ら
ゐ
︵
の
︶

し
ゃ
う
﹂
に
な
り
ま
す
。
国
語
辞
典
で
う
ま
く
見
つ
か
ら
な
い

場
合
は
、
漢
和
辞
典
で
、
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
の
音
︵
字
音
︶

や
訓
を
調
べ
て
、
そ
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
か
ら
考
え
ま
す
。
綾

瀬
は
る
か
さ
ん
の
よ
う
に
﹁
あ
や
せ
︵
の
︶
は
る
か
﹂
で
、
変

わ
ら
な
い
人
も
い
ま
す
が
、
学
校
名
や
地
名
な
ど
を
加
え
れ
ば

違
い
は
出
て
く
る
は
ず
で
す
。
例
え
ば
﹁
大
修
館
高
校
一
年
生

　

鈴
木
祐
介
﹂
君
は
、﹁
た
い
し
う
く
ゎ
ん
か
う
か
う
い
ち
ね

ん
せ
い　

す
ゞ
き
の
い
う
す
け
﹂
君
に
な
り
ま
す
。

　

す
で
に
生
徒
さ
ん
た
ち
も
古
文
の
読
み
方
で
、

課題

自
分
の
姓
名
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
で

書
き
直
そ
う
。

自
分
の「
名
前
」を「
な
ま
へ
」に
変
換
！

大お

お

倉く

ら 

浩ひ
ろ
し

筑
波
大
学
教
授

古典文法
指導講座

国語教師のための

第
３
回
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ゐ
↓
い　

ゑ
↓
え　

か
う
↓
こ
う　

し
ゃ
う
↓
し
ょ
う

と
な
る
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
自
分
の
名
前
の
﹁
利
恵
﹂
が

﹁
り
ゑ
﹂と
変
換
さ
れ
る
と
け
っ
こ
う
衝
撃
的
で
す
よ
ね
。﹁
ゑ
﹂

の
仮
名
じ
た
い
が
漢
字
﹁
恵
﹂
の
く
ず
し
な
の
で
す
。
ま
た
、

読
み
方
は
同
じ
﹁
マ
イ
﹂
さ
ん
で
も
、﹁
真
衣
﹂
は
﹁
ま
い
﹂

で
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、﹁
舞
﹂
さ
ん
は
﹁
ま
ひ
﹂
に
な
り
ま
す
。

そ
う
で
す
、﹁
舞
ふ
﹂と
い
う
ハ
行
四
段
活
用
動
詞
の
連
用
形﹁
舞

ひ
﹂
に
由
来
す
る
か
ら
で
す
。﹁
ヒ
ロ
シ
﹂
は
﹁
広
し
﹂、﹁
タ

カ
シ
﹂
は
﹁
高
し
﹂
で
、
古
語
の
形
容
詞
終
止
形
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
文
法
の
知
識
も
必
要
な
の
で
す
。
書
き
方
が
わ
か

っ
た
ら
、
古
典
の
教
科
書
や
ノ
ー
ト
の
氏
名
欄
は
歴
史
的
仮
名

遣
い
で
書
く
の
も
楽
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
イ
や
エ
の
音
が
、
昔
は
ヰw

i

や
ヱ

w
e

の
音
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
約
千
年
前
の
平
安

時
代
に
は
、
犬
︵
い
ぬ
︶
の
イi

と
猪
︵
ゐ
の
し
し
︶
の
ヰ

w
i

が
別
の
日
本
語
の
音
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ﹁
い
ぬ
﹂﹁
ゐ
の
し
し
﹂
と
仮
名
表
記
し
て
い
た
の
で
す
。

千
年
前
に
は
漢
字
の
言
葉
も
ま
だ
中
国
語
か
ら
の
外
来
語
の
意

識
で
し
た
か
ら
、中
国
語
の
発
音
を
取
り
入
れ
て
﹁
観
音
さ
ま
﹂

を
﹁
ク
ヮ
ン
オ
ン
さ
ま
﹂
と
呼
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
平
安
時

代
の
発
音
に
従
っ
て
当
時
の
人
が
書
き
記
し
た
文
章
も
、
現
代

人
に
は
、
複
雑
な
仮
名
遣
い
の
古
文
の
文
章
に
見
え
ま
す
が
、

千
年
間
の
日
本
語
の
発
音
の
変
化
が
じ
ゃ
ま
を
し
て
い
る
だ
け

で
、当
時
の
人
た
ち︵
識
字
層
で
す
が
︶に
は
無
理
な
く
読
め
て

理
解
で
き
た
文
章
な
の
で
す
。自
分
た
ち
の
名
前
を
書
く
だ
け

で
も
、読
む
だ
け
だ
っ
た
古
文
が
身
近
に
な
っ
て
き
ま
せ
ん
か
。

　

さ
て
、古
文
作
文
の
レ
ベ
ル
を
も
う
少
し
上
げ
て
い
き
ま
す
。

次
の
課
題
で
す
。

　

イ
ケ
メ
ン
光
源
氏
く
ん
が
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
現
代
日
本

の
Ｏ
Ｌ
さ
ん
の
前
に
現
れ
る
騒
動
を
描
い
た
面
白
い
マ
ン
ガ

を
、
高
校
の
先
生
か
ら
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
裏
返

し
で
す
。
現
代
の
我
々
か
ら
平
安
時
代
に
連
絡
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
ス
マ
ホ
で
は
つ
な
が
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、手
紙
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
紫
式
部
の
住
所
は
？　

宛
名
は
？　

当
時
の
京

都
の
こ
と
や
彼
女
た
ち
の
生
活
に
関
心
が
向
い
て
き
ま
す
。
さ

ら
に
、
彼
女
に
読
ん
で
も
ら
う
た
め
に
は
、
当
時
の
日
本
語
で

表
現
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
書
い
た
ら
い
い
か
？　

次
回
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

︵
続
く
︶

課題

紫
式
部
に
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
書
い
て
み
よ
う
。

古典文法に関するご質問をお寄せください。
→大修館HP内「WEB国語教室」からもお送りいただけます。

　https://www.taishukan.co.jp/kokugo/media/
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せ
っ
か
く
高
等
学
校
の
「
国
語
」
で
文
学
作
品
を
扱
う
の
に
、
学

習
者
の
言
語
能
力
の
向
上
や
、
文
化
の
継
承
者
と
し
て
の
自
覚
を
高

め
る
よ
う
な
目
標
を
立
て
る
だ
け
で
は
も
っ
た
い
な
い
。
文
学
作
品

は
私
た
ち
の
世
界
が
、
並
立
す
る
複
数
の
〝
世
界
〞
か
ら
成
り
立
つ

こ
と
を
、
作
品
世
界
を
通
じ
て
教
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
世
界
の
あ
り
方
へ
の
理
解
こ
そ
、
今
ま
さ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
多

様
性
の
擁
護
に
向
か
う
た
め
の
第
一
歩
と
な
る
は
ず
だ
。

　
さ
て
、
多
様
性
の
擁
護
に
向
か
う
た
め
の
文
学
作
品
を
用
い
た
授

業
（
レ
ッ
ス
ン
）
を
構
想
す
る
と
き
、
そ
の
格
好
の
題
材
と
し
て
宮

沢
賢
治
の
作
品
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。賢
治
作
品
と
い
え
ば
、

ま
ず
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
が
思
い
当
た
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
同

作
の
影
響
下
で
、
あ
る
い
は
作
者
の
聖
人
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
陰
に
陽

に
作
用
し
て
、
賢
治
作
品
は
一
元
的
で
お
説
教
く
さ
い
も
の
、
と
い

っ
た
先
入
観
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。賢
治
作
品
の
細
部
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、意
外（
？
）

に
も
複
数
の
〝
世
界
〞
の
せ
め
ぎ
合
い
が
、
そ
の
ま
ま
作
品
世
界
に

パ
ッ
ケ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
国
語
総
合
の
教
科
書
に
し
ば
し
ば
採
ら
れ
る「
な
め
と
こ
山
の
熊
」

を
例
に
、
も
う
少
し
具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。

　「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
は
│
│
こ
れ
は
賢
治
作
品
の
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
な
読
み
方
で
も
あ
る
の
だ
が
│
│
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
か
ら
類

推
さ
れ
る
〈
献
身
〉〈
み
ん
な
の
幸
福
の
追
求
〉〈
弱
い
立
場
へ
の
深

い
愛
情
〉
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
そ
の
物
語
が
整
理
さ
れ
や
す
い
。

つ
ま
り
読
ま
れ
方
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
観
点
と
呼
応
す
る
、
①
市

場
で
の
商
品
取
引
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
社
会
を
、
立
場
の
格
差
が
固

定
化
さ
れ
る
不
平
等
な
も
の
と
し
て
嫌
悪
し
、そ
う
し
た
も
の
は「
世

構か
ま
え 

大だ
い

樹き

多
様
性
の
擁
護
に
向
か
う
た
め
の
レ
ッ
ス
ン

　
　
│
│
宮
沢
賢
治
の
作
品
と
い
う
格
好
の
題
材

清
泉
女
学
院
中
学
高
等
学
校
教
諭
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界
が
だ
ん
だ
ん
進
歩
す
る
と
ひ
と
り
で
消
え
て
な
く
な
っ
て
行
く
」

と
す
る
語
り
手
の
意
見
、
②
殺
し
殺
さ
れ
、
祈
り
祈
ら
れ
る
と
い
う

小
十
郎
と
「
熊
」
の
根
源
的
で
対
等
な
関
係
が
生
じ
た
「
な
め
と
こ

山
」
に
理
想
〝
世
界
〞
を
見
出
す
語
り
手
の
ま
な
ざ
し
、
を
作
品
の

主
題
に
据
え
よ
う
と
す
る
方
向
性
が
看
取
で
き
る
（
以
下
、
本
文
は

筑
摩
書
房
『
新
校
本
全
集
』
よ
り
）。

　
こ
う
し
た
読
み
方
は
、
語
り
手
の
「
さ
う
思
ふ
」
に
従
っ
て
整
序

が
試
み
ら
れ
た
想
像
＝
創
造
に
、
読
み
手
が
進
ん
で
寄
り
添
っ
て
い

く
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
語
り
手
へ
の
寄
り
添
い
は
、
物
語
を
受

け
取
る
に
あ
た
っ
て
の
第
一
歩
だ
。
し
か
し
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」

の
場
合
、
そ
こ
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
て
は
も
の
足
り
な
い
。
と
い
う

の
も
、
語
り
手
の
〝
世
界
〞
観
に
基
づ
き
語
り
出
さ
れ
た
こ
と
の
な

か
に
は
、
そ
の
〝
世
界
〞
観
で
収
束
し
切
れ
な
い
点
が
見
受
け
ら
れ

る
た
め
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
語
り
手
は
自
分
の
話
が
「
人
か
ら
聞

い
た
」
話
を
も
と
に
し
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
そ
れ
を
う
ま
く
消
化

で
き
ず
に
、
勢
い
の
ま
ま
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
。

　
そ
も
そ
も
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
お
い
て
、
小
十
郎
と
「
熊
」

と
の
間
に
根
源
的
で
対
等
な
関
係
が
生
じ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
一
方
の
小
十
郎
が
「
畑
は
な
し
木
は
お
上
の
も
の
に
き
ま
っ
た
し

里
へ
出
て
も
誰
も
相
手
に
し
ね
え
」
た
め
、
金
銭
を
得
る
に
は
「
仕

方
な
し
に
猟
師
」
を
す
る
よ
り
他
な
く
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

小
十
郎
は
夏
に
な
る
と
「
菩マ

ダ
提
樹
の
皮
〔
で
〕
こ
さ
え
た
け
ら
を
着

て
は
む
ば
き
を
は
き
」、「
里
」
よ
り
も
「
山
」
に
近
い
場
所
に
住
む

と
い
う
き
わ
め
て
境
界
性
を
帯
び
た
存
在
と
し
て
あ
る
。
そ
う
し
た

小
十
郎
は
、
社
会
構
造
の
変
化
に
よ
り
、
追
わ
れ
る
よ
う
に
「
山
」

へ
入
っ
て
い
っ
た
。
作
品
世
界
に
お
け
る
「
ま
ち
」
を
人
間
の
領
域
、

「
山
」
を
熊
の
領
域
、「
里
」
を
そ
の
中
間
の
領
域
と
言
い
換
え
る
と
、

こ
の
事
態
は
「
熊
」
に
と
っ
て
、
自
ら
の
領
域
の
縮
小
に
等
し
い
。

こ
の
小
十
郎
＝
人
間
も
歩
き
回
る
中
間
領
域
の
拡
大
は
、「
山
」
の

方
へ
は
み
出
す
形
で
な
さ
れ
る
た
め
だ
。
小
十
郎
は
侵
略
者
の
位
置

に
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
け
れ
ど
も
他
方
の
「
熊
」
は
、
小
十
郎
の
よ
う
に
相
手
の
領
域
に

入
り
込
ん
で
い
か
な
い
。
だ
か
ら
「
ま
ち
」
の
人
間
は
「
な
か
な
か

熊
に
食
は
れ
な
い
」。
し
か
も
、
小
十
郎
と
い
う
侵
略
者
の
排
除
さ

え
徹
底
し
な
い
。「
熊
」
は
多
く
の
場
合
、「
だ
ま
っ
て
高
い
と
こ
か

ら
小
十
郎
を
見
送
っ
て
ゐ
る
」。
闘
争
状
態
に
な
る
の
は
、
小
十
郎

と
間
近
で
「
ぶ
っ
つ
か
っ
」
た
と
き
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
指
し

て
語
り
手
は
「
熊
」
が
小
十
郎
の
こ
と
を
「
す
き
」
と
述
べ
る
が
、

こ
こ
に
「
熊
」
か
ら
小
十
郎
へ
の
好
意
を
想
像
す
る
の
は
、
あ
く
ま

で
語
り
手
の
楽
観
的
な
解
釈
だ
ろ
う
。
小
十
郎
が
熊
の
領
域
に
入
り

込
み
、
彼
ら
に
危
害
を
与
え
て
も
何
度
も
生
き
て
帰
っ
て
く
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、小
十
郎
が
「
熊
」
た
ち
に
見
逃
さ
れ
て
い
る
た
め
、

と
も
等
し
く
読
み
取
れ
る
た
め
だ
。「
熊
」
か
ら
の
好
意
を
、
積
極

的
に
読
み
取
る
根
拠
は
乏
し
い
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
点
を
強
調
す
る
と
き
、
語
り
手
の
〝
世
界
〞
観
で

は
見
落
と
さ
れ
た
〝
世
界
〞
が
見
え
て
く
る
。
小
十
郎
の
「
仕
方
な

し
」
の
狩
猟
が
続
い
た
の
は
、
彼
が
「
熊
捕
り
の
名
人
」
だ
っ
た
か

ら
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
「
熊
」
た
ち
が
不
利
益
を
顧
み
ず
に
、
あ

る
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
そ
れ
を
許
容
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
す

る
と
、
小
十
郎
は
殺
し
た
「
熊
」
に
対
し
て
「
仕
方
な
し
」
の
行
い

だ
っ
た
の
だ
か
ら
と
許
し
を
求
め
る
が
、
も
と
よ
り
彼
は
許
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
小
十
郎
は
立
場
の
弱

い
「
熊
」
か
ら
、
許
し
を
一
方
的
に
与
え
ら
れ
て
ば
か
り
で
あ
る
こ

と
も
浮
か
び
上
が
る
。「
熊
」
に
よ
る
「
二
年
目
に
は
お
れ
も
お
ま

へ
の
家
の
前
で
ち
ゃ
ん
と
死
ん
で
ゐ
て
や
る
か
ら
」
と
い
う
申
し
出

と
そ
の
履
行
は
、
小
十
郎
の
困
窮
か
ら
く
る
「
仕
方
な
」
さ
が
理
解

さ
れ
、
自
ら
の
命
を
差
し
出
す
こ
と
を
許
さ
れ
た
た
め
だ
。
ま
た
小

十
郎
は
、
こ
れ
ま
で
求
め
て
き
た
許
し
を
、
逆
に
「
お
ゝ
小
十
郎
お

ま
へ
を
殺
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
」
と
求
め
返
さ
れ
な
が
ら
命
を
落

と
す
が
、
そ
の
後
、
遺
体
は
「
熊
」
か
ら
丁
重
に
扱
わ
れ
る
。
小
十

郎
は
う
ち
捨
て
ら
れ
な
い
。
最
後
ま
で
「
熊
」
の
領
域
に
あ
る
こ
と

を
許
さ
れ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
場
面
と
言
え
る
。

　
語
り
手
は
こ
の
「
熊
」
の
最
後
の
場
面
を
、
小
十
郎
の
表
情
に
曇

り
が
除
か
れ
、
満
足
が
得
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
描
く
こ
と
で
、
関
係

性
の
理
想
が
拓
か
れ
た〝
世
界
〞
と
し
て
提
示
す
る
。
語
り
手
が「
な

め
と
こ
山
」
の
「
熊
」
に
「
お
も
し
ろ
い
」
と
き
っ
ぱ
り
述
べ
る
の

は
、
次
に
や
っ
て
く
る
べ
き
〝
世
界
〞
の
あ
り
方
を
、
こ
こ
に
見
出

し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
言
祝
が

れ
る
〝
世
界
〞
と
は
、
そ
の
実
、
弱
い
立
場
の
存
在
が
そ
の
ま
ま
で

あ
る
こ
と
を
甘
受
す
る
こ
と
で
立
ち
現
れ
て
い
る
。
小
十
郎
と「
熊
」

は
対
等
で
は
な
い
。
小
十
郎
は
「
熊
」
が
不
利
益
を
こ
う
む
る
こ
と

を
許
容
し
た
お
か
げ
で
、
こ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
死
に
際
し
て
も
利

益
を
得
て
い
た
の
だ
。
こ
の
点
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
で
は
、
語
り
手
の
「
さ
う
思
」
っ
た
も
の

と
し
て
理
想
〝
世
界
〞
が
提
示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
語
ら
れ
た
内
容

は
、
そ
の
細
部
に
別
の
〝
世
界
〞
を
隠
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
〝
世
界
〞
は
、
見
え
方
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
域
を
脱
し
な
い

と
い
う
点
に
お
い
て
、
せ
め
ぎ
合
い
な
が
ら
並
立
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
作
品
世
界
が
成
立
し
て
い
る
の
が
、「
な
め
と
こ
山
の
熊
」

と
い
う
作
品
な
の
で
あ
る
。

　
複
数
の
並
立
す
る
〝
世
界
〞
を
作
品
世
界
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
す
る
賢

治
作
品
は
、「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
他
に
も
「
鹿し

し

踊
り
の
は
じ
ま
り
」

「
狼オ

イ
ノ森

と
笊ざ

る

森
、
盗ぬ

す
と森

」「
雪
渡
り
」「
ビ
ジ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」「
毒
も

み
の
す
き
な
署
長
さ
ん
」「
茨ば

ら

海う
み

小
学
校
」
な
ど
が
あ
る
。
ぜ
ひ
こ

う
し
た
作
品
を
、
多
様
性
の
擁
護
に
向
か
う
た
め
の
授
業
の
な
か
で

活
用
し
て
ほ
し
い
。

〈
新
刊
〉
構
大
樹
著
『
宮
沢
賢
治
は
な
ぜ
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
続
け
る
の
か
』

（
四
六
判
・
並
製
・
二
七
二
頁
・
本
体
二
二
〇
〇
円
）
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■
は
じ
め
に

〇
社
会
背
景
と
求
め
ら
れ
る
力

　

Ａ
Ｉ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
に
代
表
さ
れ
る
技
術
革
新
や
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
り
、
社
会
構
造
や
雇
用

環
境
が
変
化
し
続
け
る
現
代
。
次
期
学
習
指
導
要

領
で
は
「
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
学
校
教

育
に
は
、
子
供
た
ち
が
様
々
な
変
化
に
積
極
的
に

向
き
合
い
、
他
者
と
協
働
し
て
課
題
を
解
決
し
て

い
く
こ
と
や
、
様
々
な
情
報
を
見
極
め
、
知
識
の

概
念
的
な
理
解
を
実
現
し
、
情
報
を
再
構
成
す
る

な
ど
し
て
新
た
な
価
値
に
つ
な
げ
て
い
く
こ
と
、

複
雑
な
状
況
変
化
の
中
で
目
的
を
再
構
築
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
」
と
し
て
い
る
。

〇
二
つ
の
Ｐ
Ｂ
Ｌ
（「
探
究
」
か
「
活
用
」
か
）

　

私
は
、
そ
の
達
成
の
た
め
の
手
段
の
一
つ
が
、

Ｐ
Ｂ
Ｌ
（Project-Based Learning

＝
「
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
型
学
習
」）で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
課

題
の
発
見
、
目
標
設
定
、
学
習
計
画
、
合
意
形
成
、

成
果
発
表
、
自
己
評
価
な
ど
を
学
習
者
自
身
が
自

律
的
に
主
導
す
る
こ
と
で
、
汎
用
的
な
能
力
や
人

間
性
の
育
成
を
志
向
し
た
能
動
的
学
習
ス
タ
イ
ル

の
こ
と
で
あ
る
。イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は「
探
究
」学

習
に
近
い
。（
同
じ
く
Ｐ
Ｂ
Ｌ
と
略
さ
れ
る
知
識
や

技
術
の「
活
用
」を
図
っ
た「
問
題
基
盤
型
学
習
」＝

Problem
-Based Learning

と
は
区
別
し
た
い
。）

〇
「
国
語
表
現
」
と
し
て
求
め
ら
れ
る
力

　
「
国
語
表
現
」
は
、
次
期
学
習
指
導
要
領
で
は
、

現
行
課
程
の
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
も
、「
実
社

髙た
か

橋は
し

　
伸の

ぶ

明あ
き

Ｐ
Ｂ
Ｌ
型
小
論
文
授
業
│
│
協
働 

× 

新
聞 

× 

Ｓ
Ｄ
Ｇｓ

国
語
表
現
×「
書
く
こ
と
」　

授
業
活
性
化
の
ア
イ
デ
ィ
ア

会
」
を
生
き
る
た
め
に
必
要
な
言
語
能
力
の
育
成

に
重
き
を
置
い
て
い
る
点
が
特
徴
と
な
る
。
特
に

言
葉
の
「
自
己
と
他
者
の
相
互
理
解
を
深
め
る
働

き
」
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
が
主
眼
と
な
る
。
主
と

し
て
「
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
」
等
の
他
者

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
側
面
の
力
を
育
成

す
る
こ
と
も
重
要
と
な
る
の
だ
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
、
Ｐ
Ｂ
Ｌ
の
特
性
を
活
か
し
、

社
会
も
求
め
る
「
他
者
と
協
働
し
て
課
題
」
や

「
様
々
な
情
報
を
見
極
め
」、
考
え
を
「
再
構
築
」

で
き
る
小
論
文
の
授
業
を
提
案
し
て
い
き
た
い
。

■
実
践
事
例

〇
授
業
の
基
本
的
な
流
れ

　

①
基
礎
知
識
の
定
着
（
小
テ
ス
ト
形
式
：
生
徒

授業の提案
　

東
京
都
立
田
柄
高
等
学
校
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相
互
採
点
・
評
価
）、
②
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
（
自
己
・

相
互
評
価
：「
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
シ
ー
ト
」
記
入
）、

③
前
時
の
振
り
返
り
（
授
業
者
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
・「
振
り
返
り
シ
ー
ト
」
返
却
）、
④
「
学

習
目
標
」
の
設
定
、
⑤
学
習
活
動
、
⑥
振
り
返
り

（
目
標
（
学
習
・
態
度
）
の
達
成
度
の
自
己
評
価
：

「
振
り
返
り
シ
ー
ト
」
記
入
）、
⑦
（
授
業
外
）
授

業
者
に
よ
る
「
振
り
返
り
シ
ー
ト
」（
や
成
果
物
）

へ
コ
メ
ン
ト

※
実
践
事
例
は
⑤
の
部
分
に
あ
た
る
（
二
時
間

連
続
授
業
）。

〇
【
国
語
表
現
】
Ｐ
Ｂ
Ｌ
型
小
論
文
授
業

目
標
「
社
会
や
身
近
な
問
題
を
取
り
上
げ
、
そ
の

問
題
解
決
に
向
け
た
具
体
的
な
方
法
を
、
客
観
的

な
根
拠
を
示
し
て
、
八
〇
〇
字
程
度
で
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
ろ
う
」

活
動
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ

⑴
「
考
え
る
」、
⑵
「
書
く
」、
⑶
「
伝
え
る
」

1
考
え
る 

①
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
を
共
有
﹇
全
体
﹈

　

Ｐ
Ｂ
Ｌ
の
要
で
も
あ
る
、「
な
ぜ
・
何
の
た
め

に
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
」
小
論
文

を
書
く
の
か
を
共
有
す
る
。

②
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
テ
ー
マ
を
設
定
﹇
個
人
﹈

　

四
人
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
新
聞
社
の
記
事
か
ら
、
テ
ー
マ
と
な
り
得
る

記
事
を
選
択
す
る
。

③
思
考
の
整
理
﹇
個
人
﹈

　

新
聞
記
事
か
ら
得
た
テ
ー
マ
を
も
と
に
、
思

考
ツ
ー
ル
「
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
」
を
活
用
し
、

キ
ー
ワ
ー
ド
を
抽
出
す
る
。

〈
抽
出
例
〉

・
環
境
（「
地
球
温
暖
化
」「
汚
染
」「
絶
滅
危
惧

種
」
な
ど
）

・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
」「
女
性
の
社
会

進
出
」
な
ど
）

・
資
源
（「
水
」「
ゴ
ミ
」「
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
」

な
ど
）

④
問
い
の
作
成
﹇
協
働
﹈

　

テ
ー
マ
や
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
浮
か
び
上
が
る

問
題
を
協
働
し
て
作
成
す
る
。

〈
作
成
例
〉

「
給
食
費
未
納
問
題
」
を
解
決
す
る
に
は
？

⑤
問
題
解
決
へ
の
手
が
か
り
の
発
見
﹇
協
働
﹈

　

多
角
的
な
視
点
か
ら
事
象
を
と
ら
え
る
こ
と

で
、問
題
解
決
の
手
が
か
り
が
得
や
す
く
な
る
。

複
数
の
媒
体
・
資
料
か
ら
問
題
解
決
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
な
る
根
拠
を
発
見
し
、
共
有
す
る
。

⑥
問
題
解
決
へ
の
指
針
の
決
定
﹇
個
人
﹈

　

こ
れ
ま
で
の
考
え
を
再
統
合
、
再
構
築
し
、

指
針
（
＝
小
論
文
の
タ
イ
ト
ル
）
を
決
定
す
る
。

〈
決
定
例
〉（「
給
食
費
未
納
問
題
」
の
場
合
）

・
生
徒
Ａ
：「
給
食
の
役
割
」　

・
生
徒
Ｂ
：「
給
食
費
の
支
払
い
シ
ス
テ
ム
」

・
生
徒
Ｃ
：「
保
護
者
の
モ
ラ
ル
」

・
生
徒
Ｄ
：「
貧
困
家
庭
へ
の
支
援
」

〇「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
の
活
用

　
「
考
え
る
」
際
に
は
、「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
」

（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
：Sustainable D

evelopm
ent Goals

）

の
観
点
を
活
用
す
る
。
今
、
社
会
で
起
き
て
い
る

問
題
を
、
自
分
に
関
係
す
る
こ
と
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
補
助
と
す
る
。

2
書
く 

①
型
（
論
証
型
小
論
文
）
の
確
認

　

授
業
者
は
教
科
書
等
を
併
用
し
て
、
小
論
文

の
構
成
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

②
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
作
成
【
個
人
】

　

型
を
確
認
し
、
自
分
の
考
え
が
相
手
に
伝
わ

る
よ
う
に
意
識
し
な
が
ら
、ア
ウ
ト
ラ
イ
ン（
構

成
メ
モ
）
を
作
成
す
る
。

③
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ【
協
働
】
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グ
ル
ー
プ
内
で
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
共
有
し
、

そ
の
構
成
や
資
料
の
引
用
に
つ
い
て
検
討
し
合

う
。
授
業
者
は
、
適
宜
助
言
を
加
え
る
。

④
小
論
文
作
成
【
個
人
】

⑤
小
論
文
推
敲
【
協
働
】

　

作
成
し
た
小
論
文
を
回
し
読
み
し
、
そ
こ
に

わ
か
り
に
く
い
点
や
改
善
点
に
つ
い
て
コ
メ
ン

ト
を
書
き
加
え
る
。

⑥
小
論
文
リ
ラ
イ
ト
・
提
出
【
個
人
】

　

授
業
者
は
提
出
さ
れ
た
小
論
文
に
つ
い
て
、

添
削
・
ア
ド
バ
イ
ス
を
書
き
加
え
る
。

3
伝
え
る 

①
振
り
返
り
【
個
人
】【
協
働
】

　

授
業
者
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
を
受
け
、
自
己
評

価
と
生
徒
同
士
の
批
評
を
行
う
。

②
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
共
有
【
協
働
】

　

他
グ
ル
ー
プ
へ
共
有
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
の
プ
ロ
セ
ス
で
得
た
知
識
や
考
え
を
「
再
構

造
化
」
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
プ
レ
ゼ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
を
課
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
各
個
人

の
小
論
文
を
中
心
と
し
た
知
識
や
考
え
を
共
有

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
他
グ
ル
ー
プ
は
発
表

に
つ
い
て
、
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
評
価
と
コ
メ
ン
ト

を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
。

③
小
論
文
の
リ
ラ
イ
ト
【
個
人
】

　

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
小
論
文
や
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
踏
ま

え
、
小
論
文
を
再
度
作
成
す
る
。

〇
期
待
で
き
る
効
果

　

目
標
を
共
有
し
、
生
徒
同
士
が
互
い
に
知

識
や
情
報
、
考
え
を
補
い
合
い
な
が
ら
展
開

す
る
Ｐ
Ｂ
Ｌ
型
小
論
文
授
業
に
は
、
次
の
よ

う
な
効
果
が
期
待
で
き
る
。

・
社
会
の
事
象
に
対
し
て
生
徒
に
よ
る
問
題

提
起

・
協
働
に
よ
り
物
事
を
多
面
的
、
多
角
的
に

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
視
野
の
獲
得

・
単
な
る
小
論
文
指
導
で
は
難
し
い
、
コ
ン

ピ
テ
ン
シ
ー
の
育
成

・
複
数
に
及
ぶ
振
り
返
り
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、小
論
文
に
お
け
る
論
の

展
開
や
構
成
と
い
う
技
能
の
鍛
錬
・
向
上

○
留
意
点

　

グ
ル
ー
プ
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

前
提
と
な
る
授
業
の
た
め
、グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

や
チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
い
っ
た
活
動
を

日
常
か
ら
取
り
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

■
授
業
に
あ
た
っ
て

〇
授
業
を
す
る
上
で
大
切
に
し
て
い
る
こ
と

①
学
び
の
サ
イ
ク
ル
を
回
す

　

目
標
・
目
的
の
共
有
↓
実
践
↓
振
り
返
り
↓振り返りシート（一部抜粋、A4版両面で計６回分）
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フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
い
う
学
び
の
サ
イ
ク
ル
を

回
し
て
い
く
こ
と
で
ス
パ
イ
ラ
ル
状
に
そ
の
学

び
や
資
質
・
能
力
は
向
上
し
て
い
く
と
考
え
て

い
る
。

②
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
意
識
す
る

　

学
習
は
イ
ン
プ
ッ
ト
（
入
力
）
と
ア
ウ
ト
プ

ッ
ト
（
出
力
）
の
反
復
で
あ
る
。
イ
ン
プ
ッ
ト

に
よ
っ
て
情
報
や
知
識
が
増
え
、
新
た
な
視
点

の
獲
得
な
ど
の
「
脳
内
世
界
」
に
変
化
が
起
こ

る
。
多
く
の
授
業
の
場
合
、「
出
力
者
＝
授
業

者
」
と
な
る
が
、
私
は
そ
れ
が
「
生
徒
」
と
な

っ
た
時
こ
そ
、
よ
り
学
び
が
大
き
い
と
考
え
て

い
る
。
今
回
提
案
し
た
授
業
の
よ
う
に
、
生
徒

同
士
が
協
働
し
な
が
ら
「
現
実
世
界
」
を
変
え

て
い
こ
う
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
ま
さ
に
そ
れ
で

あ
る
。
こ
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
意
識
を
育
成
す

べ
く
、「
振
り
返
り
シ
ー
ト
」
に
は
三
つ
の
「
態

度
目
標
」
①
聴
く
（
＝
イ
ン
プ
ッ
ト
）、②
考
え

る
、
③
行
動
す
る
（
＝
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
）
と
し

て
、「
学
習
目
標
」
と
並
行
し
て
生
徒
の
共
通
目

標
に
し
て
い
る
。

〇
な
ぜ
「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
な
の
か

　

小
論
文
指
導
に
お
い
て
、
生
徒
か
ら
「
何
を
書

い
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」と
多
く
耳
に
す
る
。

社
会
や
事
象
、
そ
こ
に
潜
む
問
題
や
課
題
を
見
つ

け
出
す
一
つ
の
視
点
と
し
て
、「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」
は
、

大
い
に
有
用
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
十
七
の
ゴ

ー
ル
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
十
七
「
窓
」
と
も
成

り
得
る
。
そ
こ
か
ら
覗
い
た
世
界
は
、
こ
れ
ま
で

と
は
違
っ
て
、
よ
り
鮮
明
に
現
実
的
に
見
え
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
事
象
が
自
分
に
も
関
係
し

て
い
る
と
い
う
当
事
者
意
識
が
問
題
意
識
を
生
み

出
し
、「
自
分
に
も
何
か
で
き
る
の
で
は
」
と
い
う

可
能
性
に
満
ち
た
考
え
が
そ
の
解
決
へ
の
方
策
と

繋
が
っ
て
い
く
。
そ
の
「
橋
渡
し
」
の
役
割
を
担

う
の
も
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

■
ま
と
め
に
変
え
て

　

教
師
が
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
識

は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
基
本
的
な
考
え
方
を
表
す
ス
ロ

ー
ガ
ン
と
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ

は
「no one w

ill be left behind

（
誰
も
置
き

去
り
に
し
な
い
）」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
出
身
や

居
住
地
、
病
気
や
障
害
の
有
無
、
性
別
や
宗
教
な

ど
あ
ら
ゆ
る
条
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人

に
目
を
配
り
、
支
援
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
で
あ

る
。ま
ず
は
教
師
が
先
陣
を
切
っ
て
示
す
こ
と
で
、

生
徒
の
意
識
を
育
て
た
い
。
そ
の
場
と
し
て
も
一

つ
一
つ
の
授
業
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。

「SDGs」について（外務省HPより引用）
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塚つ
か

田だ 

勝か
つ

郎ろ
う

元
筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭

複
合
語
・
慣
用
表
現
を
中
心
に

中
級
編
⑬

「WEB国語教室」連動

１　

覚
え
て
お
き
た
い
複
合
語
・
慣
用
表
現

こ
の
連
載
で
た
び
た
び
述
べ
て
き
た
こ
と
で
す
が
、
漢
文
を
正
し

く
読
解
す
る
た
め
に
は
、
句
法
・
句
形
の
知
識
だ
け
で
は
十
分
と
は

言
え
ま
せ
ん
。
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
語
の
意
味
で
す
。
単
漢
字

の
重
要
語
に
つ
い
て
は
、
前
回
、
例
を
挙
げ
ま
し
た
。
今
回
は
、
複

合
語
・
慣
用
表
現
と
解
釈
に
役
立
つ
常
識
語
を
取
り
上
げ
ま
す
。

ま
ず
複
合
語
・
慣
用
表
現
を
含
ん
だ
例
文
を
見
ま
し
ょ
う
。
い
ず

れ
も
古
典
Ｂ
の
定
番
教
材
で
あ
る
『
史
記
』
項
羽
本
紀
の
「
鴻
門
の

会
」の
場
面
か
ら
採
っ
た
も
の
で
す
。
例
文
の
中
の
太
字
が
複
合
語
・

慣
用
表
現
を
示
し
ま
す
。

ア　

不ン
バレ

然ラ

、
籍 

何ヲ 

以テ 

至ラ
ンレ

此ニ

。

イ　

君 

王 

為リ
レ

人ト 

不
レ

忍ビ

。

ウ　

不し
か
ら

-

者ズ
ン
バ、
若ガ 

属 

皆 

且ニ
レ

為ラ
ン
トレ

所ト
レ

虜ト
ス
ル。

エ　

請フ 

以テ
レ

剣ヲ 

舞ハン
。

オ　

荘 

不
レ

得
レ

撃ツ
コ。ト
ヲ

カ　

於イ
テレ

是ニ

、
張 

良 

至リ
二
軍 

門ニ
一、
見ル
二
樊 

噲ヲ
一。

キ　

今-

者
、
項 

荘 

抜キ
テレ

剣ヲ 

舞フ

。

ク　

交 

戟 

之 

衛 

士
、
欲ス
二
止メ
テ

不ラ
ン一レ ト内い
レ

。

ケ　

客 

何 

為ル 

者ゾ

。

コ　

豪 

毛モ 

不シ
テ二
敢ヘ
テ

有ラ一レ
所
レ

近ヅ
ク、ル

…
…
。 

（
史
記
、
項
羽
本
紀
）

こ
の
中
で
、
句
法
・
句
形
の
知
識
で
対
処
で
き
る
の
は
、
ア「
不
レ

然
」・
ウ
「
不
者
」・
ケ
「
何
為
者
」
の
三
項
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。

ど
れ
も
、
複
合
語
・
慣
用
表
現
の
知
識
が
な
い
と
正
確
な
理
解
に
は

至
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
オ「
不
レ

得
二
…
一
」と
コ「
不
レ

敢
二
…
一
」は
、

場
の
情
況
や
発
言
者
の
心
情
を
推
測
す
る
上
で
、
正
確
な
理
解
が
欠

か
せ
な
い
も
の
で
す
。

オ
「
荘
不
レ

得
レ

撃ツ

。コ
ト
ヲ」
は
、「
鴻
門
の
会
」
の
最
も
緊
迫
し
た
場

面
を
締
め
く
く
る
一
文
で
す
。
項
王
の
参
謀
を
務
め
る
范
増
が
、
若

い
項
荘
に
沛
公
を
撃
つ
こ
と
を
命
じ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
沛
公
側
の
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張
良
に
恩
義
が
あ
る
項
伯
が
、
身
を
挺
し
て
沛
公
を
項
荘
の
攻
撃
か

ら
守
る
の
で
す
。
項
荘
に
は
沛
公
を
倒
す
能
力
が
十
分
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
項
伯
に
機
会
を
奪
わ
れ
て
沛
公
を
撃
つ
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
一
文
が
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
ま
す
。

コ
「
豪
毛モ 
不シ
テ二

敢ヘ
テ

有ラ一レ

所
レ

近ヅ
ク、ル

…
…
。」
は
、
沛
公
に
代
わ
っ
て

項
王
に
熱
弁
を
奮
う
樊
噲
の
発
言
の
一
部
で
す
。
当
時
、
沛
公
は
す

で
に
関
中
の
王
で
し
た
が
、「
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
も
の
も
、
自
分
の
も

の
に
し
た
り
し
て
い
な
い
」
と
控
え
め
に
述
べ
る
こ
と
で
、
沛
公
の

誠
実
さ
と
項
王
へ
の
服
従
ぶ
り
を
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
ま
す
。

筆
者
は
重
要
な
複
合
語
・
慣
用
表
現
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
教

材
を
配
布
し
て
、
生
徒
に
自
学
自
習
を
促
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
端

を
お
目
に
か
け
ま
し
ょ
う
。

【
使
い
方
】　

覚
え
て
い
た
ら
□
内
を
塗
り
つ
ぶ
す
。

未
知
の
も
の
が
あ
っ
た
ら
、漢
和
辞
典
で
意
味
と
用
例
を
調
べ
よ
う
。

１　

疑
問
・
反
語

□
何-

如
・
何-

奈
・
何-

若　

い
か
ん
〔
状
態
・
程
度
・
性
質
・
可
否
な

ど
に
つ
い
て
〕＝
…
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。
…
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

□
如-

何
・
奈-

何
・
若-

何　

い
か
ん
・
い
か
ん
せ
ん
・
い
か
ん
ぞ
〔
手

段
・
方
法
・
処
置
な
ど
に
つ
い
て
〕
＝
…
を
ど
う
し
よ
う
か
。
…
を

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

□
何
為
・
奚
為
・
胡
為　

な
ん
す
レ
ゾ
＝
ど
う
し
て
…
か
。

□
何
為
者　

な
ん
す
ル
も
の
ゾ
＝
ど
う
い
う
者
か
。
何
者
か
。

□
何
以
・
奚
以　

な
に
ヲ
も
つ
テ
＝
ど
う
し
て
…
か
。

□
何
由
・
何
因
・
何
従　

な
に
ニ
よ
リ
テ
＝
ど
う
し
て
…
か
。

□
何
也
・
何
哉　

な
ん
ゾ
や
＝
…
は
ど
う
し
て
か
。

□
何
能　

な
ん
ゾ
よ
ク
＝
ど
う
し
て
…
で
き
る
の
か
。

□
何
謂
也　

な
ん
ノ
い
ヒ
ゾ
や
＝
ど
う
い
う
意
味
か
。

□
幾-

何
・
幾
許　

い
く
ば
く
＝
ど
れ
く
ら
い
か
。
ど
れ
ほ
ど
か
。

□
孰-

与
・
孰-

若　

い
づ
レ
ゾ
＝
ど
ち
ら
が
…
か
。
※
「
Ａハ 

孰
二

-

与レ
ゾ 

（
孰
二

-

若レ
ゾ）
Ｂニ
一
」（
＝
Ａ
と
Ｂ
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
…
か
）
の
形
で
、
多

く
の
場
合
、
Ａ
よ
り
も
Ｂ
の
方
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
す
。

□
何
必　

な
ん
ゾ
か
な
ら
ズ
シ
モ
＝
ど
う
し
て
…
す
る
必
要
が
あ
ろ
う

か
。
ど
う
し
て
必
ず
…
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
※
反
語
専
用
。

□
何
有　

な
に
カ
あ
ラ
ン
＝
な
に
が
あ
ろ
う
か
。
な
ん
で
も
な
い
。

※
反
語
専
用
。（

中
略
）

８　

そ
の
他

□
聞-

道　

き
ク
ナ
ラ
ク
＝
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
。

□
為
レ
人　

ひ
と
ト
な
リ
＝
性
格
。
人
柄
。

□
所-
謂　

い
は
ゆ
る
＝
世
に
言
う
。
言
う
と
こ
ろ
の
。

□
如
レ

此
・
若
レ

此
・
如
レ

斯
・
若
レ

斯　

か
ク
ノ
ご
と
シ
＝
こ
の
よ
う
で
あ
る
。

□
必-

将　

か
な
ら
ズ
＝
か
な
ら
ず
。
き
っ
と
。
※
「
必
ず
将
に
」
と

　
　
　

覚
え
て
お
き
た
い
漢
文
の
複
合
語
・
慣
用
表
現 

65（
抜
粋
）
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２　

基
本
的
な
語
順

漢
文
の
語
順
に
関
す
る
知
識
も
軽
視
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ

の
分
野
に
割
く
こ
と
が
で
き
る
学
習
時
間
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が

実
情
で
す
。
学
習
内
容
の
精
選
が
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
が
、
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
文
中
で
の
目
的
語
と
補
語
の
位
置
で
す
。Ａ
・

Ｂ
の
よ
う
に
目
的
語
・
補
語
の
順
で
出
て
く
る
場
合
と
、
Ｃ
・
Ｄ
の

よ
う
に
目
的
語
・
補
語
の
位
置
が
逆
転
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と

を
、
ぜ
ひ
知
ら
せ
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
Ａ
・
Ｂ
は
「
於
」

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
構
造
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
触
れ

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

な
お
、漢
文
の
語
法
で
は
「
目
的
語
」「
補
語
」
と
い
う
呼
び
方
は
、

必
ず
し
も
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
生
徒
が
英
語
の
時

間
に
慣
れ
親
し
ん
だ
用
語
を
使
う
こ
と
で
、
学
習
の
便
宜
を
優
先
し

ま
し
た
。

板
書
例

○
目
的
語
と
補
語
を
含
ん
だ
文
の
語
順

〈
述
語
＋
目
的
語
＋
補
語
〉
の
形

Ａ 

寧ロ 

生キ
テ

而 

曳ひ
カ二 ン

尾ヲ 

於 

塗 

中ニ一。（
荘
子
、
秋
水
）

Ｂ 

治ム
ル二 コ
ト天 

下ヲ一、
可シレ

運ラ
ス二

之ヲ 

掌 

上ニ
一。（
孟
子
、
公
孫
丑
上
）

〈
述
語
＋
補
語
＋
目
的
語
〉
の
形

Ｃ 
項 

梁 

乃チ 

教フ二

籍ニ 

兵 

法ヲ
一。（
史
記
、
項
羽
本
紀
）

Ｄ 
賜ヘ
二

之ニ 

卮 

酒ヲ一。（
史
記
、
項
羽
本
紀
）

も
訓
読
す
る
。

□
不
レ

肯　

が
へ
ン
ゼ
ず
＝
聞
き
入
れ
な
い
。
承
知
し
な
い
。

□
以
レ

Ａ
為
レ

Ｂ　

Ａ
ヲ
も
つ
テ
Ｂ
ト
な
ス
＝
Ａ
の
こ
と
を
Ｂ
だ
と
思
う
。

※
Ａ
を
省
略
す
る
と
次
の
形
に
な
る
。

□
以
為
レ

Ｂ　

も
つ
テ
Ｂ
ト
な
ス
＝
Ｂ
だ
と
思
う
。

※
Ｂ
の
字
数
が
長
い
場
合
は
、
次
の
よ
う
に
読
む
。

□
以
為
Ｂ　

お
も
ヘ
ラ
ク
Ｂ
ト
＝
Ｂ
だ
と
思
う
。

□
Ａ
以
レ

Ｂ　

Ａ
ス
ル
ニ
Ｂ
ヲ
も
つ
テ
ス
＝
Ｂ
で
Ａ
を
す
る
。
Ｂ
を
使

っ
て
Ａ
す
る
。
※
「
以
レ

Ｂ
Ａ
」（
Ｂ
ヲ
も
つ
テ
Ａ
ス
）
と
同
じ
。

□
請
（
願
）
…　

①
こ
フ
…
セ
ン
＝
…
し
た
い
。
…
さ
せ
て
ほ
し
い
。

②
こ
フ
…
セ
ヨ
＝
…
…
せ
よ
。
…
…
し
て
ほ
し
い
。
※
文
脈
に
よ
っ

て
「
セ
ン
・
セ
ヨ
」
を
読
み
分
け
る
。

□
不
レ

得
二

…
一　

…
ヲ
え
ズ
＝
（
チ
ャ
ン
ス
が
な
く
て
）
…
で
き
な
い
。

※
能
力
が
な
く
て
で
き
な
い
場
合
は
、「
不
レ

能
二

…
一
（
…
ス
ル
あ
た

ハ
ズ
）」
を
用
い
る
。

□
不
二

敢
…
一

・
無
二

敢
…
一　

あ
ヘ
テ
…
セ
ず
・
あ
ヘ
テ
…
ス
ル
コ
ト
な

シ
＝
…
し
た
り
は
し
な
い
。
…
す
る
気
に
な
ら
な
い
。

□
無
二

敢
…
一　

あ
ヘ
テ
…
ス
ル
コ
ト
な
カ
レ
＝
…
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。

□
敢
不
二

…
一　

あ
ヘ
テ
…
ざ
ラ
ン
ヤ
＝
ど
う
し
て
…
し
な
い
こ
と
が
あ

ろ
う
か
。
き
っ
と
…
す
る
。
※
反
語
専
用
。

□
欲
二

…
一　

…
セ
ン
ト
ほ
つ
ス
＝
①
…
し
た
い
と
思
う
。
②
今
に
も
…

し
そ
う
だ
。
※
②
は
「
将
」
と
同
じ
。
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48国語教室　第111号　2019年10月

３　

解
釈
に
役
立
つ
漢
文
の
常
識
語

近
年
の
大
学
入
試
で
は
、「
君
子
」
や
「
聖
人
」
の
よ
う
な
漢
文

常
識
語
の
意
味
だ
け
を
問
う
よ
う
な
出
題
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
漢
文
の
背
景
を
理
解
し
、
よ
り
深
い
解
釈
を
行
う

た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
の
知
識
が
不
可
欠
で
す
。
筆
者

は
二
〇
〇
語
に
絞
り
、
生
徒
に
学
習
を
促
し
て
い
ま
す
。

新
人
教
師
の
皆
さ
ん
に
向
け
て
、
教
材
研
究
の
方
法
と
授
業
の
ノ

ウ
ハ
ウ
を
お
伝
え
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
始
ま
っ
た
こ
の
連
載

も
、
最
終
回
を
迎
え
ま
し
た
。
若
い
先
生
方
に
は
、
こ
の
連
載
の
内

容
を
参
考
に
し
て
、
貪
欲
に
教
材
研
究
に
取
り
組
み
、
生
徒
の
実
態

に
応
じ
た
授
業
を
組
み
立
て
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

全
国
の
す
べ
て
の
教
室
で
、
豊
か
で
楽
し
く
実
り
多
い
漢
文
の
授

業
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
ご
愛
読
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
連
載
が
単
行
本
に
な
り
ま
す
。
教
材
研
究
編
・
探
究
学
習
編
・
模
擬
授
業
編
（
動
画
）
な
ど
を
加
え
て
今
冬
刊
行
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

【
使
い
方
】
正
し
く
読
め
、
意
味
を
理
解
し
て
い
る
語
は
、
□
・
◇
内

を
塗
り
つ
ぶ
す
。
◇
は
、
和
漢
で
読
み
ま
た
は
意
味
が
異
な
る
語
。

１　

天
地
・
自
然
に
関
す
る
語

□
乾け

ん

坤こ
ん　

天
と
地
。
天
地
自
然
。

□
太た

い

初し
ょ

・
太た

い

極き
ょ
く　

万
物
の
根
元
。

□
二に

気き　

陰
と
陽
の
二
つ
の
気
。

□
五ご

行ぎ
ょ
う　

万
物
の
根
元
と
な
る
五
つ
の
元
素
。
木も

く

・
火か

・
土ど

・
金ご

ん

・
水す

い

。

□
十じ

っ

干か
ん　

五
行
を
陽
（
兄え

）
と
陰
（
弟と

）
に
分
け
た
も
の
。
甲
（
コ
ウ
・

き
の
え
）
に
始
ま
り
、
癸
（
キ
・
み
ず
の
と
）
で
終
わ
る
。

□
十

じ
ゅ
う

二に

支し　

時
刻
と
方
角
を
表
す
十
二
の
名
。
子
（
シ
・
ね
）
で
始
ま

り
、
亥
（
ガ
イ
・
い
）
で
終
わ
る
。
十
干
と
組
み
合
わ
せ
る
と
、
六
〇

と
お
り
の
干
支（
カ
ン
シ
・
え
と
）が
で
き
る
。
※
還
暦
は
、
数
え
年
六

一
歳
で
生
ま
れ
た
年
の
干
支
に
還
る
こ
と
。
満
六
〇
歳
で
は
な
い
。

□
四し

海か
い　

①
四
方
の
海
。
②
天
下
。
国
家
。

□
八は

っ

荒こ
う　

国
の
八
方
の
果
て
。

□
雲う

ん

漢か
ん　

天
の
川
。「
天
漢
・
銀
漢
・
天
河
・
銀
河
」
な
ど
と
も
。

◇
嵐ら

ん　

①
山
中
の
青
々
と
し
た
気
。
②
山
の
風
。
※「
あ
ら
し
」で
は
な
い
。

◇
霞か　

朝
焼
け
。
夕
焼
け
。
※
「
か
す
み
」
で
は
な
い
。

□
煙え

ん

花か

・
烟え

ん

花か　

花
が
す
み
。

□
煙え

ん

景け
い

・
烟え

ん

景け
い　

か
す
み
た
な
び
く
春
景
色
。

◇
時じ

雨う　

ち
ょ
う
ど
よ
い
時
に
降
る
雨
。
※
「
し
ぐ
れ
」
で
は
な
い
。

□
寒か

ん

山ざ
ん　

秋
か
ら
ふ
ゆ
に
か
け
て
の
、
も
の
寂
し
い
山
。

□
空く

う

山ざ
ん　

人ひ
と

気け

の
な
い
さ
び
し
い
山
。

□
青せ

い

山ざ
ん　

①
青
々
と
し
た
山
。
②
骨
を
埋
め
る
地
。
墓
地
。

□
沙さ

場じ
ょ
う・

砂さ

場じ
ょ
う　

砂
漠
。
西
域
に
広
が
る
戦
場
と
し
て
の
砂
漠
。

□
江こ

う

上じ
ょ
う・

川せ
ん

上じ
ょ
う　

川
の
ほ
と
り
。

　
　
　

解
釈
に
役
立
つ
漢
文
の
常
識
語
200（
抜
粋
）
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新学習指導要領も、
新テストも、
（大学入学共通テスト）　　　　　　

これで万全！

大修館書店の国語便覧・学習辞典のご案内

便覧の学びを深める動画リンク辞書120%活用アプリ！

⃝ビ
ジュ
アル
カラ
ー

　国
語便
覧

⃝ト
ータ
ルサ
ポー
ト

　新
国語
便覧

⃝明
鏡国
語辞
典

　第
二版⃝新

全訳
古語
辞典

⃝新
漢語
林

　第
二版

今号には、
「まなび動画Navi」を活用した実践（P.52）、「ジショサポ」を活用した実践（P.55）
も掲載しております。あわせてご覧ください！
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大きく見やすいサイズで国語の世界に親しむ

ビジュアルカラー

国語便覧
大修館書店編集部［編］

B5判・496 ページ・オールカラー
本体 880 円＋税

言語文化・
探究学習

古典から現代につながる伝統的な言語文化を視覚
化したページを豊富に掲載しました。
アクティブ・ラーニング、探究学習に活用するこ
とができます。
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書く力・語彙力

図表・データ

「書く力」と、それを支える確かな語彙力が重視され
る新テスト。『ビジュアルカラー国語便覧』は、語彙
力と表現力の基礎から応用まで無理なく身につく「言
葉と表現編」が充実しています。

統計データやグラフの読み取り、それらをふまえて
レポート・小論文を書くためのページが充実してい
ます。

まなび動画Navi
スマホ・タブレットなどで
視聴できる関連動画や
音声を紹介。
⃝古典の世界
⃝最新時事問題
⃝作家本人による朗読
⃝作家・作品紹介 ほか

生徒用

授業で活用できるデータを満載！
⃝まなび動画活用ワークシート
⃝新テスト＆アクティブ・ラーニング
　対応ワークシート
⃝小論文のためのワークシート
⃝本文データ	 ⃝画像データ
⃝準拠問題データ	 ⃝教科書教材対照表

準拠 CD-ROMCD-ROM 指導用

準拠問題集 新テスト対応問題付き� B5 判・64 ページ

『ビジュアルカラー国語便覧』と合わせて使える問題集。解答付き。
【語彙編】漢字、熟語、慣用句、敬語・言葉遣い、重要古語・漢語
【事項編】古典常識、百人一首、文学史（古典／近現代文学）ほか

便覧活用の幅がさらに広がる、充実のサポート
生徒用New!

準拠CD-ROMにも
全問題データを収録！

New!

New!
New!

001-008_111-4C_CS6.indd   3 19/09/12   18:21



「もっと知りたい！」を支える新しい時代の国語百科

トータルサポート

新国語便覧
大修館書店編集部［編］

A5判・608 ページ・オールカラー
本体 880 円＋税

言語文化・
探究学習

古典から現代につながる伝統的な言語文化を視覚
化。
巻頭・巻末、各編の冒頭に、探究学習につなげら
れる特集ページを豊富に掲載しました。
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便覧活用の幅がさらに広がる、充実のサポート

書く力・語彙力

図表・データ

「書く力」と、それを支える確かな語彙力が重視され
る新テスト。『トータルサポート新国語便覧』は、語
彙力と表現力を養う「言葉の知識編」「表現編」が充
実しています。

統計データやグラフの読み取り、それらをふまえて
レポート・小論文を書くためのページが充実してい
ます。

授業で活用できるデータを満載！
⃝まなび動画活用ワークシート
⃝新テスト＆アクティブ・ラーニング
　対応ワークシート
⃝小論文のためのワークシート
⃝本文データ	 ⃝画像データ
⃝準拠問題データ	 ⃝教科書教材対照表

準拠 CD-ROMCD-ROM 指導用まなび動画Navi
スマホ・タブレットなどで
視聴できる関連動画や
音声を紹介。
⃝古典の世界
⃝最新時事問題
⃝作家本人による朗読
⃝作家・作品紹介 ほか

生徒用

準拠問題集 新テスト対応問題付き� B5 判・64 ページ

『トータルサポート新国語便覧』と合わせて使える問題集。解答付き。
【語彙編】漢字、熟語、慣用句、敬語・言葉遣い、重要古語・漢語
【事項編】古典常識、百人一首、文学史（古典／近現代文学）ほか

生徒用New!

準拠CD-ROMにも
全問題データを収録！

New!

New!
New!
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間違いがわかる別冊索引付き

明鏡国語辞典
第二版

言語文化
新テストに向けたモデル問題
例では、「日本の言語文化に
特徴的な語句」の知識をふま
えた出題も見られました。
『明鏡国語辞典』は、さまざ
まな観点で言語文化にふれら
れるコラムが充実しています。

北原保雄［編］
B6 変型判・1,954 ページ＋別冊 96 ページ

本体 2,900 円＋税

サンキュータツオ校閲室長の
「明鏡校閲室へようこそ」

「明鏡　ことばの達人ドリル」ほか

動
画

ドリル

語彙力
確かなことばの力は、テストが
変わっても引き続き求められる、
大切な基礎力です。
画期的な別冊索引や、定評のあ
る丁寧な解説で、確実に語彙力
を身につけることができます。

別冊「明鏡　問題なことば索引」から、
間違えやすい用法、敬語などを引ける！
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画期的！「見てわかる」古語辞典

新全訳古語辞典

語彙・文法
新テストでも、重要古語や
古典文法の正確な理解力は
引き続き求められます。
『新全訳古語辞典』なら、
ビジュアルな工夫や丁寧な
解説で、語彙・文法の力を
確実に身につけられます。

林巨樹・安藤千鶴子［編］
B6 判・1,232 ページ・2色刷

本体 1,800 円＋税

ベリタス・アカデミー阪田先生の
「古文文法・重要語活用講義」
「例文で覚える重要古語ドリル」
ほか

動
画

ドリル

和歌・古典常識
「言語文化」がいっそう重視される新学習指
導要領下では、和歌や古典常識への理解力も
試されることになります。
『新全訳古語辞典』は、和歌・古典常識・文
学史に関わる３つのミニ事典を収録。楽しく
学べます。
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豊富な用例すべてに現代語訳付き

新漢語林
第二版

鎌田正・米山寅太郎［著］
B6 判・1,952 ページ・2色刷

本体 2,900 円＋税

新テストに向けた試行調査では、日本における中
国文化の影響や受容について問われました。
『新漢語林』は、漢詩・漢文の理解を助けるコラ
ムが充実。言語文化についての幅広い知識を押さ
えることができます。

見ればキミも漢文がわかる！
塚田勝郎先生の「『新漢語林』活用講座」
「例文で覚える漢文重要語ドリル」
ほか

動
画

ドリル

言語文化

語彙・句法
新テスト対策でも、従来の入試と同様に出題さ
れる語彙・句法などの理解には、用例を用いて
わかりやすく解説している「助字・句法解説」
が役立ちます。
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49 展望　これからの国語教育

共
通
テ
ス
ト
は
格
差
を
広
げ
る

　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
と
共
通
テ
ス
ト
の
解
説

や
批
判
は
世
に
溢
れ
て
い
る
が
、
大
学
進
学
を
左

右
す
る
共
通
テ
ス
ト
の
影
響
の
方
が
も
ち
ろ
ん
大

き
い
。
共
通
テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
予
備
校

の
影
響
力
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
に
な
る
。

　
共
通
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
私
立
大
学
は
壊
滅
的
な

打
撃
を
受
け
る
可
能
性
が
高
い
。
国
・
公
立
大
学

は
二
次
試
験
が
あ
る
か
ら
、
共
通
テ
ス
ト
の
使
い

方
し
だ
い
で
は
被
害

0

0

を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
体
力
の
な
く
な
っ
て
き

た
私
立
大
学
は
独
自
入
試
を
作
成
す
る
教
員
が
雇

え
ず
、
共
通
テ
ス
ト
に
全
面
的
に
乗
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
共
通
テ
ス
ト
に
乗
れ
ば
他
大
学
と
掛
け

持
ち
受
験
を
し
て
も
ら
え
る
可
能
性
が
高
ま
る
の

だ
か
ら
、
経
営
的
に
も
新
入
生
の
学
力
維
持
の
た

め
に
も
、
誘
惑
に
勝
つ
の
は
難
し
い
。
そ
し
て
、

共
通
テ
ス
ト
だ
け
を
受
験
し
た
学
生
が
入
学
し
て

く
る
の
だ
。
そ
う
な
れ
ば
国
・
公
立
大
学
と
私
立

大
学
と
の
格
差
は
お
そ
ろ
し
く
広
が
る
。

　
そ
ん
な
わ
け
で
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
教
育
に
求

め
る
こ
と
を
、
私
立
大
学
教
員
の
立
場
か
ら
、
私

の
授
業
実
践
を
紹
介
す
る
こ
と
で
書
い
て
み
よ
う

と
思
う
。
こ
れ
が
私
立
大
学
の
被
害
を
小
さ
く
す

る
方
法
だ
と
も
考
え
て
い
る
。

大
学
教
員
の
義
務

　
い
ま
勤
務
し
て
い
る
早
稲
田
大
学
の
教
育
学
部

国
語
国
文
学
科
で
は
、
古
典
文
学
と
近
代
文
学
に

関
し
て
「
基
礎
演
習
」
と
い
う
、
学
科
の
導
入
教

育
に
あ
た
る
科
目
を
設
置
し
て
い
る
。
こ
の
科
目

を
担
当
す
る
の
が
楽
し
み
だ
し
、
大
学
教
員
の
義

務
だ
と
も
思
っ
て
い
る
。

　
楽
し
み
の
方
は
、
い
わ
ば
タ
ブ
ラ
ラ
サ
の
状
態

の
新
入
生
を
だ
ま
く
ら
か
す
（
言
葉
の
綾
だ
が
、

こ
う
い
う
面
が
あ
る
の
は
事
実
だ
と
思
う
）
こ
と

が
で
き
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
面
白
い
。
一
方
、
義

務
だ
と
考
え
て
い
る
一
つ
目
の
理
由
は
、
こ
れ
か

ら
自
分
た
ち
が
四
年
間
求
め
る
教
育
内
容
と
そ
の

水
準
を
身
を
も
っ
て
理
解
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ

る
と
思
う
か
ら
だ
。
二
つ
目
の
理
由
は
、
大
学
一

年
生
が
高
校
ま
で
に
文
学
を
ど
う
読
ん
で
き
た
か

が
わ
か
る
か
ら
で
、
そ
れ
は
そ
の
あ
と
の
大
学
で

の
教
育
の
前
提
と
な
る
。

　
私
の
基
礎
演
習
で
は
半
期
一
五
回
の
授
業
で
四

千
字
程
度
の
レ
ポ
ー
ト
を
三
回
課
す
。
す
べ
て
句

読
点
に
至
る
ま
で
添
削
し
て
コ
メ
ン
ト
を
書
い

て
、
さ
ら
に
授
業
中
に
質
問
を
し
て
、
対
話
を
し

ち
が
う
読
み
を
す
る
こ
と
の
意
味

石い
し

原は
ら

　
千ち

秋あ
き

早
稲
田
大
学
教
育
・
総
合
科
学
学

術
院
教
授
。
専
攻
は
日
本
近
代
文

学
。
著
書
に
『
漱
石
と
日
本
の
近

代
（
上
）（
下
）』『
国
語
教
科
書

の
中
の
「
日
本
」』
な
ど
多
数
。
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な
が
ら
返
却
す
る
。
ク
ラ
ス
の
規
模
を
十
数
名
に

し
て
あ
る
か
ら
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
学

生
も
教
師
も
（
！
）
負
荷
が
大
き
く
て
き
つ
い
。

だ
か
ら
、
第
一
回
目
の
授
業
で
は
っ
き
り
告
げ
て

お
く
。「
こ
の
授
業
で
は
私
は
諸
君
に
好
か
れ
よ

う
な
ど
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
れ
だ
け
き
つ

く
て
も
、
大
学
生
に
必
要
な
こ
と
を
教
え
る
の
が

私
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
」
と
。

　
そ
れ
で
も
早
稲
田
大
学
に
就
職
し
た
一
七
年
前

に
は
、
四
年
生
に
な
っ
て
私
の
ゼ
ミ
に
来
る
学
生

の
三
分
の
二
は
、私
の
基
礎
演
習
経
験
者
だ
っ
た
。

「
早
稲
田
大
学
に
入
っ
て
高
く
な
っ
た
鼻
を
へ
し

折
っ
た
石
原
先
生
に
自
分
を
認
め
さ
せ
ま
す
」
と

い
う
勇
ま
し
い
学
生
も
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
例
の

ゆ
と
り
世
代
か
ら
急
激
に
傾
向
が
変
わ
っ
て
、
ゼ

ミ
生
の
多
く
が
私
の
基
礎
演
習
を
受
け
て
い
な
い

学
生
と
な
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
二
、
三
年
は
元
の

傾
向
に
戻
り
つ
つ
あ
る
。

　
演
習
科
目
は
こ
れ
が
当
然
だ
と
思
っ
て
い
る
。

日
本
の
大
学
は
い
ま
だ
に
講
義
科
目
中
心
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
で
、
時
代
に
合
っ
て
い
な
い
。
知
識
を

教
員
が
独
占
し
て
い
た
一
九
世
紀
な
ら
そ
れ
で
も

よ
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
い
ま
は
い
く
ら
で
も
い
い

本
が
あ
る
。
講
義
科
目
を
半
分
に
減
ら
し
て
、
試

験
範
囲
に
数
冊
の
本
を
加
え
て
お
け
ば
い
い
。
そ

れ
な
ら
学
生
の
勉
強
量
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て

演
習
科
目
の
単
位
を
倍
に
す
れ
ば
い
い
。

　
私
が
こ
う
し
た
負
荷
の
高
い
基
礎
演
習
が
必
要

だ
と
考
え
る
理
由
は
、
早
稲
田
大
学
の
入
試
問
題

に
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
記
号
選
択
問
題
な
の
だ
か

ら
、
偏
差
値
が
高
い
が
文
章
の
書
け
な
い
受
験
生

は
、
入
試
に
小
論
文
の
あ
る
慶
應
義
塾
大
学
を
避

け
て
早
稲
田
大
学
を
目
指
す
と
、
高
校
に
勤
め
る

卒
業
生
か
ら
よ
く
聞
く
。
こ
の
入
試
を
行
っ
て
い

る
以
上
、
文
章
が
書
け
る
よ
う
に
す
る
の
は
早
稲

田
大
学
の
教
員
の
義
務
だ
。

　
こ
こ
ま
で
書
け
ば
、
私
が
国
語
教
育
に
何
を
求

め
て
い
る
か
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。

大
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
へ

　
新
入
生
に
課
す
第
一
回
目
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
、

「
大
学
生
ら
し
い
レ
ポ
ー
ト
と
は
ど
う
い
う
も
の

な
の
か
想
定
し
な
が
ら
書
き
な
さ
い
」
以
外
は
一

切
何
も
言
わ
な
い
。
学
生
に
は
「
小
手
調
べ
」
と

言
っ
て
あ
る
が
、
高
校
ま
で
に
ど
う
い
う
教
育
を

受
け
て
き
た
か
、
そ
し
て
学
生
の
学
力
や
個
性
や

性
格
が
わ
か
る
最
も
重
要
な
レ
ポ
ー
ト
だ
。

　
新
入
生
の
レ
ポ
ー
ト
は
ほ
ぼ
四
通
り
に
わ
か
れ

る
。
多
く
は
「
ま
と
め
学
習
」
で
、
小
説
の
ス
ト

ー
リ
ー
を
ま
と
め
た
だ
け
の
も
の
。
二
つ
目
は
何

冊
か
の
本
を
ま
と
め
た
「
調
べ
学
習
」
の
よ
う
な

も
の
。
三
つ
目
は
「
よ
い
こ
の
作
文
」
で
、
道
徳

的
な
教
訓
を
読
む
も
の
。
四
つ
目
は
、
自
己
語
り

的
な
感
想
文
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
生
に
「
紙
の

上
の
不
良
に
な
れ
」
と
説
く
。

　
第
一
回
目
の
レ
ポ
ー
ト
返
却
時
に
は
、
九
〇
分

か
け
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
丁
寧
に
話
す
。

　
そ
れ
は
レ
ポ
ー
ト
の
構
成
と
文
体
の
問
題
で
あ

る
。
大
学
で
は
「
私
は
〜
と
思
う
」
と
い
う
文
体

で
は
通
用
し
な
い
、「
〜
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
文

体
で
な
け
れ
ば
通
用
し
な
い
と
。
現
実
に
は「（
私

は
）
〜
は
〜
で
あ
る
（
と
思
う
）」
な
の
だ
が
、た

だ
こ
の
「（
私
は
）」「（
と
思
う
）」
を
消
す
た
め
だ

け
に
大
学
の
四
年
間
が
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
と
、

や
や
誇
張
し
て
言
う
。
つ
ま
り
は
、
説
得
の
技
法

を
学
ぶ
の
で
あ
る
。そ
れ
が
成
功
し
て
い
れ
ば「
論

理
的
」
と
評
価
さ
れ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
も
、
そ
れ
は
「
個
性
的
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
構
成
と
文
体
の
問
題
で
あ

る
。「
ふ
つ
う
は
〜
、し
か
し
〜
」
構
文
を
身
に
付

け
さ
せ
る
。
構
文
と
は
す
な
わ
ち
発
想
で
あ
る
。

ほ
ん
と
う
に
個
性
的
な
人
間
に
こ
う
い
う
教
育
は
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い
ら
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
学
生
や
教
師
（
も

ち
ろ
ん
私
も
）
は
天
性
の
個
性
な
ど
持
っ
て
は
い

な
い
。
そ
こ
で
、「
ふ
つ
う
」
が
何
か
を
よ
く
わ
き

ま
え
た
上
で
、
そ
れ
と
は
ち
が
っ
た
こ
と
を
書
く

「
勇
気
」を
身
に
つ
け
て
も
ら
う
。
私
か
ら
の
最
大

の
褒
め
言
葉
は
「
よ
う
や
く
性
格
が
悪
く
な
っ
て

き
た
ね
」
で
あ
る
。
文
学
に
深
く
関
わ
ろ
う
と
す

る
人
間
の
性
格
は
捻
れ
て
い
る
も
の
だ
。

　
い
ま
の
学
生
は
話
し
言
葉
で
レ
ポ
ー
を
書
く
か

ら
、「
や
っ
ぱ
」
で
な
く
「
や
は
り
」
で
あ
る
と

か
、「
い
ま
い
ち
」
で
な
く
「
い
ま
ひ
と
つ
」
だ

と
、
書
き
言
葉
も
指
導
す
る
。

自
分
で
テ
ー
マ
を
決
め
る

　
こ
こ
で
も
っ
と
も
重
要
な
授
業
の
ル
ー
ル
を
き

め
る
。
作
者
に
関
す
る
情
報
を
使
わ
ず
、
一
切
言

及
も
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
理
由
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
目
は
教
育
学
部
だ
か
ら
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
教
壇
に
立
っ
た
教
師
は
作
者
を
参
照
し
な
い

で
授
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
二
つ

目
は
、
作
者
の
情
報
に
ヒ
ン
ト
を
も
ら
っ
て
発
想

す
る
の
で
は
、
自
分
で
考
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い

か
ら
だ
。
研
究
の
成
否
は
テ
ー
マ
設
定
で
ほ
ぼ
決

ま
る
。
テ
ー
マ
設
定
を
一
か
ら
や
っ
て
、
そ
の
厳

し
さ
を
学
ん
で
ほ
し
い
の
だ
。

　
発
表
を
進
め
な
が
ら
第
二
回
目
の
レ
ポ
ー
ト
を

課
す
。
何
人
か
の
学
生
は
妙
な
テ
ー
マ
を
設
定
し

始
め
る
。
こ
こ
で
肝
心
な
の
は
「
実
力
で
書
か
な

い
こ
と
」
と
指
導
す
る
こ
と
で
あ
る
。
学
生
は
妙

な
顔
を
す
る
が
、
た
と
え
ば
「
自
分
と
他
人
」
と

い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
ら
、せ
め
て
レ
イ
ン『
自

己
と
他
者
』
と
か
『
引
き
裂
か
れ
た
自
己
』
な
ど

は
読
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
と
ア
ド
バ
イ
ス
す
る

と
、
指
導
の
意
味
を
理
解
す
る
。
困
る
の
は
ネ
ッ

ト
だ
け
で
「
調
べ
た
」
気
に
な
る
こ
と
だ
。
図
書

館
に
行
っ
て
本
を
手
に
取
り
な
さ
い
と
指
導
す

る
。
こ
の
授
業
に
は
、
図
書
館
職
員
に
よ
る
図
書

館
ガ
イ
ダ
ン
ス
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　
点
数
を
付
け
る
こ
と
は
教
師
と
い
う
職
業
の
業ご

う

だ
が
、
私
は
学
生
と
の
熾
烈
な
対
話
だ
と
考
え
て

い
る
。
第
一
回
目
か
ら
授
業
で
最
終
的
に
望
む
レ

ベ
ル
に
よ
っ
て
点
を
付
け
る
。
何
点
足
り
な
い
か

で
、
い
ま
の
自
分
の
レ
ベ
ル
を
測
定
し
て
ほ
し
い

と
伝
え
て
お
く
。
二
〇
点
な
ど
も
ざ
ら
だ
。
と
こ

ろ
が
三
回
目
の
レ
ポ
ー
ト
に
な
る
と
、
多
く
の
学

生
が
「
紙
の
上
の
不
良
」
に
な
っ
て
、
突
然
す
ば

ら
し
い
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
の
だ
。
こ
の
化
学
変
化

の
理
由
は
い
ま
だ
に
わ
か
ら
な
い
。
学
年
点
は
三

回
目
の
レ
ポ
ー
ト
の
点
を
付
け
る
。
こ
れ
も
三
回

も
レ
ポ
ー
ト
を
課
す
か
ら
で
き
る
こ
と
だ
。

　
今
年
は
武
者
小
路
実
篤
『
友
情
』
を
読
ん
で
い

る
。
野
島
は
な
ぜ
人
に
言
わ
れ
る
ま
で
杉
子
の
指

の
美
し
さ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
い

を
身
体
論
を
援
用
し
て
論
じ
た
セ
ン
ス
が
い
い
も

の
や
、
大
宮
を
選
ん
だ
杉
子
自
身
も
気
づ
い
て
い

な
い
だ
ろ
う
そ
の
選
択
基
準
を
炙
り
出
す
も
の

や
、
野
島
は
な
ぜ
右
に
ば
か
り
曲
が
る
の
か
と
い

う
奇
妙
な
問
い
を
立
て
た
も
の
ま
で
、
読
ん
で
い

て
実
に
楽
し
い
。
学
生
た
ち
は
、
テ
ー
マ
が
ち
が

え
ば
読
み
方
も
ち
が
っ
て
、そ
れ
ら
は
す
べ
て「
正

し
い
」
こ
と
を
理
解
す
る
。
私
が
求
め
て
い
る
の

は
、
文
学
的
な
感
性
と
そ
れ
を
他
者
に
伝
え
る
論

理
、
す
な
わ
ち
対
話
で
あ
る
。

　
一
つ
の
小
説
を
文
庫
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
る
ほ
ど
読

み
込
ん
だ
経
験
は
な
か
っ
た
と
、
多
く
の
学
生
は
語

る
。
そ
し
て
、
た
く
さ
ん
の
読
み
方
を
知
っ
た
と
、

議
論
に
付
き
合
っ
て
く
れ
た
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
感
謝

0

0

す
る

0

0

。
数
名
の
学
生
は
楽
し
か
っ
た
、
レ
ポ
ー
ト
の

書
き
方
が
わ
か
っ
て
た
め
に
な
っ
た
と
感
謝
す
る
。

こ
れ
以
上
望
む
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

今
度
の
国
語
改
革
か
ら
は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き

る
イ
メ
ー
ジ
が
ま
っ
た
く
わ
か
な
い
の
だ
。
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■
は
じ
め
に

社
会
の
情
報
化
が
急
速
に
進
む
な
か
、
教
育
の
世
界
で
も
Ｉ
Ｃ

Ｔ
教
育
に
本
腰
を
入
れ
は
じ
め
て
い
る
。
文
部
科
学
省
は
「
新
学

習
指
導
要
領
実
現
の
た
め
に
は
学
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
整
備
が
不
可

欠
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
す
で
に
県
内
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
活
用

授
業
研
究
指
定
校
と
し
て
六
つ
の
高
校
が
指
定
を
受
け
て
い
る
。

本
校
で
も
二
学
期
か
ら
生
徒
用
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
とW

i-Fi

が
導
入

さ
れ
る
。

生
徒
の
確
か
な
学
力
を
育
成
す
る
た
め
に
、
よ
り
分
か
り
や
す

い
授
業
を
す
る
こ
と
が
我
々
教
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
を
効
果
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
が
可
能
と
な
る
。
特

に
「
動
画
」
は
、
視
覚
や
聴
覚
に
訴
え
か
け
る
た
め
、
授
業
の
臨

場
感
を
飛
躍
的
に
高
め
る
効
果
が
あ
る
。

私
は
授
業
内
で
動
画
を
使
う
と
い
う
新
し
い
試
み
に
今
述
べ
た

効
果
を
期
待
し
つ
つ
も
、
イ
ン
パ
ク
ト
だ
け
で
中
身
の
な
い
授
業

に
な
ら
な
い
か
、
教
員
二
年
目
の
私
が
そ
も
そ
も
授
業
で
効
果
的

に
動
画
を
扱
え
る
か
、
な
ど
の
不
安
が
あ
っ
た
。
今
回
『
ビ
ジ
ュ

ア
ル
カ
ラ
ー
国
語
便
覧
』
の
「
ま
な
び
動
画
」
を
活
用
し
て
い
く

上
で
意
識
し
た
こ
と
は
、
動
画
は
授
業
冒
頭
の
短
時
間
に
限
定
し

て
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
動
画
を
使
っ
た
授
業
を
一
時
間
継

続
し
た
ら
生
徒
は
疲
れ
て
し
ま
う
し
、
ノ
ー
ト
を
と
る
こ
と
も
難

し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分
で
考
え
る
力
も
低
下
し
て
し
ま
う
だ

ろ
う
。
私
の
場
合
は
黒
板
を
使
っ
た
授
業
も
き
ち
ん
と
や
っ
て
、

そ
の
中
で
生
徒
の
理
解
を
助
け
た
り
、
深
め
た
り
す
る
た
め
に
動

画
を
短
時
間
で
見
せ
て
い
る
。
そ
の
た
め
チ
ョ
ー
ク
だ
け
で
授
業

を
す
る
日
も
当
然
あ
る
。

■
指
導
事
例

「
ま
な
び
動
画
」
は
一
つ
の
動
画
が
二
、
三
分
か
ら
十
分
程
度

の
短
時
間
で
あ
る
。
授
業
に
も
組
み
込
み
や
す
い
し
、
生
徒
の
負

担
に
も
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
つ
い
て
お
り
、
授

業
と
動
画
の
内
容
を
リ
ン
ク
さ
せ
や
す
い
。

今
回
動
画
を
導
入
し
た
効
果
を
以
下
に
挙
げ
る
。

「
ま
な
び
動
画
」を
活
用
し
た
授
業
づ
く
り

〜
動
画
で
深
め
る
学
び
〜

山や
ま

本も
と

和か
ず

貴き

神
奈
川
県
立
山
北
高
等
学
校

国
語
総
合 

「
読
む
こ
と
」─
─
ま
な
び
動
画
を
使
っ
た
授
業
実
践
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アプリ・動画を活用した授業実践のご紹介！

「まなび動画」を活用した授業づくり

◆「夏目漱石」関連動画
〇明治時代の小説 04:02 

〇10min.ボックス現代文 
明治文学史 10:00 

〇10min.ボックス日本史 
文明開化 10:00 

〇東京 丸の内 雑誌 
「ホトトギス」編集部 03:41

〇松山 愚陀仏庵 03:44

〇10min.ボックス現代文 
こころ 10:00 

山本先生が使用した動画とワークシート
〇夏目漱石（NHK for School） 03:07

［動画内容］江戸時代が終わりを告げるころ、夏
目漱石は生まれた。大学でイギリス文学を学ん
で留学経験もし、帰国後『吾輩は猫である』でデ
ビューした。

・
授
業
へ
の
集
中
力
が
高
ま
っ
た
。

・
動
画
を
見
せ
た
分
ス
ム
ー
ズ
に
授
業
展
開
で
き
た
。

・
生
徒
が
自
分
で
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
動
画
を
見
せ
る
こ
と
で
生
徒
を
観
察
で
き
る
時
間
が
増
え
た
。

・
テ
ス
ト
の
平
均
点
が
上
が
っ
た
。

実
際
の
授
業
で
は
、
一
年
生
の
国
語
総
合
で
、
小
説
「
夢
十
夜
」

の
授
業
の
導
入
で
活
用
し
た
。
作
者
で
あ
り
明
治
を
代
表
す
る
小

説
家
で
あ
る
夏
目
漱
石
の
生
涯
を
普
段
な
ら
便
覧
を
も
と
に
解
説

し
て
い
く
の
だ
が
、
こ
こ
で
「
ま
な
び
動
画
」
を
視
聴
さ
せ
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
記
入
さ
せ
て
み
た
。た
だ
動
画
を
見
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
内
容
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
、
問
題
に
答
え
る
と
い
う

活
動
が
加
わ
る
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
は
集
中
し
て
動
画
を
視
聴
し

理
解
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
小
説
の
時
代
背
景
や
作
者
の
生
涯
を

映
像
で
見
せ
る
こ
と
で
学
習
の
動
機
付
け
を
効
果
的
に
行
う
こ
と

も
で
き
た
。
結
果
と
し
て
夏
目
漱
石
の
文
学
史
を
た
だ
覚
え
さ
せ

る
の
で
は
な
く
印
象
深
い
も
の
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

今
後
は
小
論
文
指
導
や
探
究
型
学
習
に
お
い
て
も
動
画
や
ワ
ー

ク
シ
ー
ト
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い
き
た
い
。

■
ま
と
め
に
か
え
て

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
が
進
む
な
か
で
、
新
し
い
も
の
が
次
々
と
導
入
さ

れ
て
い
く
。
私
の
よ
う
な
新
米
は
と
も
か
く
、
長
年
に
わ
た
っ
て
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教
壇
に
立
た
れ
て
い
る
先
生
方
は
、
今
ま
で
と
は
違
う
教
育
の
流

れ
に
戸
惑
わ
れ
て
い
る
様
子
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
使
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
感
よ
り
も
、
こ
ん
な
面
白
い
こ

と
が
で
き
る
と
感
じ
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

生
徒
の
学
び
に
活
か
せ
る
も
の
を
絶
え
ず
探
究
し
て
い
く
こ
と
が

我
々
教
員
の
本
質
だ
と
思
う
。
こ
れ
か
ら
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ

て
い
く
教
育
の
世
界
で
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
つ
つ
、
授
業
で
の
生

徒
た
ち
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
生
徒
の
糧
と
な
る
授
業
を

目
指
し
て
い
き
た
い
。

◆その他の動画
【古典文学編】
平安京／装束／寝殿造／天橋立／
伊勢物語／源氏物語／大鏡／枕草
子…
【漢文編】
漢詩／論語…
【評論編・表現編・言葉の知識編】
接続表現／因果関係…
【小論文のためのテーマとキーワード】
情報化とコミュニケーション／技
術の進歩と生命倫理／環境とエネ
ルギー問題…

　　　準拠CD-ROMには、小論文指導や探究
型学習、新テストの対策にも使える「まなび動画
活用ワークシート」も収録！

＊画面は『ビジュアルカラー国語便覧』の「まなび動画Navi」

便覧の掲載順に関連
動画を紹介。便覧と
動画をあわせて活用
することで、学びが
深まります。
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アプリ・動画を活用した授業実践のご紹介！

校閲から学ぶ文章校正

■
は
じ
め
に

デ
ジ
タ
ル
化
が
著
し
い
現
代
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
持
っ
て
い

な
い
高
校
生
の
方
が
珍
し
い
。
生
徒
た
ち
は
教
員
以
上
に
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
て
い
る
が
、
ゲ
ー
ム
依
存
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
問
題

で
本
校
で
は
電
源
を
切
り
使
用
禁
止
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方

で
、
勉
強
に
特
化
し
た
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
多
く
リ
リ
ー
ス
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
れ
ら
を
使
い
こ
な
し
て
授
業
で
活
用
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
な
時
代
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
る
。

平
成
三
十
一
年
に
大
修
館
の
学
習
辞
典
で
「
ジ
シ
ョ
サ
ポ
」
と

い
う
ア
プ
リ
の
サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
っ
た
。『
明
鏡
国
語
辞
典
』
か

ら
は
、
漢
字
や
言
葉
の
意
味
を
学
べ
る
ド
リ
ル
や
、
文
章
の
校
閲

を
テ
ー
マ
に
し
た
動
画
な
ど
、
と
て
も
充
実
し
た
内
容
が
配
信
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
リ
が
あ
る
、
と
生
徒
に

紹
介
し
て
終
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
実
り
あ
る
学
習
の
た
め

に
授
業
内
で
の
活
用
を
試
み
た
。

今
回
は
主
に
動
画
「
明
鏡
校
閲
室
へ
よ
う
こ
そ
」
を
使
用
し
、

「
辞
書
の
活
用
」と「
文
章
の
校
正
」を
メ
イ
ン
と
し
た
授
業
を
行
っ

た
。
辞
書
の
使
い
方
を
実
践
で
学
ぶ
と
同
時
に
、
自
分
の
書
い
た

文
章
を
ど
の
よ
う
に
校
正
し
て
い
く
か
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
ミ

ス
を
す
る
こ
と
が
多
い
か
、
と
い
う
こ
と
の
自
覚
を
促
す
も
の
で

あ
る
。
生
徒
た
ち
が
自
主
的
に
文
章
の
校
正
を
行
え
る
よ
う
に
な

り
、
ま
た
、
文
章
作
成
の
ス
キ
ル
が
向
上
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。

■
指
導
事
例

①
準
備　

生
徒
た
ち
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
前
回
の
授
業
で
書
い
た

作
文
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
伝
え
る
。「
夏
休
み
で
成
長
し
た
い

こ
と
」
を
テ
ー
マ
に
四
百
字
程
度
で
書
か
せ
た
も
の
で
、
前
回
の

授
業
で
は
自
分
で
文
章
を
書
く
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
自

由
に
書
か
せ
て
い
た
。
そ
の
作
文
を
机
上
に
出
し
、
最
後
の
確
認

の
時
間
を
取
る
。
机
間
巡
視
を
し
て
、
未
完
成
の
作
文
が
あ
れ
ば

少
し
時
間
を
取
り
、
最
後
ま
で
完
成
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
。

②
動
画
「
明
鏡
校
閲
室
」
で
辞
書
引
き
と
校
正
を
実
践　

ワ
ー
ク
シ
ー

ト
を
配
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
「
明
鏡
校
閲
室
」
を
映
す
。

校
閲
か
ら
学
ぶ
文
章
校
正

岡お
か

崎ざ
き

美み

沙さ

愛
知
産
業
大
学
工
業
高
等
学
校

国
語
総
合 

「
書
く
こ
と
」─
─
ジ
シ
ョ
サ
ポ
を
使
っ
た
授
業
実
践
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「
商
品
紹
介
の
校
閲
に
挑
戦
！
」と「
レ
シ
ピ
の
校
閲
に
挑
戦
！
」

を
使
用
。
動
画
内
の
文
章
を
一
時
停
止
し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
問

題
の
解
答
を
記
入
さ
せ
る
。
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
生
徒
に
は
声
掛

け
を
行
う
。
辞
書
を
利
用
し
た
い
生
徒
に
は
積
極
的
に
許
可
し
、

調
べ
た
ペ
ー
ジ
に
付
箋
を
貼
っ
た
り
、
し
お
り
を
挟
ん
だ
り
し
て

お
く
よ
う
に
指
導
す
る
。
辞
書
を
う
ま
く
使
え
な
い
生
徒
も
い
る

場
合
、
周
り
の
生
徒
と
協
力
し
て
行
う
こ
と
も
可
で
あ
る
。

生
徒
の
進
行
状
況
を
見
て
、
解
答
編
を
放
映
。
解
答
編
で
も
動

画
を
適
宜
一
時
停
止
し
、
実
際
に
生
徒
に
辞
書
を
引
か
せ
る
。
商

品
紹
介
校
閲
の
動
画
で
は
「
食
べ
る
」「
お
も
た
せ
」
を
調
べ
る
。

調
べ
た
も
の
は
意
味
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
す
る
。「
食
べ
る
」

の
場
合
は
意
味
が
多
い
の
で
、
一
つ
め
の
意
味
の
み
記
入
す
る
よ

う
に
声
を
掛
け
て
お
く
。
記
入
し
た
も
の
を
挙
手
制
で
生
徒
に
答

え
さ
せ
る
。

全
員
が
辞
書
を
引
き
、
意
味
を
記
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
を

確
認
す
る
。
正
誤
は
問
わ
ず
「
辞
書
で
引
い
た
内
容
を
記
録
す
る

習
慣
が
大
切
だ
」
と
伝
え
て
意
識
付
け
る
。
辞
書
を
引
く
作
業
が

終
わ
っ
た
ら
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
問
題
を
解
き
、
答
え
合
わ
せ
を
す

る
。「
こ
ん
に
ち
わ
」
や
「
す
い
ま
せ
ん
」
な
ど
の
誤
用
を
説
明

し
て
、
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
の
違
い
に
気
付
か
せ
る
。

③
実
際
に
自
分
の
作
文
を
校
正　

最
後
に
、
自
分
の
書
い
た
作
文

の
校
正
を
行
う
。
二
つ
の
動
画
で
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
し
、
実
際

に
辞
書
を
引
き
な
が
ら
表
現
の
確
認
、
漢
字
の
正
誤
な
ど
を
自
分

で
見
直
す
。
生
徒
た
ち
に
赤
ペ
ン
を
持
た
せ
、
訂
正
部
分
は
二
重

線
を
引
き
、
訂
正
内
容
を
そ
の
隣
に
記
入
さ
せ
る
。
生
徒
の
中
に

は
「
間
違
え
る
＝
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
者

も
い
る
た
め
、
間
違
え
た
と
こ
ろ
を
消
し
て
書
き
直
し
て
し
ま
う

可
能
性
が
あ
る
。
校
正
を
す
る
前
に
、
授
業
の
目
的
は
「
自
分
の

間
違
い
を
見
つ
け
る
こ
と
」
だ
と
説
明
し
、
訂
正
部
分
を
消
さ
な

い
よ
う
指
導
を
す
る
。

校
正
中
は
周
囲
と
の
相
談
を
許
可
し
、
積
極
的
に
お
互
い
の
文

章
の
正
誤
を
確
認
す
る
よ
う
促
す
。
辞
書
を
引
く
こ
と
に
慣
れ
て

い
な
い
生
徒
は
目
的
の
言
葉
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
途
中

で
や
る
気
を
な
く
す
こ
と
も
多
い
。
目
当
て
の
言
葉
が
見
つ
か
ら

な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。

授
業
の
終
了
時
に
作
文
を
回
収
。
生
徒
が
校
正
を
終
わ
ら
せ
ら

れ
な
か
っ
た
場
合
は
期
限
を
設
け
て
提
出
さ
せ
る
。
教
員
は
校
正

で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
校
正
を
加
え
、次
の
授
業
で
返
却
す
る
。

今
回
の
授
業
で
は
、
必
ず
本
人
が
書
い
た
文
章
を
校
正
さ
せ
る

こ
と
と
し
た
。
意
図
は
、
本
人
の
文
章
の
癖
を
矯
正
す
る
た
め
で

あ
る
。
ま
た
、
自
分
の
書
い
た
文
章
を
校
正
し
て
気
が
付
く
こ
と

の
面
白
み
を
体
験
し
て
ほ
し
い
と
考
え
た
か
ら
だ
。
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アプリ・動画を活用した授業実践のご紹介！

校閲から学ぶ文章校正

■
ま
と
め
に
か
え
て

「
ジ
シ
ョ
サ
ポ
」
の
ア
プ
リ
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
た

ち
も
動
画
で
学
び
、
自
分
が
書
い
た
作
文
の
校
正
を
実
践
す
る
、

と
い
う
メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
授
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ア
プ
リ

に
興
味
を
持
ち
、
実
際
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
、
と
い
う
生
徒
も

い
た
。
学
校
で
学
習
習
慣
を
指
導
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
学
習

へ
つ
な
が
る
可
能
性
も
高
い
。
今
回
の
授
業
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
を

自
主
的
に
活
用
し
、
語
彙
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
文
章
の
校
正
は
一
長
一
短
で
身
に
つ
く

も
の
で
は
な
い
た
め
、
定
期
的
に
ジ
シ
ョ
サ
ポ
を
使
い
、
文
章
校

正
を
習
慣
づ
け
ら
れ
る
よ
う
、
今
後
も
指
導
し
て
い
き
た
い
。

さ
ら
に
は
、
定
期
的
に
配
信
さ
れ
る
、
漢
字
学
習
や
言
葉
の
意

味
を
問
う
ク
イ
ズ
の
方
も
ぜ
ひ
今
後
授
業
に
使
用
し
て
、
生
徒
の

語
彙
力
の
増
加
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
が
進
む
中
、
近
い
将
来
は
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
や
さ

ま
ざ
ま
な
ア
プ
リ
、
生
徒
が
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
用
す
る
授
業
が
当

た
り
前
に
な
る
の
だ
ろ
う
。「
ジ
シ
ョ
サ
ポ
」
ア
プ
リ
の
活
用
を

促
す
こ
と
で
、
現
在
所
持
す
る
ス
マ
ホ
を
「
主
体
的
に
取
り
組
む

学
習
の
道
具
」
に
変
え
て
い
く
よ
う
な
研
究
授
業
を
こ
れ
か
ら
も

実
践
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

 

☆
文
章
の
校
閲
と
は

　
校
閲
…
…

⑴
「
商
品
紹
介
」
の
動
画
を

見
て
、
文
章
の
間
違
い
を
見
つ

け
、
適
切
な
言
葉
に
直
そ
う
。

①
　
　
　
　
　
→

②
　
　
　
　
　
→

⑵
言
葉
の
意
味
を
調
べ
よ
う
。

・・⑶「
レ
シ
ピ
」の
動
画
を
見
て
、

文
章
の
間
違
い
を
見
つ
け
、

適
切
な
言
葉
に
直
そ
う
。

①
　
　
　
　
　
→

②
　
　
　
　
　
→

③
　
　
　
　
　
→

⑷
次
の
言
葉
を
正
し
い
書
き
言
葉
に
直
そ
う
。

① 

す
い
ま
せ
ん 

→
（
　
　
　
）　
② 

し
ず
ら
い 

→
（
　
　
　
）

③ 

こ
ん
に
ち
わ 

→
（
　
　
　
）　
④ 

こ
お
す
る 

→
（
　
　
　
）

ジ
シ
ョ
サ
ポ
　
　
文
章
の
校
閲
を
し
て
み
よ
う
！   

　

 

機
械
科
一
年
（
　
　
　
）
組
　
名
前
（
　
　
　
　
　
）

 

◀
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
と
明
鏡
校
閲
室（
紙
幅
の
関
係
で
書
式
の
一
部
を
変
更
し
た
）
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テ
レ
ビ
を
つ
け
た
ら
、ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
司
会
者
が「
こ

う
し
た
風
潮
に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
ま
す
か
」
と
コ
メ
ン

テ
ー
タ
ー
に
質
問
す
る
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
ど
ん

な
内
容
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を

期
待
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

＊

　「
風
潮
」
は
、「
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
世
の
中

の
傾
向
」（
明
鏡
国
語
辞
典 

第
二
版
）
を
言
い
ま
す
。
辞

書
の
語
釈
に
は
、「
よ
く
な
い
方
へ
」
と
い
っ
た
条
件
は

付
け
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
新
聞
で
は
、「
好
戦
的
な

風
潮
」「
排
外
的
な
風
潮
」「
軽
視
す
る
風
潮
」「
異
端
視

す
る
風
潮
」
な
ど
、
そ
う
変
わ
る
の
が
望
ま
し
く
な
い
と

い
う
場
合
に
使
わ
れ
て
い
る
の
が
目
に
つ
き
ま
す
。

　
文
学
作
品
で
は
、「
俗
書
が
段
々
科
学
的
の
書
に
接
近

し
て
来
る
風
潮
」（
森
鷗
外
）、「
あ
あ
い
う
悪
い
風
潮
に

染
ま
な
い
よ
う
に
し
て
く
れ
た
ま
え
」（
島
崎
藤
村
）、

「
奢し

ゃ

侈し

及
び
淫い

ん

靡び

な
る
風
潮
」（
岸
田
國
士
）、「
軍
国
主
義

的
な
風
潮
」（
福
永
武
彦
）
な
ど
の
用
例
が
見
つ
か
り
ま
す
。

「
教
育
を
受
け
た
若
い
婦
人
が
進
ん
で
そ
れ
ら
の
職
業
に

就
く
と
い
う
新
し
い
風
潮
を
祝
福
し
た
」（
与
謝
野
晶
子
）

の
よ
う
な
（
プ
ラ
ス
方
向
に
近
い
）
中
立
的
な
使
い
方
も

あ
り
ま
す
が
、
数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

＊

　
も
と
も
と
「
風
潮
」
は
、
風
と
潮
、
も
し
く
は
、
風
に

吹
か
れ
て
生
ま
れ
る
潮
の
流
れ
の
こ
と
で
す
。
社
会
現
象

を
た
と
え
る
と
き
に
は
、「
風
に
流
さ
れ
て
い
く
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
無
責
任
さ
や
、
判
断
能
力
の
な
さ
が

連
想
さ
れ
、
行
っ
て
は
い
け
な
い
方
に
ふ
ら
ふ
ら
と
行
っ

て
し
ま
う
様
子
に
結
び
つ
き
や
す
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま

た
、『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
「
暴
風
と
狂
潮
。
台
風
」
と

眉
を
し
か
め
て
風
潮

4

4

を
論
じ
る

◉
日
本
新
聞
協
会
用
語
専
門
委
員
。
元
読
売

新
聞
東
京
本
社
編
集
委
員
。
文
化
審
議
会
国

語
分
科
会
委
員
。
大
東
文
化
大
学
非
常
勤
講

師
。著
書
に『
な
ぜ
な
に
日
本
語
』（
三
省
堂
）、

『
ち
び
ま
る
子
ち
ゃ
ん
の
敬
語
教
室
』（
集
英

社
）
な
ど
。

関せ
き

根ね

　
健け

ん

一い
ち

コトバのひきだし
─ふさわしい日本語の選び方

第３回

「WEB国語教室」連動
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も
あ
り
、
そ
も
そ
も
災
厄
を
も
た
ら
す
現
象
を
指
し
て
も

使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
〜
を
軽
視
す
る
風
潮
」「
〜
と
い

う
誤
っ
た
風
潮
」
な
ど
、
マ
イ
ナ
ス
方
向
の
価
値
観
を
持

つ
言
葉
と
親
和
性
が
高
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
状
況
を
客

観
的
に
述
べ
る
つ
も
り
で
、「
女
性
の
社
会
進
出
の
風
潮
」

な
ど
と
表
現
す
る
と
、
そ
れ
を
批
判
、
慨
嘆
し
て
い
る
よ

う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。「
女
性
の

社
会
進
出
の
風
潮
を
歓
迎
す
る
」
だ
と
、「
一
般
に
は
好

ま
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
自
分
は
そ
う
は
と
ら
な

い
」と
で
も
い
っ
た
一
ひ
ね
り
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
な
の
か
、

も
し
く
は
皮
肉
や
揶や

揄ゆ

が
潜
ん
で
い
る
の
か
な
ど
と
、
読

み
手
は
一
瞬
戸
惑
い
そ
う
で
す
。

＊

　「
時
流
」「
時
勢
」
も
、
世
の
中
の
移
り
変
わ
り
を
い
う

言
葉
で
す
。
風
向
き
次
第
、
潮
の
流
れ
次
第
の
「
風
潮
」

に
比
べ
る
と
、
あ
る
方
向
に
確
実
に
向
か
う
強
い
う
ね
り

の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　「
風
潮
」
と
異
な
り
、（
マ
イ
ナ
ス
方
向
の
）
連
体
修
飾

語
を
伴
っ
た
「
〜
の
（
〜
す
る
）
時
流
／
時
勢
」
の
形
で

は
用
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
乗
る
か
乗
れ
な
い
か
と
い
う
と
こ

ろ
に
注
目
し
て
使
わ
れ
る
の
が
「
時
流
／
時
勢
」
で
す
。

う
ま
く
乗
れ
れ
ば
、「
〜
に
投
じ
る
」「
〜
を
読
む
」「
〜

を
先
取
り
す
る
」、乗
り
損
な
え
ば
「
〜
に
遅
れ
る
」
で
す
。

と
い
っ
て
も
、「
〜
に
お
も
ね
る
」「
〜
に
迎
合
す
る
」
の

は
嫌
わ
れ
、「
〜
に
あ
ら
が
う
」「
〜
に
逆
ら
う
」
こ
と
に

は
、
時
と
し
て
喝
采
が
送
ら
れ
ま
す
。

＊

　
性
質
や
状
態
が
特
定
の
方
向
で
傾
く
の
が
「
傾
向
」
で
、

方
向
の
良
し
あ
し
に
よ
ら
ず
使
わ
れ
ま
す
。

　
た
だ
、「
特
定
の
方
向
」
を
指
す
「
傾
向
」
も
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
「
傾
向
文
学
」
な
る
ジ
ャ

ン
ル
が
あ
り
ま
し
た
。
思
想
的
に
特
定
の
方
向
、
特
に
左

翼
的
な
方
向
に
か
た
よ
っ
た
作
品
群
を
指
し
ま
す
。
芸
術

的
文
学
が
本
道
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
方

に
向
か
う
も
の
と
い
う
位
置
づ
け
で
し
た
。

＊

　
移
り
変
わ
っ
て
い
く
方
向
を
手
放
し
で
認
め
る
場
合
は

「
ト
レ
ン
ド
」
が
好
ま
れ
る
よ
う
で
す
。
行
く
世
の
流
れ

を
見
つ
め
る
と
き
、
無
常
の
思
い
が
浮
か
び
が
ち
な
日
本

的
伝
統
と
は
、
切
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
外
来
語
の
強
み
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
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国
語
教
科
書
の
定
番
、宮
沢
賢
治
。

「
や
ま
な
し
」「
注
文
の
多
い
料
理
店
」

「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」「
永
訣
の
朝
」
な

ど
、
そ
の
作
品
が
小
中
高
、
す
べ
て

の
段
階
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
稀
有
な

作
家
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
作
品
は
、
ど
の

よ
う
に
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
。
本
書
は
、
教
育
現

場
を
中
心
に
、
賢
治
の
生
前
か
ら
、

現
代
に
い
た
る
ま
で
の
受
容
を
た
ど

り
、そ
の
謎
を
解
き
明
か
し
て
い
く
。

こ
の
受
容
の
歴
史
の
こ
と
が
面
白

い
。
戦
時
中
、「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」
な

ど
賢
治
作
品
は
、「
滅
私
奉
公
」
の
精

四
六
判
・
並
製
・
二
七
二
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
二
二
〇
〇
円+

税

神
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
受
容
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
終
戦
後
刊
行
さ
れ

た
国
定
教
科
書
に
も
、
賢
治
の
作
品

は
、大
き
な
批
判
な
く
掲
載
さ
れ
る
。

さ
ら
に
そ
の
後
の
受
容
も
一
本
道
で

は
な
い
。「
民
主
主
義
教
育
」「
エ
コ

ロ
ジ
ー
」
な
ど
、
時
代
が
要
請
す
る

多
様
な
テ
ー
マ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
な

が
ら
、受
容
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

賢
治
作
品
は
教
科
書
に
掲
載
さ
れ

続
け
て
い
る
が
、
そ
の
意
義
は
常
に

再
創
造
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
の

新
し
い
時
代
、
我
々
は
賢
治
を
ど
う

受
け
止
め
る
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
に

も
思
い
を
馳
せ
さ
せ
る
一
冊
で
あ
る
。

評
者
＝
荒
木　

信

「
や
さ
し
い
日
本
語
」で
観
光
客
を
迎
え
よ
う

│
│
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
の
新
し
い
風

構
大
樹 

著

加
藤
好
崇 

編
著

街
で
外
国
人
に
話
し
か
け
ら
れ
、

す
ご
く
緊
張
し
て
英
語
で
何
か
返

す
。
後
に
な
っ
て
、
そ
う
い
え
ば
相

手
は
日
本
語
で
話
し
て
い
た
と
気
づ

く
。そ
ん
な
経
験
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
、
こ
う
い
う
「
外
国
人
に

は
英
語
」
と
い
う
思
い
込
み
か
ら
自

由
に
な
っ
て
、
増
え
続
け
る
外
国
人

観
光
客
（
三
千
万
人
突
破
！
）
と
ま

ず
日
本
語
で
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
、

と
提
案
す
る
。
普
通
の
日
本
語
と
は

違
う
、外
国
人
用
に
調
整
さ
れ
た「
や

さ
し
い
日
本
語
」を
使
う
の
で
あ
る
。

日
本
に
来
る
人
は
簡
単
な
日
本
語

の
挨
拶
く
ら
い
は
覚
え
て
く
る
。
そ

も
そ
も
観
光
客
の
八
割
は
ア
ジ
ア
か

ら
で
、日
本
語
学
習
者
も
多
い
の
だ
。

い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
語
で
の
や
り

と
り
は
旅
の
醍
醐
味
に
な
る
。
も
て

な
す
側
の
日
本
人
も「
こ
ん
に
ち
は
」

な
ら
緊
張
せ
ず
自
然
な
笑
顔
に
な
る
。

「
や
さ
し
い
日
本
語
」の
作
り
方
と

使
い
方
を
書
い
た
理
論
編
が
わ
か
り

や
す
い
。
そ
し
て
自
治
体
や
旅
館
、

店
舗
な
ど
の
実
践
編
が
面
白
い
。
こ

の
取
り
組
み
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か

り
で
、
今
後
の
展
開
が
何
だ
か
楽
し

み
で
あ
る
。
い
や
、
楽
し
み
と
い
う

よ
り
、
応
援
し
た
い
し
、
自
分
も
早

く
実
践
し
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

四
六
判
・
並
製
・
一
七
六
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
五
〇
〇
円
＋
税

評
者
＝
山
本　

敦

宮
沢
賢
治
は
な
ぜ
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
続
け
る
の
か
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李
白
と
杜
甫
の
出
会
い
は
天
宝
三

載
（
七
四
四
年
）、
洛
陽
の
夏
だ
っ

た
。
李
白
四
十
四
歳
、
杜
甫
三
十
三

歳
。
そ
の
出
会
い
は
お
そ
ら
く
、
文

学
史
上
最
大
の
奇
跡
だ
っ
た
ろ
う
。

と
も
に
旅
し
、
詩
才
を
認
め
合
っ

た
二
人
は
、
別
れ
た
後
に
互
い
へ
の

思
慕
を
詩
に
詠
ん
で
い
る
。
例
え
ば

安
史
の
乱
の
さ
な
か
に
詠
ま
れ
た
杜

甫
の
「
李
白
を
夢
む
」
に
は
、
夢
に

現
れ
た
李
白
の
尋
常
で
な
い
様
子
、

そ
の
友
の
運
命
を
案
じ
る
杜
甫
の
心

の
動
き
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い

る
。
当
時
の
「
夢
」
が
も
つ
機
能
に

つ
い
て
の
考
察
も
興
味
深
い
。

本
書
は
、
唐
代
を
代
表
す
る
二
人

の
詩
人
、
李
白
と
杜
甫
を
知
る
た
め

の
総
合
事
典
で
あ
る
。
李
白
一
一
五

作
品
、
杜
甫
一
五
二
作
品
の
原
文
・

訓
読
文
・
訳
を
テ
ー
マ
別
に
分
類
し

て
掲
載
し
た
「
詩
の
世
界
」
を
中
心

に
、
李
杜
の
生
涯
や
旅
、
唐
代
の
歴

史
や
文
化
な
ど
、
李
杜
作
品
を
理
解

す
る
上
で
必
要
な
事
柄
を
網
羅
し
て

い
る
。
ま
た
、
唐
詩
の
形
式
や
古
漢

語
文
法
、
助
字
用
例
等
の
解
説
も
丁

寧
で
、大
い
に
読
解
の
助
け
に
な
る
。

読
み
比
べ
る
こ
と
で
、
李
杜
の
新

た
な
魅
力
が
浮
か
び
上
が
る
。
教
室

に
も
準
備
し
て
お
き
た
い
一
冊
だ
。

本
書
は
、
小
説
『
三
国
志
演
義
』

の
総
合
的
な
事
典
で
あ
る
。

主
要
人
物
に
つ
い
て
の
解
説
を
は

じ
め
、「
三
顧
の
礼
」
な
ど
の
名
場

面
、
幾
多
の
戦
い
の
諸
相
な
ど
、
基

本
事
項
を
網
羅
。『
演
義
』を
よ
り
深

く
読
み
、
学
び
、
楽
し
む
た
め
の
情

報
が
凝
縮
さ
れ
た
一
冊
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
戦
い
に
お
け
る
知
略
・

謀
略
の
数
々
や
、
有
名
な
武
器
な
ど

魅
力
的
な
登
場
人
物
を
象
徴
す
る
要

素
、
蜀
の
武
将
で
あ
る
関
羽
を
神
と

ま
で
崇
め
る
い
わ
ゆ
る「
関
帝
信
仰
」

な
ど
、『
演
義
』
な
ら
で
は
の
魅
力
も

深
く
取
り
上
げ
て
い
る
。

ま
た
本
書
の
画
期
的
な
特
長
だ

が
、『
演
義
』
が
正
史
『
三
国
志
』
を

基
と
し
た
虚
構
作
品
で
あ
る
こ
と
を

ふ
ま
え
、『
演
義
』
独
自
の
創
作
部
分

は
書
体
を
変
え
、
ひ
と
目
で
わ
か
る

よ
う
に
す
る
と
い
う
工
夫
が
施
さ
れ

て
い
る
。
正
史
と
『
演
義
』
と
の
違

い
に
意
識
的
な
近
年
の
三
国
志
フ
ァ

ン
も
、
双
方
の
違
い
を
楽
し
み
な
が

ら
読
み
進
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

正
史
「
三
国
志
」
を
扱
っ
た
好
評

既
刊
・『
三
国
志
事
典
』
と
あ
わ
せ

て
、
三
国
志
を
読
み
味
わ
う
上
で
の

基
本
書
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

三
国
志
演
義
事
典

渡
邉
義
浩
・
仙
石
知
子 

著

Ａ
５
判
・
上
製
・
三
七
六
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
三
六
〇
〇
円
＋
税

評
者
＝
井
戸
良
典

Ａ
５
判
・
上
製
函
入
・
九
一
四
ペ
ー
ジ

定
価
＝
本
体
一
二
〇
〇
〇
円
＋
税

評
者
＝
夏
目　

京

李
白
と
杜
甫
の
事
典

向
嶋
成
美 

編
著
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「
大
学
等
修
学
支
援
法
」成
立

　

高
等
教
育
の
無
償
化
に
向
け
た
「
大
学
等
に
お

け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
が
５
月
10
日

成
立
し
た
。
こ
れ
は
２
０
１
７
年
か
ら
実
施
さ
れ

て
い
る
、
日
本
学
生
支
援
機
構
の
給
付
型
奨
学
金

制
度
が
拡
充
さ
れ
た
も
の
。
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
学
生
を
対
象
と
し
て
い
る
。
６
〜
７
月
に
申
請

し
、
年
末
に
給
付
の
可
否
が
通
知
さ
れ
る
。
詳
細

は
文
科
省
に
特
設
ペ
ー
ジ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

（http://w
w
w
.m

ext.go.jp/kyufu/index.
htm

）

「
日
本
語
教
育
推
進
法
」成
立

　
「
日
本
語
教
育
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」が
６
月

21
日
成
立
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
国
内
で
暮
ら
す

外
国
人
を
対
象
と
し
た
日
本
語
教
育
の
充
実
を
促

す
も
の
。
国
や
自
治
体
に
は
日
本
語
教
育
を
進
め

る
責
務
、
企
業
は
雇
用
す
る
外
国
人
に
教
育
機
会

を
提
供
す
る
努
力
義
務
を
明
記
し
て
い
る
。

（http://w
w

w
.bunka.go.jp/seisaku/

bunka_gyosei/shokan_horei/other/
suishin_houritsu/1418260.htm

l

）

国語・教育に関わる情報と
授業に役立つ話題を集めました。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

　教育行政関係
「大学等修学支援法」成立（5/10）
私大の学部譲渡容易に簡素化（5/13）
教員の勤務時間は参加国平均の 1.5
倍（中学校）で日本が最長。OECD 調査
（6/19）
「日本語教育推進法」成立（6/21）
文科省、夏季休暇等について学校業務
削減を求める通知（6/28）
新大学入試から TOEIC 撤退（7/2）
日本学術会議が「優性・劣性」から「顕
性・潜性」への言い換えを提案（7/9）
学会 16 団体、「高等学校国語・新学習
指導要領」への見解表明（8/10）
文科省、大学入試英語ポータルサイト
開設（8/27）

　時事
本屋大賞発表。瀬尾まいこ『そして、
バトンは渡された』（4/9）
「令和」改元。徳仁新天皇即位（5/1）
加藤典洋死去。71 歳（5/16）
田辺聖子死去。91 歳（6/6）
山下泰裕、JOC（日本オリンピック委
員会）会長に（6/27）
「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産登録決
定（7/6）
芥川賞・直木賞発表。芥川賞は今村夏子

「むらさきのスカートの女」、直木賞は
大島真寿美「渦 妹背山婦女庭訓 魂結
び」（7/17）

国語の 2019.4〜2019.8
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新
大
学
入
試
か
ら
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
撤
退

　
「
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
」を
運
営
す
る
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
協
会
は
７
月
２
日
、
大
学
入

学
共
通
テ
ス
ト
へ
の
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
の
参
加
を
取
り

下
げ
る
と
発
表
。
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
は
、
２

０
２
１
年
か
ら
従
来
の
セ
ン
タ
ー
試
験
に
変
わ
っ

て
実
施
さ
れ
る
が
、
英
語
に
つ
い
て
は
、
大
学
入

試
英
語
成
績
提
供
シ
ス
テ
ム
と
し
て
民
間
の
外
部

試
験
も
利
用
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
Ｔ
Ｏ

Ｅ
Ｉ
Ｃ
も
当
初
参
加
を
表
明
し
て
い
た
。

　

な
お
、
文
部
科
学
省
は
、
実
施
概
要
や
大
学
ご

と
の
利
用
予
定
な
ど
、
英
語
民
間
検
定
試
験
の
情

報
を
ま
と
め
た
「
大
学
入
試
英
語
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
」
を
８
月
27
日
に
開
設
し
た
。

（http://w
w

w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/

koutou/koudai/detail/1420229.htm

）

世
界
遺
産
に「
百
舌
鳥・
古
市
古
墳
群
」

　

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
委
員
会
は
、７
月
６
日
、

「
百も

ず
舌
鳥
・
古ふ

る

市い
ち

古
墳
群
」（
大
阪
府
）
を
世
界
文

化
遺
産
に
登
録
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

国
内
の
世
界
文
化
遺
産
と
し
て
は
昨
年
の
「
潜

伏
キ
リ
シ
タ
ン
関
連
遺
産
」
に
続
い
て
19
件
目
。

　

百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
は
、
古
墳
時
代
の
文
化

を
物
語
る
、
全
長
２
０
０
ｍ
を
超
え
る
古
墳
11
基

を
中
心
と
し
た
古
墳
群
。

「
高
等
学
校
国
語・新
学
習
指
導
要
領
」に
16
学
会

が
見
解
を
発
表

　

日
本
文
学
関
連
学
会
連
絡
協
議
会
に
所
属
す
る

上
代
文
学
会
、
日
本
近
代
文
学
会
な
ど
16
団
体
に

よ
る
連
名
で
、
８
月
10
日
、「
高
等
学
校
国
語
・
新

学
習
指
導
要
領
」に
関
す
る
見
解
が
発
表
さ
れ
た
。

「
新
学
習
指
導
要
領
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、単
位

の
認
定
、
教
科
書
検
定
等
に
際
し
、『
人
文
知
』
の

軽
視
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
柔
軟
な
運
用
を
行
う

こ
と
を
強
く
求
め
る
」
と
し
て
い
る
。

（http://sw
bg.org/w

p/?p=1548/　

昭
和

文
学
会
）

研
究
会
・
展
覧
会
だ
よ
り

全
国
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
連
合
会

第
52
回　

研
究
大
会　

鹿
児
島
大
会

［
日
時
］
２
０
１
９
年
10
月
24
日
（
木
）・
25
日
（
金
）

［
場
所
］
宝
山
ホ
ー
ル
（
鹿
児
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
）、

鹿
児
島
市
内
の
高
等
学
校
３
校

［
問
合
せ
］http://w

w
w

.kokugo.gr.jp/

全
国
大
学
国
語
教
育
学
会　

第
１
３
７
回
仙
台
大
会

［
日
時
］
２
０
１
９
年
10
月
26
日
（
土
）・
27
日
（
日
）

［
場
所
］
宮
城
教
育
大
学　

青
葉
山
キ
ャ
ン
パ
ス 

［
問
合
せ
］https://w

w
w

.jtsj/org/

日
本
語
学
会　

２
０
１
９
年
度
秋
季
大
会

［
日
時
］
２
０
１
９
年
10
月
26
日
（
土
）・
27
日
（
日
）

［
場
所
］
東
北
大
学　

川
内
北
キ
ャ
ン
パ
ス

［
問
合
せ
］https://www.jpling.gr.jp/taikai/2019b/

日
本
近
代
文
学
会　

２
０
１
９
年
度
秋
季
大
会

［
日
時
］
２
０
１
９
年
10
月
26
日
（
土
）・
27
日
（
日
）

［
場
所
］
新
潟
大
学　

五
十
嵐
キ
ャ
ン
パ
ス 

［
問
合
せ
］http://am

jls.w
eb.fc2

.com
/

conference.htm
l

日
本
漢
字
学
会　

第
２
回
研
究
大
会

［
日
時
］２
０
１
９
年
11
月
30
日（
土
）・12
月
１
日（
日
）

［
場
所
］
東
京
大
学　

駒
場
Ⅰ
キ
ャ
ン
パ
ス　

［
問
合
せ
］https://jsccc.org/convention/

特
別
展 

三
国
志

［
日
時
］２
０
１
９
年
10
月
１
日
―
２
０
２
０
年
１
月

５
日
（
九
博
）

［
場
所
］
九
州
国
立
博
物
館

［
問
合
せ
］https://sangokushi2019.exhibit.jp/
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【
投
稿
規
定
】

国
語
教
育
や
国
語
の
授
業
に
関
す
る
具
体

的
な
ご
提
案
、
実
践
記
録
、
教
材
研
究
な
ど
、

投
稿
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
四
〇
〇
字
× 

六
〜
一
二
枚
（
一
九
字
×
二
六
一
行
）
程
度
。

（
紙
幅
等
の
都
合
に
よ
り
掲
載
で
き
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
）。

　
営
業
だ
よ
り
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編 集 人
発 行 人
印 刷 所
発 行 所
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編
集
室

　
私
は
静
岡
県
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
が
、
も
っ
と
担
当
地
区
の
こ
と
を

知
り
た
く
て
地
域
の
図
書
館
を
訪
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
『
静

岡
県
文
学
読
本
』
と
い
う
本
を
見
つ
け
ま
し
た
。
静
岡
県
を
舞
台
と
し
た

古
事
記
、
平
家
物
語
、
万
葉
集
な
ど
古
典
文
学
や
、
川
端
康
成
、
井
上
靖
、

さ
く
ら
も
も
こ
な
ど
近
現
代
の
作
品
と
、
随
所
に
そ
れ
に
関
す
る
解
説
・

コ
ラ
ム
が
収
録
さ
れ
た
内
容
で
、
編
集
は
高
校
の
先
生
が
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
本
は
現
在
、
残
念
な
が
ら
絶
版
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

以
前
は
教
材
と
し
て
授
業
で
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
静
岡
県
が
文
豪
と
関
わ
り
が
深
く
、
文
学
の
宝
庫

で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
生
徒
に
伝
え
た
い
と
い
う
先

生
方
の
熱
い
想
い
が
込
め
ら
れ
た
一
冊
で
し
た
。

 

名
古
屋
支
店
　
細
田
浩
史

　
現
在
、
私
は
地
元
で
あ
る
千
葉
県
で
営
業
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
夏
の

猛
暑
の
中
、
営
業
車
を
走
ら
せ
て
い
る
と
学
生
時
代
、
熱
気
の
こ
も
っ
た

道
場
で
、
必
死
に
剣
道
を
し
て
い
た
あ
の
頃
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　「
夏
合
宿
」。
高
校
生
の
頃
、
た
っ
た
三
文
字
で
こ
こ
ま
で
恐
怖
を
感
じ

る
言
葉
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
朝
、
午
前
、
午
後
、
夜
の
四
部
練
習

の
中
で
心
を
折
ら
れ
、
体
も
ボ
ロ
ボ
ロ
、
筋
肉
痛
も
怪
我
も
治
る
時
間
は

無
く
、
寝
る
と
朝
練
の
時
間
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
っ
て
眠
る
こ
と
す
ら

嫌
に
な
っ
て
い
た
あ
の
夏
。
で
す
が
、
こ
の
夏
合
宿
で
ど
ん
な
に
辛
い
こ

と
も
乗
り
越
え
ら
れ
る
力
を
付
け
ま
し
た
。
こ
の
乗

り
越
え
る
力
と
い
う
の
は
仕
事
の
な
か
で
も
こ
れ
か

ら
の
私
を
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

東
京
支
店
　
髙
橋
風
太

新
元
号
の
「
令
和
」
に
つ
い
て
、皆
さ
ま
は

ど
の
よ
う
な
印
象
を
お
も
ち
に
な
っ
た
で
し

ょ
う
か
。
私
の
語
感
で
は
「
令
」
に
は
引
き
締

ま
っ
た
鋭
さ
が
、対
し
て
「
和
」
に
は
柔
軟
な

優
し
さ
が
あ
り
、シ
ャ
ー
プ
さ
と
柔
和
さ
と
を

あ
わ
せ
も
っ
た
、響
き
の
良
い
元
号
だ
な
と
い

う
第
一
印
象
で
し
た
。

本
号
で
は
、
そ
の
「
令
和
」
と
も
関
わ
り

の
深
い
中
西
進
先
生
に
取
材
を
お
願
い
し
ま

し
た
。
先
生
は
2
時
間
近
く
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
の
間
、
一
度
も
休
憩
を
入
れ
ず
、
日
本
の

言
語
文
化
に
つ
い
て
語
り
尽
く
さ
れ
ま
し

た
。
終
始
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
優
し
い
雰
囲
気
な

が
ら
も
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
所
で
歯
切
れ
よ
く

鋭
い
言
葉
を
発
せ
ら
れ
る
姿
に
、「
令
和
」
に

対
し
て
私
が
抱
い
た
印
象
が
自
然
と
重
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。

中
西
先
生
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
『
万
葉

集
』
研
究
の
第
一
人
者
。
新
元
号
の
も
と
と

な
っ
た
こ
と
で
、
世
間
で
は
『
万
葉
集
』
ブ

ー
ム
も
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
二
十
一

世
紀
の
元
号
が
、
千
年
以
上
前
の
歌
集
か
ら

生
み
出
さ
れ
る
。
こ
こ
に
日
本
の
言
語
文
化

の
豊
か
さ
、
時
代
を
越
え
た
連
続
性
が
、
象

徴
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

（
竜
）
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