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（1）

安
藤
信
廣
の
漢
文
教
育
論

―

『
漢
文
を
読
む
本
』（一
九
八
九
年

三
省
堂
）を
中
心
に―

渡
辺
春
美

は
じ
め
に

安
藤
信
廣
は
、
一
九
四
九
年
、
東
京
に
生
ま
れ
た
。
東
京
教
育
大
学
文
学

部
文
学
研
究
科
漢
文
学
専
攻
を
一
九
七
二
年
に
卒
業
し
、
同
大
学
院
文
学

研
究
科
中
国
古
典
学
修
士
課
程
を
一
九
七
五
年
に
修
了
し
て
い
る
。
修
了
後

は
、
東
京
学
芸
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭
（
一
九
七
六―
一
九
七
九
年
）
、
法

政
大
学
文
学
部
講
師
・
助
教
授
・
教
授
（
一
九
七
九―

一
九
九
五
年
）
、
東
京

女
子
大
学
文
理
学
部
教
授
・
同
現
代
教
養
学
部
教
授
（
一
九
九
五―

二
〇
〇

一
年
）
を
経
て
退
任
し
、
現
在
、
東
京
女
子
大
学
名
誉
教
授
で
あ
る
一

。

漢
文
観
に
つ
い
て
は
、「
わ
が
国
の
文
化
の
源
泉
」
、「
わ
が
国
に
お
い
て
ふ
る

く
か
ら
愛
読
さ
れ
摂
取
さ
れ
て
、
今
日
な
お
現
代
的
意
義
を
有
す
る
作
品
」二

と
い
っ
た
捉
え
方
が
主
流
で
あ
っ
た
三

。
こ
こ
に
見
え
る
の
は
、
漢
文
を
先
験
的

に
価
値
あ
る
も
の
、
規
範
と
な
る
も
の
と
す
る
典
型
概
念
と
し
て
の
漢
文
観
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
安
藤
信
廣
は
、
漢
文
か
ら
先
験
的
な
価
値
や
権
威
を

外
し
、
漢
文
と
読
み
手
と
の
対
等
な
対
話
に
よ
っ
て
豊
か
な
意
味
が
創
造
さ
れ

る
と
す
る
漢
文
観
に
基
づ
く
新
た
な
漢
文
教
育
論
を
提
案
し
た
。
ま
た
、
国
語

教
育
に
つ
い
て
実
用
的
で
合
理
的
な
内
容
や
方
法
が
要
求
さ
れ
る
中
で
、
漢
文

と
そ
の
教
育
は
、
現
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
問
題
意
識
を
も
っ
て
漢
文
教
育
の
改
善
を
求
め
て
い
る
。
こ
こ
に
、
漢
文
教

育
論
史
に
お
け
る
安
藤
信
廣
の
論
の
新
し
さ
が
見
え
る
。

以
下
、
安
藤
信
廣
『
漢
文
を
読
む
本
』
（
一
九
八
九

三
省
堂
）
を
中
心
と
し

て
、
安
藤
信
廣
の
漢
文
教
育
論
を
、
漢
文
観
、
漢
文
教
育
観
、
漢
文
教
育
の
方

法
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一

安
藤
信
廣
の
漢
文
観

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）
は
、
漢
文
を「
中
国
の
古
典
」
（
二
頁
）
と
と
ら
え
て

い
る
。
こ
れ
は
、
学
習
指
導
要
領
が
踏
襲
し
て
い
る
と
ら
え
方
四

と
は
異
な
る

が
、
特
別
な
も
の
で
は
な
い
五

。
安
藤
信
廣
は
、
漢
文
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
た

上
で
、
次
の
よ
う
な
喩
え
を
も
っ
て
漢
文
の
性
格
を
説
明
し
て
い
る
。

漢
文
は
、
友
と
の
出
会
い
の
広
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
漢
字
に
記
さ
れ
た

（1）



（2）

古
い
言
葉
が
、
新
し
い
友
を
私
た
ち
の
す
ぐ
ま
え
に
つ
れ
て
き
て
く
れ
る
。
新

し
い
友
は
私
た
ち
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
語
り
か
け
る
。
私
た
ち
が
語
り
返

せ
ば
、
も
っ
と
豊
か
に
答
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
友
は
、
い
ま
も
自
分
の

時
代
を
生
き
て
い
て
、
私
た
ち
と
言
葉
を
通
じ
て―

漢
字
で
記
さ
れ
た
文
章

を
通
じ
て―

理
解
し
合
え
る
の
だ
。
（
二
頁
）

『
徒
然
草
』
の「
ひ
と
り
、
燈
の
も
と
に
文
を
ひ
ろ
げ
て
、
見
ぬ
世
の
人
を
友
と

す
る
ぞ
こ
よ
な
う
慰
む
わ
ざ
な
る
。
」
（
第
一
三
段
）
を
彷
彿
さ
せ
る
。
右
の
文

章
で
は
、
二
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
漢
文
と
読
者
と
が
、
対
等
の

関
係
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
安
藤
信
廣
は
、「
肩
を
な
ら
べ
て
今
を
生
き
て
い
る

友
人
と
語
り
合
う
よ
う
に
、
漢
文
を
読
み
た
い
。
権
威
や
教
条
の
文
章
と
し
て

は
読
み
た
く
な
い
。
」
（
三
頁
）と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
権
威
や
教
条
」
を
外

し
て
漢
文
を
対
等
な
学
び
の
対
象
と
す
る
姿
勢
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
漢

文
と
読
者
と
の
対
等
の
関
係
が
、
対
話
の
強
調
に
繋
が
っ
て
い
る
。
語
り
か
け
と

語
り
返
し
の
対
話
に
よ
っ
て
よ
り
豊
か
な
答
え
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

古
典
に
つ
い
て
は「
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
語
り
か
け
る
力
を
も
つ
も
の
は
す

べ
て
古
典
で
あ
り
、
逆
に
私
た
ち
が
何
を
求
め
問
う
か
に
よ
っ
て
、
古
典
は
さ
ま

ざ
ま
な
姿
で
立
ち
あ
が
る
。
」
（
二
〇
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
漢
文
の
対
話
に
よ

る
理
解
は
、
こ
の
古
典
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
漢
文
観
は
、
藤
井
貞
和

の
古
典
観
に
重
な
っ
て
い
る
六

。
藤
井
貞
和
も
、
古
典
は
、
読
者
が
対
等
な
関
係

に
立
っ
て
、
現
代
の
側
か
ら
対
話
を
と
お
し
て
価
値
を
見
出
し
て
い
く
も
の
と

考
え
て
い
る
七

。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
古
典
観
・
漢
文
観
に
は
、
当
時
影
響
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た

テ
ク
ス
ト
論
・
読
者
論
の
影
響
が
窺
え
る
。
日
本
の
国
語
教
育
に
お
け
る
読
者

論
の
先
駆
け
と
も
な
っ
た
関
口
安
義
は
、「
文
学
の
テ
ク
ス
ト
は
、
学
習
者
と
一

体
と
な
っ
て
変
容
す
る
。
彼
の
想
像
力
に
よ
っ
て
伸
び
縮
み
す
る
の
で
あ
る
。
教

材
本
文
か
ら
逸
脱
し
な
い
限
り
、
ど
の
よ
う
な〈
読
み
〉
も
許
容
さ
れ
る
。
そ
う

し
た〈
読
み
〉
を
保
障
す
る
時
、
学
習
者
は
教
材
の
中
に
自
己
を
解
放
し
、
教

材
文
の
呼
び
か
け
に
応
じ〈
対
話
〉
す
る
。
」八
と
述
べ
て
い
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
読
者
の
位
置
づ
け
、
教
材
文
と
の
対
話
に
よ
る
読
み
の
形
成
に
、
先
の

両
者
と
の
重
な
り
が
見
出
さ
れ
る
。

安
藤
信
廣
の
論
に
は
、
漢
文
を
中
国
の
古
典
と
と
ら
え
、
先
験
的
な
価
値

や
権
威
を
外
し
、
漢
文
と
読
み
手
と
の
対
等
な
対
話
に
よ
っ
て
豊
か
な
意
味
は

開
示
さ
れ
る
と
す
る
漢
文
観
が
見
出
さ
れ
る
。

二

安
藤
信
廣
の
漢
文
教
育
観―

意
義
を
中
心
に―

以
下
、
安
藤
信
廣
が
考
え
る
漢
文
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
と
ら
え
た
い
。

１

異
文
化
と
の
語
り
合
い
に
よ
る
自
己
の
可
能
性
の
開
花

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）
は
、
中
国
と
の
文
化
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を

述
べ
、「
そ
の
文
化
と
の
距
離
が
、
逆
に
私
た
ち
の
文
化
を
独
善
と
閉
鎖
か
ら
救

っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
異
質
な
文
化
と
の
出
会
い
が
と
ぎ
れ
ず
に
つ
づ
い

た
か
ら
、
日
本
の
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
開
花
し
た
の
だ
。
」
（
九
頁
）

と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

（2）
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漢
文
は
異
文
化
の
窓
口
だ
っ
た
。
私
た
ち
の
民
族
が
こ
の
島
国
に
ず
っ
と

す
み
つ
づ
い
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
文
化
に
対
し
て
き
わ
め
て
敏
感

だ
っ
た
ら
し
い
の
は
、
そ
の
多
く
を
漢
文
に
負
っ
て
い
る
。
漢
文
を
通
じ
て
、
私

た
ち
の
民
族
は
異
質
な
世
界
と
そ
の
文
化
に
接
し
つ
づ
け
、
そ
の
出
会
い
を

通
じ
て
自
己
の
中
の
新
た
な
可
能
性
を
生
み
育
て
て
き
た
。(

九
・
一
〇
頁)

異
文
化
と
の「
出
会
い
を
通
じ
て
自
己
の
中
の
新
た
な
可
能
性
を
生
み
育

て
」
た
一
例
を
、
安
藤
信
廣
は
、『
土
佐
日
記
』
の
一
月
一
七
日
の
段
に
見
出
し

て
い
る
。「
暁
月
夜
い
と
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
船
を
い
だ
し
て
漕
ぎ
ゆ
く
」
と
い
う

場
面
で
あ
る
。「
昔
の
男
」
が「
棹
は
穿
つ
波
の
う
へ
の
月
を
。
船
は
圧
ふ
海
の
う

ち
の
空
を
。
」
と
詠
じ
た
。
そ
れ
を
聞
き
か
じ
り
に
聞
い
た「
あ
る
人
」
が
、「
水

底
の
月
の
う
へ
よ
り
漕
ぐ
船
の
棹
に
さ
は
る
は
桂
な
る
ら
し
」
と
詠
む
。
そ
れ
を

聞
い
て
、
あ
る
人
が
ま
た「
影
み
れ
ば
波
の
底
な
る
ひ
さ
か
た
の
空
漕
ぎ
わ
た
る

我
ぞ
わ
び
し
き
」
と
詠
み
加
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
昔
の
男
」
と
は
唐
の

詩
人
賈
島
と
さ
れ
る
。
そ
の
詩
句
に「
棹
穿
波
底
月
／
舡
圧
水
中
天
」
が
あ

り
、
二
首
の
和
歌
は
、
こ
の
詩
句
に
触
発
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
以
上
一

〇
・
一
一
頁
参
照
）
。
安
藤
信
廣
は
、
こ
の「
触
発
」
と
い
う
こ
と
を「
『
影
響
』
と

い
う
一
言
で
か
た
づ
け
た
く
は
な
い
。『
土
佐
日
記
』
の
作
者
は
、
漢
詩
の
う
た
い

ぶ
り
を
深
く
受
け
と
め
た
う
え
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
和
歌
の
中
に
息
づ
い
て
い
た

新
し
い
可
能
性
を
芽
ぶ
か
せ
た
の
だ
。
（
中
略―

渡
辺
）
こ
の
和
歌
は
、
こ
の
漢

詩
の
語
り
か
け
に
対
す
る
語
り
か
え
し
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
漢
文
の
言
葉
の
刺

激
が
、
日
本
語
の
文
学
の
新
し
い
世
界
を
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
一
一
・
一
二

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

漢
文
を
読
む
こ
と
の
意
義
が
、「
日
本
語
の
文
学
の
新
し
い
世
界
を
ひ
ら
い

た
」
こ
と
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
漢
文
と
の
対
話
に
よ
る
文
学
の
創
造
が
、
自
己

の
可
能
性
を
育
む
こ
と
に
繋
げ
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

２

日
本
語
の
可
能
性
の
開
拓

異
文
化
と
し
て
の
漢
文
と
の
対
話
は
、
日
本
語
の
開
拓
の
可
能
性
に
も
つ
な

が
る
。
安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）
は
、「
愛
」
を
用
い
て
日
本
語
の
開
拓
の
一
例
を

示
し
て
い
る
。「
愛
」
・「
愛
す
る
」
は
、
現
在
、
日
常
生
活
の
中
で
広
く
用
い
ら
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
つ
て
一
六
世
紀
に
来
日
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣

教
師
た
ち
は
、
重
要
な「
神
の
愛
（Am

o
r

）
」
を
日
本
語
に
訳
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。「
愛
」
に
訓
が
な
い
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
に
「
愛

（Am
o
r

）
」
に
当
た
る
日
本
語
が
な
く
、
中
国
か
ら
の
漢
語
の「
愛
」
は
当
時
、

「
仁
愛
」
や
「
愛
民
」
と
同
様
の「
（
対
象
を
）
大
切
に
す
る
」「
い
と
お
し
む
」
と
い

う
意
味
合
い
で
は
な
く
、「
愛
欲
」
・「
愛
染
」
が
示
す
よ
う
な
煩
悩
を
意
味
す
る

仏
教
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宣
教
師
は
や

む
な
く「
神
の
御
大
切
」
と
訳
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
明
治
以
降
、
聖
書
で
は

漢
語
を
用
い
た「
神
の
愛
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
や
過
剰
な
ほ
ど
に

定
着
す
る
に
及
ん
で
い
る
（
一
九
五―

一
九
九
頁
参
照
）
。「
愛
」
と
い
う
言
葉

は
、
そ
の
概
念
の
な
か
っ
た
日
本
に
お
い
て
、
人
々
の
言
語
意
識
や
仏
教
用
語
、

宣
教
師
の
愛
の
訳
語
な
ど
と
の
葛
藤
も
経
て
、
時
間
を
か
け
て
定
着
し
た
。
日

本
語
と
日
本
人
の
認
識
を
開
拓
し
た
一
例
で
あ
る
。
安
藤
信
廣
は
、
こ
の
よ
う

（2）

古
い
言
葉
が
、
新
し
い
友
を
私
た
ち
の
す
ぐ
ま
え
に
つ
れ
て
き
て
く
れ
る
。
新

し
い
友
は
私
た
ち
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
語
り
か
け
る
。
私
た
ち
が
語
り
返

せ
ば
、
も
っ
と
豊
か
に
答
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
友
は
、
い
ま
も
自
分
の

時
代
を
生
き
て
い
て
、
私
た
ち
と
言
葉
を
通
じ
て―

漢
字
で
記
さ
れ
た
文
章

を
通
じ
て―

理
解
し
合
え
る
の
だ
。
（
二
頁
）

『
徒
然
草
』
の「
ひ
と
り
、
燈
の
も
と
に
文
を
ひ
ろ
げ
て
、
見
ぬ
世
の
人
を
友
と

す
る
ぞ
こ
よ
な
う
慰
む
わ
ざ
な
る
。
」
（
第
一
三
段
）
を
彷
彿
さ
せ
る
。
右
の
文

章
で
は
、
二
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
漢
文
と
読
者
と
が
、
対
等
の

関
係
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
安
藤
信
廣
は
、「
肩
を
な
ら
べ
て
今
を
生
き
て
い
る

友
人
と
語
り
合
う
よ
う
に
、
漢
文
を
読
み
た
い
。
権
威
や
教
条
の
文
章
と
し
て

は
読
み
た
く
な
い
。
」
（
三
頁
）と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
権
威
や
教
条
」
を
外

し
て
漢
文
を
対
等
な
学
び
の
対
象
と
す
る
姿
勢
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
漢

文
と
読
者
と
の
対
等
の
関
係
が
、
対
話
の
強
調
に
繋
が
っ
て
い
る
。
語
り
か
け
と

語
り
返
し
の
対
話
に
よ
っ
て
よ
り
豊
か
な
答
え
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

古
典
に
つ
い
て
は「
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
語
り
か
け
る
力
を
も
つ
も
の
は
す

べ
て
古
典
で
あ
り
、
逆
に
私
た
ち
が
何
を
求
め
問
う
か
に
よ
っ
て
、
古
典
は
さ
ま

ざ
ま
な
姿
で
立
ち
あ
が
る
。
」
（
二
〇
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
漢
文
の
対
話
に
よ

る
理
解
は
、
こ
の
古
典
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
漢
文
観
は
、
藤
井
貞
和

の
古
典
観
に
重
な
っ
て
い
る
六

。
藤
井
貞
和
も
、
古
典
は
、
読
者
が
対
等
な
関
係

に
立
っ
て
、
現
代
の
側
か
ら
対
話
を
と
お
し
て
価
値
を
見
出
し
て
い
く
も
の
と

考
え
て
い
る
七

。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
古
典
観
・
漢
文
観
に
は
、
当
時
影
響
を
持
ち
つ
つ
あ
っ
た

テ
ク
ス
ト
論
・
読
者
論
の
影
響
が
窺
え
る
。
日
本
の
国
語
教
育
に
お
け
る
読
者

論
の
先
駆
け
と
も
な
っ
た
関
口
安
義
は
、「
文
学
の
テ
ク
ス
ト
は
、
学
習
者
と
一

体
と
な
っ
て
変
容
す
る
。
彼
の
想
像
力
に
よ
っ
て
伸
び
縮
み
す
る
の
で
あ
る
。
教

材
本
文
か
ら
逸
脱
し
な
い
限
り
、
ど
の
よ
う
な〈
読
み
〉
も
許
容
さ
れ
る
。
そ
う

し
た〈
読
み
〉
を
保
障
す
る
時
、
学
習
者
は
教
材
の
中
に
自
己
を
解
放
し
、
教

材
文
の
呼
び
か
け
に
応
じ〈
対
話
〉
す
る
。
」八
と
述
べ
て
い
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
読
者
の
位
置
づ
け
、
教
材
文
と
の
対
話
に
よ
る
読
み
の
形
成
に
、
先
の

両
者
と
の
重
な
り
が
見
出
さ
れ
る
。

安
藤
信
廣
の
論
に
は
、
漢
文
を
中
国
の
古
典
と
と
ら
え
、
先
験
的
な
価
値

や
権
威
を
外
し
、
漢
文
と
読
み
手
と
の
対
等
な
対
話
に
よ
っ
て
豊
か
な
意
味
は

開
示
さ
れ
る
と
す
る
漢
文
観
が
見
出
さ
れ
る
。

二

安
藤
信
廣
の
漢
文
教
育
観―

意
義
を
中
心
に―

以
下
、
安
藤
信
廣
が
考
え
る
漢
文
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
と
ら
え
た
い
。

１

異
文
化
と
の
語
り
合
い
に
よ
る
自
己
の
可
能
性
の
開
花

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）
は
、
中
国
と
の
文
化
交
流
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
を

述
べ
、「
そ
の
文
化
と
の
距
離
が
、
逆
に
私
た
ち
の
文
化
を
独
善
と
閉
鎖
か
ら
救

っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
異
質
な
文
化
と
の
出
会
い
が
と
ぎ
れ
ず
に
つ
づ
い

た
か
ら
、
日
本
の
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
開
花
し
た
の
だ
。
」
（
九
頁
）

と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

（3）
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な
漢
語
は
、「
宇
宙
」「
文
学
」「
真
理
」「
感
動
」「
研
究
」「
認
識
」「
絶
対
」
な
ど
い

く
ら
で
も
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、「
こ
れ
ら
の
漢
語
が
日
本
語
と
し
て
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
。
け
れ
ど
、
こ
う
し
た

漢
語
に
よ
っ
て
日
本
語
の
表
現
の
可
能
性
が
多
様
に
ひ
ら
か
れ
、
そ
れ
が
多
彩

に
な
っ
た
」
（
一
六
九
・
一
七
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
語
と
し
て

使
用
さ
れ
な
が
ら
、
中
国
の
言
葉
の
世
界
を
伝
え
る
漢
語
の「
二
重
性
」
に
も

言
及
し
、「
漢
語
は
日
本
語
に
単
純
に
同
化
し
た
の
で
は
な
く
、
異
質
さ
を
か

か
え
こ
ん
で
、
日
本
に
根
を
お
ろ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
日
本
語
を
、
ひ
い
て
は
日
本
の
文
化
を
、
閉
鎖
性
か
ら
救
っ
て
き
た
。
」
（
一

七
一
・
一
七
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、「
自
分
の
こ
と
ば
を
相
対

化
す
る
き
っ
か
け
」
と
な
り
、「
日
本
語
の
中
に
根
を
お
ろ
し
た
漢
語
は
、
日
本

語
の
単
語
を
補
い
豊
か
に
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
語
を
意
識
的
に
み

つ
め
な
お
す
刺
激
」
（
一
六
九
頁
）
と
も
な
る
と
説
い
て
い
る
。

漢
文
教
育
の
意
義
が
、
漢
文
と
の
対
話
を
通
し
て
漢
語
に
学
び
、
漢
語
を
用

い
た
日
本
語
表
現
の
可
能
性
を
豊
か
に
拓
く
こ
と
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
意
義
は
、
使
用
さ
れ
る
漢
語
の
持
つ
二
重
性
が
、
日
本
語
を
相
対
化

す
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
み
つ
め
な
お
す
刺
激
と
も
な
る
こ
と
で
、
表
現
の
可
能

性
を
広
げ
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
に
も
見
出
さ
れ
て
い
る
。

３

未
来
に
生
き
る
人
間
の
構
想

安
藤
信
廣
は
、「
漢
文
教
育
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
人

間
を
考
え
る
こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
」
（一
九
二
頁
）
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

漢
文
の
世
界
は
、
人
間
の
こ
れ
か
ら
を
構
想
す
る
た
め
に
、
多
く
の
刺
激

を
あ
た
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
日
常
語
を
さ
さ
え
る
水
面
下
の
言
語
世
界

を
は
ぐ
く
む―

と
い
う
、
あ
ま
り
目
ざ
ま
し
く
は
見
え
な
い
意
味
の
ほ
か

に
、
漢
文
は
未
来
を
向
い
た
世
界
で
も
あ
る
、
と
私
は
考
え
た
い
。

漢
文
を
、
格
言
や
教
訓
の
集
積
と
し
て
教
え
る
こ
と
に
は
、
疑
問
を
感

じ
る
。
む
し
ろ
、
現
在
の
私
た
ち
の
想
像
力
や
感
性
、
論
理
的
思
考
の
あ
り

方
や
表
現
力
を
撃
つ
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
が
そ
れ
ら
の
も
の
を
ゆ
た
か
に

築
い
て
ゆ
く
た
め
の
批
判
的
力
と
し
て
、
受
け
と
め
た
い
。
（
一
九
三
頁
）

ま
た
、「
私
た
ち
は
自
分
の
発
想
の
根
の
と
こ
ろ
を
疑
わ
ず
」
、「
自
分
の
も
の

さ
し
を
絶
対
視
し
て
い
る
」
と
述
べ
、「
漢
文
は
そ
う
い
う
私
た
ち
の
今
を
撃
ち
、

私
た
ち
の
も
の
さ
し
を
相
対
化
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
今
の
発
想

を
解
き
放
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
（
五
頁
）
と
言
葉
を
継
い
で
い
る
。
さ
ら

に
、「
風
化
し
た
発
想
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
自
己―

そ
う
い
う
自
己
を
の
り
こ

え
、
想
像
力
を
解
き
は
な
っ
て
ゆ
く
力
が
、
古
典
や
漢
文
の
中
に
生
き
て
い

る
。
」
（
七
頁
）と
主
張
し
て
い
る
。

安
藤
信
廣
は
、
漢
文
の「
格
言
や
教
訓
」
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
人
間
を
構
想

し
よ
う
と
は
し
な
い
。
風
化
し
た
発
想
の
根
や
絶
対
化
し
た
も
の
さ
し
を
相
対

化
す
る
こ
と
で
批
判
し
、
感
性
や
想
像
力
、
批
判
力
を
解
き
放
つ
、
異
文
化
と

し
て
の
漢
文
と
厳
し
く
対
話
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
人
間
を
構

（4）
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想
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
、
自
己
の
可
能
性
を
育
む
こ
と
に
も

繋
が
っ
て
い
る
。
漢
文
教
育
の
意
義
は
、
こ
こ
に
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

三

安
藤
信
廣
の
漢
文
教
育
の
方
法

１

漢
文
教
材

（
１
）
漢
文
教
材
の
発
掘

安
藤
信
廣
は
、
漢
文
教
材
の
固
定
化
と
学
習
指
導
の
固
定
化
を
改
善
し
よ

う
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

古
典
は
、
そ
れ
に
対
し
て
問
い
か
け
る
現
代
の
私
た
ち
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ  

 

て
、
様
々
な
姿
を
現
す
。
だ
か
ら
、
漢
文
の
古
典
の
教
材
を
固
定
化
し
、
そ

れ
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
し
か
た
を
固
定
す
る
こ
と
は
、
や
め
た
い
。
逆
に
、
国
語

教
師
の
誰
で
も
が
す
る
よ
う
に
、
新
し
い
教
材
を
発
見
す
る
べ
く
未
知
の
漢

文
の
作
品
に
い
つ
も
向
き
あ
い
た
い
。
教
え
る
人
間
が
漢
文
の
古
典
と
み
ず

み
ず
し
い
出
会
い
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
教
え
ら
れ
る
若
い
人
々
が
み
ず
み
ず

し
い
出
会
い
を
し
よ
う
は
ず
は
な
い
。
便
利
な
教
授
法
が
い
き
な
り
漢
文
の

教
室
を
生
き
生
き
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。
す

く
な
く
と
も
、
持
続
的
に
そ
う
で
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
新
し
い

教
材
の
発
掘
と
い
う
し
ご
と
は
、
国
語
教
師
す
べ
て
の
責
任
で
あ
っ
て
、
特
定

の
教
師
の
し
ご
と
で
は
な
い
と
思
う
が
、
漢
文
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
、
言
え

る
。
教
材
の
発
掘
は
、
そ
れ
自
体
が
国
語
教
育
の
一
環
だ
と
考
え
た
い
。

（
二
〇
九
頁
）

漢
文
教
材
は
、
一
九
五
一
年
版
中
学
校
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語

科
編
（
試
案
）
、
一
九
五
五
年
版
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科
編
に
よ
っ

て
例
示
さ
れ
、
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
後
者
で
は
、「
漢
文

に
つ
い
て
は
、
入
門
の
学
習
に
必
要
な
材
料
、
お
よ
び
わ
が
国
の
文
学
や
思
想

に
深
い
影
響
を
与
え
た
作
品
」
か
ら
、「
生
徒
の
能
力
や
必
要
や
関
心
な
ど
を

考
慮
し
て
、
適
当
な
部
分
を
選
ぶ
。
」
と
し
、
次
の
教
材
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
短
句
・
短
文
・
故
事
・
成
語
・
格
言
・
こ
と
わ
ざ
な
ど
で
訓
読
練
習
に
適

当
な
も
の
や
，
論
語
・
孟
子
（
も
う
し
）
・
老
子
・
荘
子
・
韓
罪
子
（
か
ん
び
し
）
な

ど
の
論
説
類
，
十
八
史
略
・
史
記
・
蒙
求
（
も
う
ぎ
ゅ
う
）
・
日
本
外
史
・
先
哲
叢

談
（
そ
う
だ
ん
）
な
ど
の
史
伝
類
，
近
思
録
・
言
志
録
な
ど
の
語
録
類
，
文
章
軌

範
・
古
文
真
宝
・
唐
宋
八
家
文
・
唐
詩
選
・
白
氏
文
集
・
和
漢
朗
詠
集
な
ど
の
詩

文
類
な
ど
。
」
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
、「
適
切
な
も
の
を
選
ん
で

も
さ
し
つ
か
え
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
固
定
化
の
傾
向
に
あ
っ
た
。

安
藤
信
廣
は
、
教
材
開
発
例
と
し
て
、「
神
話
や
伝
説
等
、
古
代
か
ら
の
想

像
力
の
あ
り
か
た
を
示
す
教
材
。
小
説
と
い
う
、
人
間
を
こ
え
た
存
在
や
虚
構

へ
の
関
心
を
示
す
教
材
。
三
国
・
六
朝
の
詩
。
宋
代
か
ら
あ
と
の
詞
（
き
ま
っ
た

曲
調
に
あ
わ
せ
て
う
た
う
雑
言
体
の
歌
曲
。
中
国
語
の
発
音
を
か
り
て『
ツ
ー
』

と
も
い
う
）
明
・
清
に
多
く
な
る
日
記
類
。
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、

「
そ
れ
ら
を
多
面
的
に
え
ら
び
、
漢
文
の
言
葉
の
世
界
の
ひ
ろ
さ
を
体
験
さ

せ
」
（
二
〇
七
頁
）
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の「
漢
文
の
言
葉
の
世
界

の
ひ
ろ
さ
を
体
験
さ
せ
」
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、
安
藤
信
廣
（
二
〇
〇
五
）
で

（4）

な
漢
語
は
、「
宇
宙
」「
文
学
」「
真
理
」「
感
動
」「
研
究
」「
認
識
」「
絶
対
」
な
ど
い

く
ら
で
も
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、「
こ
れ
ら
の
漢
語
が
日
本
語
と
し
て
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
。
け
れ
ど
、
こ
う
し
た

漢
語
に
よ
っ
て
日
本
語
の
表
現
の
可
能
性
が
多
様
に
ひ
ら
か
れ
、
そ
れ
が
多
彩

に
な
っ
た
」
（
一
六
九
・
一
七
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
日
本
語
と
し
て

使
用
さ
れ
な
が
ら
、
中
国
の
言
葉
の
世
界
を
伝
え
る
漢
語
の「
二
重
性
」
に
も

言
及
し
、「
漢
語
は
日
本
語
に
単
純
に
同
化
し
た
の
で
は
な
く
、
異
質
さ
を
か

か
え
こ
ん
で
、
日
本
に
根
を
お
ろ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
日
本
語
を
、
ひ
い
て
は
日
本
の
文
化
を
、
閉
鎖
性
か
ら
救
っ
て
き
た
。
」
（
一

七
一
・
一
七
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、「
自
分
の
こ
と
ば
を
相
対

化
す
る
き
っ
か
け
」
と
な
り
、「
日
本
語
の
中
に
根
を
お
ろ
し
た
漢
語
は
、
日
本

語
の
単
語
を
補
い
豊
か
に
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
日
本
語
を
意
識
的
に
み

つ
め
な
お
す
刺
激
」
（
一
六
九
頁
）
と
も
な
る
と
説
い
て
い
る
。

漢
文
教
育
の
意
義
が
、
漢
文
と
の
対
話
を
通
し
て
漢
語
に
学
び
、
漢
語
を
用

い
た
日
本
語
表
現
の
可
能
性
を
豊
か
に
拓
く
こ
と
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
意
義
は
、
使
用
さ
れ
る
漢
語
の
持
つ
二
重
性
が
、
日
本
語
を
相
対
化

す
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
み
つ
め
な
お
す
刺
激
と
も
な
る
こ
と
で
、
表
現
の
可
能

性
を
広
げ
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
に
も
見
出
さ
れ
て
い
る
。

３

未
来
に
生
き
る
人
間
の
構
想

安
藤
信
廣
は
、「
漢
文
教
育
の
こ
れ
か
ら
を
考
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
人

間
を
考
え
る
こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
」
（一
九
二
頁
）
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

漢
文
の
世
界
は
、
人
間
の
こ
れ
か
ら
を
構
想
す
る
た
め
に
、
多
く
の
刺
激

を
あ
た
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
日
常
語
を
さ
さ
え
る
水
面
下
の
言
語
世
界

を
は
ぐ
く
む―

と
い
う
、
あ
ま
り
目
ざ
ま
し
く
は
見
え
な
い
意
味
の
ほ
か

に
、
漢
文
は
未
来
を
向
い
た
世
界
で
も
あ
る
、
と
私
は
考
え
た
い
。

漢
文
を
、
格
言
や
教
訓
の
集
積
と
し
て
教
え
る
こ
と
に
は
、
疑
問
を
感

じ
る
。
む
し
ろ
、
現
在
の
私
た
ち
の
想
像
力
や
感
性
、
論
理
的
思
考
の
あ
り

方
や
表
現
力
を
撃
つ
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
が
そ
れ
ら
の
も
の
を
ゆ
た
か
に

築
い
て
ゆ
く
た
め
の
批
判
的
力
と
し
て
、
受
け
と
め
た
い
。
（
一
九
三
頁
）

ま
た
、「
私
た
ち
は
自
分
の
発
想
の
根
の
と
こ
ろ
を
疑
わ
ず
」
、「
自
分
の
も
の

さ
し
を
絶
対
視
し
て
い
る
」
と
述
べ
、「
漢
文
は
そ
う
い
う
私
た
ち
の
今
を
撃
ち
、

私
た
ち
の
も
の
さ
し
を
相
対
化
し
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
今
の
発
想

を
解
き
放
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
（
五
頁
）
と
言
葉
を
継
い
で
い
る
。
さ
ら

に
、「
風
化
し
た
発
想
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
自
己―

そ
う
い
う
自
己
を
の
り
こ

え
、
想
像
力
を
解
き
は
な
っ
て
ゆ
く
力
が
、
古
典
や
漢
文
の
中
に
生
き
て
い

る
。
」
（
七
頁
）と
主
張
し
て
い
る
。

安
藤
信
廣
は
、
漢
文
の「
格
言
や
教
訓
」
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
人
間
を
構
想

し
よ
う
と
は
し
な
い
。
風
化
し
た
発
想
の
根
や
絶
対
化
し
た
も
の
さ
し
を
相
対

化
す
る
こ
と
で
批
判
し
、
感
性
や
想
像
力
、
批
判
力
を
解
き
放
つ
、
異
文
化
と

し
て
の
漢
文
と
厳
し
く
対
話
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
人
間
を
構

（5）



（6）

は
、「
現
在
、
話
し
言
葉
は
急
激
に
単
純
化
し
、
他
者
の
言
葉
あ
る
い
は
声
そ
の

も
の
に
無
関
心
な
傾
向
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
自
己
の
内
面
言
語
も
一

元
化
し
、
多
様
な
言
語
を
内
側
に
た
く
わ
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ

う
し
た
状
況
を
の
り
こ
え
る
た
め
に
、
漢
詩
・
漢
文
の
多
彩
な
言
語
表
現
を
学

ぶ
こ
と
は
、
根
本
的
な
力
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
（
一
〇
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。

「
漢
文
の
言
葉
の
世
界
の
ひ
ろ
さ
を
体
験
さ
せ
」
る
こ
と
の
意
味
が
、
内
面
言
語

と
し
て
多
様
な
言
語
を
蓄
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
の
状
況
を
乗
り
越
え

る
た
め
の
根
本
的
な
力
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
新
し
い
教

材
の
発
掘
を
国
語
教
師
の
全
て
の
責
任
と
し
て
強
く
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。

(

２)

漢
文
教
材
の
再
評
価

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
年
）
は
、「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、「
中
国
の
古
典
そ

れ
自
体
が
持
っ
て
い
る
言
葉
の
力
、
そ
の
力
を
現
代
の
新
し
い
次
元
で
呼
び
さ
ま

し
た
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
漢
文
教
材
の
発
掘
を
求
め
る
一
方
で
、
新
た
に「
衝

撃
を
も
た
ら
す
中
国
古
典
の
読
み
方
」
（
二
一
七
頁
）
の
可
能
性
を
漢
文
教
材

に
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。
衝
撃
を
も
た
ら
す
新
し
い
次
元
の
読
み
に
よ
っ
て
こ

そ
、
発
想
の
根
や
感
性
、
想
像
力
、
批
判
力
を
豊
か
に
耕
す
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
試
み
と
し
て
、『
論
語
』
・『
史
記
』
、
神
話
、
志
怪
小
説
・
伝
奇
小
説
、
漢

詩
、
四
六
駢
儷
文
・
古
文
か
ら
教
材
が
採
ら
れ
、
新
た
な
読
み
が
な
さ
れ
て
い

る
。例

え
ば
、『
論
語
』
の「
学
而
篇
」
に
は
、〈
子
曰
、「
学
而
時
習
之
、
不
亦
說

乎
。
有
朋
自
遠
方
来
、
不
亦
楽
乎
。
人
不
知
而
不
慍
、
不
亦
君
子
乎
。
〉
（
子

曰
く「
学
ん
で
時
に
之
を
習
ふ
、
亦
説
し
か
ら
ず
や
。
朋
有
り
遠
方
よ
り
来
た

る
、
亦
楽
し
か
ら
ず
や
。
人
知
ら
ず
し
て
慍
ら
ず
、
亦
君
子
な
ら
ず
や
」
と
。
）

と
あ
る
。
最
初
の
一
文
は
、
学
問
の
喜
び
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
学
ぶ
こ
と
の

喜
び
は
人
間
の
歴
史
の
初
め
か
ら
当
然
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
古
代
中
国

に
お
い
て
学
び
の
喜
び
を
発
見
し
た
の
は
、
孔
子
だ
っ
た
。
す
く
な
く
と
も
、
そ

れ
を
最
初
に
は
っ
き
り
し
た
言
葉
に
表
し
た
の
は
、
孔
子
だ
っ
た
。
」
（
三
八
・
三

九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
、「
な
ぜ
、
学
ぶ
こ
と
が
よ
ろ
こ
び
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
」と
問
い
重
ね
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
学
」
の
意
味
は
、
朱
熹
『
論
語
集
注
』
で
は「
効
」
（
な
ら
う
）
だ
と

述
べ
る
が
、
何
晏
の『
論
語
集
解
』
の
系
統
を
引
く
劉
宝
楠
の『
論
語
正
義
』
で

は
、「
覚
」
（
さ
と
る
）
だ
と
さ
れ
る
。
安
藤
信
廣
は
、
後
者
を
採
り
、「
学
」
ぶ
こ

と
に
は「
覚
」
る
こ
と
が
含
ま
れ
、
新
し
い
、
知
的
な
発
見
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
喜

び
な
の
だ
と
考
え
る
。

ま
た
、
①
〈
子
曰
、「
学
而
不
思
則
罔
。
思
而
不
学
則
殆
。
（
為
政
）
〉
（
子
曰

く
、「
学
び
て
思
は
ざ
れ
ば
則
ち
罔
し
。
思
ひ
て
学
ば
ざ
れ
ば
則
ち
殆
し
」

と
。
）
、
②
〈
哀
公
問
曰
、「
弟
子
孰
爲
好
学
。
」
孔
子
対
曰
、「
有
顔
回
者
、
好

学
。
不
遷
怒
、
不
弐
過
、
不
幸
短
命
死
矣
。
今
也
則
亡
、
未
聞
好
学
者
也
。

（
雍
也
）
〉
（
哀
公
問
ひ
て
曰
く
、「
弟
子
孰
を
か
学
を
好
む
と
為
す
」
と
。
孔
子

対
へ
て
曰
は
く
、「
顔
回
な
る
者
有
り
、
学
を
好
む
。
怒
り
を
遷
さ
ず
、
過
を
弐

せ
ず
。
不
幸
短
命
に
し
て
死
せ
り
。
今
や
則
ち
亡
し
。
未
だ
学
を
好
む
者
を
聞

か
ざ
る
な
り
」
と
。
）
を
挙
げ
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
①
に
お
け
る「
学
」
は

「
思
」
と
の
対
応
で
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
覚
」
へ
の
変
化
を
意
味
し
、
②
は「
教
わ

（6）



（7）

っ
た
こ
と
か
ら
新
し
い
認
識
を
ひ
ら
き
、
な
に
ご
と
か
を『
覚
』
っ
て
、
そ
の
上
に

内
面
の
努
力
を
か
さ
ね
る
こ
と
」
（
四
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、〈
不
亦

楽
乎
〉
は
、「
反
語
形
を
借
り
た
詠
嘆
」
と
し
、「
自
分
の
心
に
わ
い
て
き
た
思
い

に
お
ど
ろ
き
な
が
ら
、
自
分
と
相
手
に
そ
れ
を
た
し
か
め
る
気
持
ち
が
あ
る
。
」

（
（
四
三
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

安
藤
信
廣
は
、「
有
朋
自
遠
方
来
、
不
亦
楽
乎
。
」
に
つ
い
て
、
こ
の
言
葉
は
、

「
孔
子
の
集
団
に
と
っ
て
特
別
に
大
切
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
」
（
四
七
頁
）
と
し

て
、「
朋
」
（「
友
」
）
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば〈
曾
子
曰
、
君
子
以
文
會

友
、
以
友
輔
仁
。
（
顔
淵
）
〉
（
曽
子
曰
く
、「
君
子
は
文
を
以
て
友
を
会
し
、
友

を
以
て
仁
を
輔
く
」
と
。
）
を
例
に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
友
」
に
つ

い
て
、「
よ
く
生
き
る
に
は『
友
』
こ
そ
が
さ
さ
え
な
の
だ
と
い
う
の
は
、
逆
に
さ

さ
え
は
、
親
で
も
兄
弟
で
も
君
主
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

新
し
い
人
間
関
係
と
し
て
の『
友
』
の
発
見
が
あ
る
。
血
縁
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
さ

さ
え
ら
れ
る
道
で
は
な
く
、
友
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
る
道
が
、
孔
子
と
そ
の

弟
子
た
ち
の
前
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
（
四
五
頁
）
と
述
べ
、
孔
子
集

団
が
、
時
代
の
中
で
新
た
な
人
間
関
係
を
求
め
て
な
っ
た「
友
」
の
意
味
を
見
出

し
て
い
る
。「
友
と
さ
さ
え
あ
っ
て
生
き
る
な
が
い
道―

そ
こ
を
通
ら
ず
に
よ
く

生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
言
い
の
け
る
理
性
が『
論
語
』
の
中
に
生
ま
れ

出
て
い
る
。
」
（
四
七
頁
）
と
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
古
代
の
氏
族
制
的
な
社
会

が
崩
れ
始
め
、
新
た
な
社
会
構
造
が
築
か
れ
よ
う
と
し
た
時
期
に
孔
子
が
求

め
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

孔
子
た
ち
は
新
し
い
人
間
関
係
と
生
き
方
と
を
模
索
し
た
。
血
縁
的
な
理

念
を
意
味
づ
け
よ
う
と
す
る
孝
（
親
へ
の
愛
）
・
悌
（
兄
弟
へ
の
い
つ
く
し
み
）
の

徳
の
強
調
が
お
こ
な
わ
れ
た
一
方
、
忠
（
ま
ご
こ
ろ
）
・
信
（
ま
こ
と
）
と
い
う

よ
う
な
個
人
に
根
ざ
す
徳
目
が
重
視
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
も
の
を
つ
き
つ
め

い
っ
た
窮
極
に
、
あ
の
仁
（
普
遍
的
な
人
間
愛
）
と
い
う
徳
が
構
想
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

ま
だ
若
芽
の
よ
う
に
め
ぶ
い
た
ば
か
り
の
、
そ
れ
ら
の
徳
を
実
践
し
育
て

る
た
め
に
は
、
古
い
血
縁
の
中
だ
け
に
生
き
る
こ
と
を
離
れ
た
人
間
の
集
団

が
必
要
だ
っ
た
。
そ
の
集
団
の
中
で
の
た
が
い
の
呼
び
名
、
そ
れ
が
友
だ
っ
た
。

―

は
じ
め
て
友
を
発
見
し
た
人
々
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、『
論
語
』
は
魅

力
に
満
ち
た
書
物
な
の
で
あ
る
。
（
四
七
頁
）

〈
有
朋
自
遠
方
来
、
不
亦
楽
乎
。
〉
に
お
け
る「
朋
」
（「
友
」
）
が
、
新
た
な
理

念
に
基
づ
く
社
会
を
模
索
す
る
人
間
集
団
の
関
係
の
中
に
生
じ
、
や
が
て
は
仁

の
構
想
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

安
藤
信
廣
の『
論
語
』
（
学
而
篇
第
一
）
と
の
対
話
に
よ
る
読
み
に
よ
っ
て
、

「
学
」
・「
朋
」
（「
友
」
）
の
意
味
は
再
評
価
さ
れ
、
根
底
を
と
ら
え
て
広
げ
深
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
代
を
生
き
る
者
に
と
っ
て
の「
学
」
・「
友
」
を
改
め
て

考
え
深
め
る
契
機
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

(

３)

漢
文
教
材
の
編
成―

ユ
ニ
ッ
ト
化

漢
文
教
材
の
編
成
に
関
し
て
は
、
安
藤
信
廣
（
二
〇
〇
五
）
に
お
い
て
、
次
の

通
り
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（6）

は
、「
現
在
、
話
し
言
葉
は
急
激
に
単
純
化
し
、
他
者
の
言
葉
あ
る
い
は
声
そ
の

も
の
に
無
関
心
な
傾
向
が
進
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
自
己
の
内
面
言
語
も
一

元
化
し
、
多
様
な
言
語
を
内
側
に
た
く
わ
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ

う
し
た
状
況
を
の
り
こ
え
る
た
め
に
、
漢
詩
・
漢
文
の
多
彩
な
言
語
表
現
を
学

ぶ
こ
と
は
、
根
本
的
な
力
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
（
一
〇
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。

「
漢
文
の
言
葉
の
世
界
の
ひ
ろ
さ
を
体
験
さ
せ
」
る
こ
と
の
意
味
が
、
内
面
言
語

と
し
て
多
様
な
言
語
を
蓄
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
の
状
況
を
乗
り
越
え

る
た
め
の
根
本
的
な
力
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
新
し
い
教

材
の
発
掘
を
国
語
教
師
の
全
て
の
責
任
と
し
て
強
く
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。

(

２)

漢
文
教
材
の
再
評
価

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
年
）
は
、「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、「
中
国
の
古
典
そ

れ
自
体
が
持
っ
て
い
る
言
葉
の
力
、
そ
の
力
を
現
代
の
新
し
い
次
元
で
呼
び
さ
ま

し
た
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
漢
文
教
材
の
発
掘
を
求
め
る
一
方
で
、
新
た
に「
衝

撃
を
も
た
ら
す
中
国
古
典
の
読
み
方
」
（
二
一
七
頁
）
の
可
能
性
を
漢
文
教
材

に
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。
衝
撃
を
も
た
ら
す
新
し
い
次
元
の
読
み
に
よ
っ
て
こ

そ
、
発
想
の
根
や
感
性
、
想
像
力
、
批
判
力
を
豊
か
に
耕
す
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
試
み
と
し
て
、『
論
語
』
・『
史
記
』
、
神
話
、
志
怪
小
説
・
伝
奇
小
説
、
漢

詩
、
四
六
駢
儷
文
・
古
文
か
ら
教
材
が
採
ら
れ
、
新
た
な
読
み
が
な
さ
れ
て
い

る
。例

え
ば
、『
論
語
』
の「
学
而
篇
」
に
は
、〈
子
曰
、「
学
而
時
習
之
、
不
亦
說

乎
。
有
朋
自
遠
方
来
、
不
亦
楽
乎
。
人
不
知
而
不
慍
、
不
亦
君
子
乎
。
〉
（
子

曰
く「
学
ん
で
時
に
之
を
習
ふ
、
亦
説
し
か
ら
ず
や
。
朋
有
り
遠
方
よ
り
来
た

る
、
亦
楽
し
か
ら
ず
や
。
人
知
ら
ず
し
て
慍
ら
ず
、
亦
君
子
な
ら
ず
や
」
と
。
）

と
あ
る
。
最
初
の
一
文
は
、
学
問
の
喜
び
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
学
ぶ
こ
と
の

喜
び
は
人
間
の
歴
史
の
初
め
か
ら
当
然
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
古
代
中
国

に
お
い
て
学
び
の
喜
び
を
発
見
し
た
の
は
、
孔
子
だ
っ
た
。
す
く
な
く
と
も
、
そ

れ
を
最
初
に
は
っ
き
り
し
た
言
葉
に
表
し
た
の
は
、
孔
子
だ
っ
た
。
」
（
三
八
・
三

九
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
加
え
て
、「
な
ぜ
、
学
ぶ
こ
と
が
よ
ろ
こ
び
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
」と
問
い
重
ね
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
「
学
」
の
意
味
は
、
朱
熹
『
論
語
集
注
』
で
は「
効
」
（
な
ら
う
）
だ
と

述
べ
る
が
、
何
晏
の『
論
語
集
解
』
の
系
統
を
引
く
劉
宝
楠
の『
論
語
正
義
』
で

は
、「
覚
」
（
さ
と
る
）
だ
と
さ
れ
る
。
安
藤
信
廣
は
、
後
者
を
採
り
、「
学
」
ぶ
こ

と
に
は「
覚
」
る
こ
と
が
含
ま
れ
、
新
し
い
、
知
的
な
発
見
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
喜

び
な
の
だ
と
考
え
る
。

ま
た
、
①
〈
子
曰
、「
学
而
不
思
則
罔
。
思
而
不
学
則
殆
。
（
為
政
）
〉
（
子
曰

く
、「
学
び
て
思
は
ざ
れ
ば
則
ち
罔
し
。
思
ひ
て
学
ば
ざ
れ
ば
則
ち
殆
し
」

と
。
）
、
②
〈
哀
公
問
曰
、「
弟
子
孰
爲
好
学
。
」
孔
子
対
曰
、「
有
顔
回
者
、
好

学
。
不
遷
怒
、
不
弐
過
、
不
幸
短
命
死
矣
。
今
也
則
亡
、
未
聞
好
学
者
也
。

（
雍
也
）
〉
（
哀
公
問
ひ
て
曰
く
、「
弟
子
孰
を
か
学
を
好
む
と
為
す
」
と
。
孔
子

対
へ
て
曰
は
く
、「
顔
回
な
る
者
有
り
、
学
を
好
む
。
怒
り
を
遷
さ
ず
、
過
を
弐

せ
ず
。
不
幸
短
命
に
し
て
死
せ
り
。
今
や
則
ち
亡
し
。
未
だ
学
を
好
む
者
を
聞

か
ざ
る
な
り
」
と
。
）
を
挙
げ
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
①
に
お
け
る「
学
」
は

「
思
」
と
の
対
応
で
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
覚
」
へ
の
変
化
を
意
味
し
、
②
は「
教
わ

（7）
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古
典
が
新
た
な
再
発
見
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、  

 
 

逆
に
、
古
典
に
向
き
あ
う
者
は
常
に
新
た
な
問
い
か
け
を
求
め
ら
れ
て
い

る
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
漢
文
を
読
む
場
合
に
も
、
現
代
の
最
も

深
い
問
題
を
問
い
か
け
る
力
が
、
た
え
ず
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
、
新
し
い
ユ
ニ
ッ
ト
の
創
造
を
試
み
る
こ
と
を
考
え
た
い
。

こ
れ
ま
で
個
別
に
、
ま
た
は
固
定
さ
れ
た
枠
組
み
の
中
で
読
ま
れ
て
き
た
文

章
・
作
品
を
新
し
い
組
み
合
わ
せ
の
中
に
置
き
、
新
し
い
意
味
を
見
出
そ
う

と
い
う
試
み
で
あ
る
。
（
一
四
頁
）

「
個
別
に
、
ま
た
は
固
定
さ
れ
た
枠
組
み
の
中
で
読
ま
れ
て
き
た
」
漢
文
教

材
を
、「
現
代
の
最
も
深
い
問
題
を
問
い
か
け
る
」
視
点
か
ら
、「
新
し
い
ユ
ニ
ッ

ト
」
と
し
て
編
成
し
、「
新
し
い
意
味
を
見
出
そ
う
」
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。「
新
し
い
ユ
ニ
ッ
ト
」
の
例
と
し
て
、「
自
然
と
人
間
の
関
わ
り
」
と
い
う
問

題
を
問
い
か
け
る
視
点
か
ら
、『
老
子
』
（
第
四
四
章
）
と『
孟
子
』
（
告
子
上
編
）

を
編
成
し
て
い
る
。
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
編
成
の
理
由
は
、「
現
代
最
大
の
問
題
は
、
人

類
が
快
適
な
生
活
や
膨
大
な
利
益
を
追
求
す
る
あ
ま
り
地
球
環
境
を
破
壊

し
、
人
類
の
存
続
そ
の
も
の
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
（
中

略―

渡
辺
）
こ
う
し
た
現
実
に
対
し
て
、
環
境
教
育
が
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る

の
は
、
当
然
と
言
え
よ
う
。
言
葉
を
通
じ
て
感
性
や
思
考
力
を
育
て
よ
う
と
す

る
国
語
教
育
・
漢
文
教
育
も
一
見
間
接
的
に
、
し
か
し
本
当
は
奥
深
く
、
こ
こ

に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
」
（
一
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

教
材
の『
老
子
』
（
第
四
四
章
）
に
つ
い
て
は
、「
『
止
ま
る
を
知
れ
ば
殆
ふ
か
ら

ず
』
と
い
う
『
老
子
』
の
言
葉
は
、
現
代
文
明
を
体
験
し
た
今
、
そ
の
深
い
意
味

が
、
人
類
に
と
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
」
（
一
五
・
一
六
頁
）
と
教
材
の
意
味

を
説
い
て
い
る
。『
孟
子
』
（
告
子
上
編
）
に
関
し
て
は
、「
自
然
と
と
も
に
共
生
で

き
る
人
間
の
可
能
性
の
根
拠
を
示
し
」
、「
だ
か
ら
こ
そ
究
極
的
に
は
自
然
を
尊

重
し
、
自
然
と
共
生
で
き
る
、
と
い
う
論
理
」
（
一
七
頁
）
を
見
出
し
て
い
る
。
両

者
を
ユ
ニ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
人
間
の

持
つ
べ
き
倫
理
と
論
理
の
方
向
が
見
え
て
く
る
。
」
（
一
七
頁
）
と
、
ユ
ニ
ッ
ト
に
す

る
こ
と
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

教
材
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
に
つ
い
て
史
的
に
見
れ
ば
、
戦
後
初
期
経
験
主
義
が
導

入
さ
れ
た
時
期
に
、
中
西
清
が
単
元
学
習
に
基
づ
き
、「
学
習
目
標
を
し
っ
か

り
定
め
、
そ
の
類
似
の
目
標
を
持
っ
た
教
材
群
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
単
元
と
し
て

学
習
さ
せ
る
方
が
興
味
を
持
ち
や
す
い
。
」九
と
述
べ
、「
類
似
の
目
標
を
持
っ
た

教
材
群
」
の
編
成
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
経
験
主
義
が
能
力
主
義
に
移

行
す
る
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
は
、
一
部
の
実
践
を
残
し
消
え
て
い
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
能
力
主
義
に
基
づ
く
画
一
的
教
育
は
行

き
詰
ま
り
を
見
せ
る
。
学
校
教
育
の
落
ち
こ
ぼ
れ
や
荒
れ
は
社
会
問
題
と
も

な
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
興
味
・
関
心
に
基
づ
く
主
体
的
学
習
を
通
し

て
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
高
め
、
自
己
教
育
力
を
育
て
る
新
学
力
観
に

基
づ
く
教
育
が
求
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、

単
元
学
習
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
大
村
は
ま
は
、「
学
習
材
の

調
え
方
と
し
て
、
古
典
・
現
代
の
文
章
の
区
別
は
不
要
で
あ
る
。
古
典
も
、
興

（8）



（9）

味
あ
る
題
目
を
め
ぐ
っ
て
組
織
し
て
こ
そ
、
い
き
い
き
と
し
た
学
習
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。
」一
〇

と
述
べ
て
い
る
。
加
藤
宏
文
は
、
こ
の
時
期
に
主
題
単
元
学
習

を
追
究
し
た
。「
『
主
題
』
に
迫
る
学
習
活
動
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
教

材
開
発
の
柔
軟
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
」一
一

と
し
て
教
材
開
発
と
編
成
に
意
欲

的
に
取
り
組
ん
だ
。
ま
た
、「
単
元
主
題
に
導
か
れ
た
教
材
の
体
系
化
が
、
厳
し

く
求
め
ら
れ
る
」
と
し
、「
私
自
身
の
主
題
意
識
は
、
そ
れ
を
求
心
力
と
し
て
、

折
れ
マ

マ

触
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
材
を
開
発
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
温
め
つ
づ
け
さ
せ

て
も
き
た
。
そ
れ
は
、
教
科
書
教
材
の
組
み
代
え
に
も
及
び
、
合
わ
せ
て
、
同
主

題
に
答
え
て
い
く
に
際
し
て
、
私
た
ち
の
主
題
意
識
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か

ら
揺
さ
ぶ
る
教
材
群
の
開
発
に
も
及
ん
だ
。
」一
二

と「
教
材
の
体
系
化
」
と「
教

材
群
の
開
発
」
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。
大
村
は
ま
・
加
藤
宏
文
の
両
者
と
も

に
、「
興
味
あ
る
題
目
」
・「
主
題
意
識
」
を
基
に
教
材
群
を
編
成
し
て
い
る
一
三

。

安
藤
信
廣
の「
教
材
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
」
に
も
こ
の
時
期
の
、
単
元
学
習
を
中
心
と

す
る
教
材
開
発
・
編
成
の
方
法
の
影
響
が
う
か
が
え
る
。

２

漢
文
教
育
の
方
法

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）
は
、
漢
文
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
、「
定
式
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
多
様
な
ほ
ど
よ
い
。
一
人
の
教
師
が
つ
ね
に
一
つ
の
方

法
で
通
す
、
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
一
つ
の
教
室
に
多
彩
な
方
法
が
あ
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
漢
文
に
出
会
え
る
よ
う
に
、
し
た
く
を
し
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
。
」
（
二
〇
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
何
ほ
ど
か
の
き
っ
か
け
で
若

い
人
々
は
漢
文
を
読
む
楽
し
み
を
知
る
だ
ろ
う
。
た
い
せ
つ
な
の
は
、
そ
の
自
己

教
育
力
、
ま
た
は
自
己
解
放
力
を
信
じ
て
、
漢
文
と
の
出
会
い
の
ス
タ
イ
ル
を

多
彩
に
し
て
や
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
の
自
己
教
育
力
の
解
放
こ
そ
が
、
教
育

な
の
で
は
な
い
か
。
」
（
二
〇
三
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
学
習
者
が
、
漢
文
に
出

会
い
、
読
む
楽
し
み
を
知
り
、
自
己
教
育
力
を
解
放
し
て
学
び
を
深
め
て
行
く

こ
と
を
信
じ
て
、
多
様
な
授
業
の
方
法
を
工
夫
し
て
出
会
い
の
ス
タ
イ
ル
を
多

彩
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
い
く
つ
か
の
方
法
に
つ
い
て
提

言
し
て
い
る
。

(

１)

授
業
の
軽
重
緩
急―

め
り
は
り
の
あ
る
授
業

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）
は
、「
漢
文
の
授
業
に
は
、
一
時
間
の
う
ち
に
は
も

ち
ろ
ん
、
一
年
間
の
計
画
の
段
階
か
ら
、
め
り
は
り
が
必
要
」
と
し
、「
年
間
の

授
業
全
体
を
一
つ
の
有
機
体
」
と
と
ら
え
、「
ど
の
時
間
の
ど
の
教
材
は
重
く
あ

つ
か
い
、
ど
の
時
間
・
ど
の
教
材
は
か
る
く
あ
つ
か
う
と
い
う
見
通
し
」
（
二
〇
一

頁
）
を
持
つ
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ど
の
授
業
も
同
じ
よ
う
に
解
説
や
解
釈
、
発

問
を
す
る
授
業
で
は
、
何
ほ
ど
の
作
品
も
読
め
な
い
し
、
学
習
者
に
と
っ
て
重
苦

し
い
繰
り
返
し
に
な
る
と
指
摘
す
る
。
軽
く
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
軽
視
で
は

な
く
、「
そ
の
時
間
の
目
標
を
し
ぼ
り
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
目
標
を
達
成
す
る
時

間
」
（
二
〇
一
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
長
短
の
漢
詩
一
〇
首
ほ
ど
の

単
元
で
は
、
い
く
つ
か
の
漢
詩
を
選
び
、
プ
リ
ン
ト
で
語
意
や
書
き
下
し
を
与
え

て
朗
読
中
心
に
展
開
す
る
授
業
、
志
怪
小
説
や
伝
奇
小
説
で
は
二
時
間
か
け

る
と
こ
ろ
を
一
時
間
に
は
し
ょ
り
、
次
の
時
間
ま
で
に
グ
ル
ー
プ
で
絵
物
語
を

作
ら
せ
発
表
さ
せ
る
授
業
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、「
訓
読

で
き
た
と
す
れ
ば
、
自
信
が
つ
く
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
響
き
の
美
し
さ
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が
新
た
な
再
発
見
の
可
能
性
を
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逆
に
、
古
典
に
向
き
あ
う
者
は
常
に
新
た
な
問
い
か
け
を
求
め
ら
れ
て
い

る
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
漢
文
を
読
む
場
合
に
も
、
現
代
の
最
も

深
い
問
題
を
問
い
か
け
る
力
が
、
た
え
ず
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
視
点
か
ら
、
新
し
い
ユ
ニ
ッ
ト
の
創
造
を
試
み
る
こ
と
を
考
え
た
い
。

こ
れ
ま
で
個
別
に
、
ま
た
は
固
定
さ
れ
た
枠
組
み
の
中
で
読
ま
れ
て
き
た
文

章
・
作
品
を
新
し
い
組
み
合
わ
せ
の
中
に
置
き
、
新
し
い
意
味
を
見
出
そ
う

と
い
う
試
み
で
あ
る
。
（
一
四
頁
）

「
個
別
に
、
ま
た
は
固
定
さ
れ
た
枠
組
み
の
中
で
読
ま
れ
て
き
た
」
漢
文
教

材
を
、「
現
代
の
最
も
深
い
問
題
を
問
い
か
け
る
」
視
点
か
ら
、「
新
し
い
ユ
ニ
ッ

ト
」
と
し
て
編
成
し
、「
新
し
い
意
味
を
見
出
そ
う
」
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
る
。「
新
し
い
ユ
ニ
ッ
ト
」
の
例
と
し
て
、「
自
然
と
人
間
の
関
わ
り
」
と
い
う
問

題
を
問
い
か
け
る
視
点
か
ら
、『
老
子
』
（
第
四
四
章
）
と『
孟
子
』
（
告
子
上
編
）

を
編
成
し
て
い
る
。
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
編
成
の
理
由
は
、「
現
代
最
大
の
問
題
は
、
人

類
が
快
適
な
生
活
や
膨
大
な
利
益
を
追
求
す
る
あ
ま
り
地
球
環
境
を
破
壊

し
、
人
類
の
存
続
そ
の
も
の
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
（
中

略―

渡
辺
）
こ
う
し
た
現
実
に
対
し
て
、
環
境
教
育
が
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る

の
は
、
当
然
と
言
え
よ
う
。
言
葉
を
通
じ
て
感
性
や
思
考
力
を
育
て
よ
う
と
す

る
国
語
教
育
・
漢
文
教
育
も
一
見
間
接
的
に
、
し
か
し
本
当
は
奥
深
く
、
こ
こ

に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
」
（一
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

教
材
の『
老
子
』
（
第
四
四
章
）
に
つ
い
て
は
、「
『
止
ま
る
を
知
れ
ば
殆
ふ
か
ら

ず
』
と
い
う
『
老
子
』
の
言
葉
は
、
現
代
文
明
を
体
験
し
た
今
、
そ
の
深
い
意
味

が
、
人
類
に
と
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
」
（
一
五
・
一
六
頁
）
と
教
材
の
意
味

を
説
い
て
い
る
。『
孟
子
』
（
告
子
上
編
）
に
関
し
て
は
、「
自
然
と
と
も
に
共
生
で

き
る
人
間
の
可
能
性
の
根
拠
を
示
し
」
、「
だ
か
ら
こ
そ
究
極
的
に
は
自
然
を
尊

重
し
、
自
然
と
共
生
で
き
る
、
と
い
う
論
理
」
（
一
七
頁
）
を
見
出
し
て
い
る
。
両

者
を
ユ
ニ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、
人
間
の

持
つ
べ
き
倫
理
と
論
理
の
方
向
が
見
え
て
く
る
。
」
（
一
七
頁
）
と
、
ユ
ニ
ッ
ト
に
す

る
こ
と
の
意
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

教
材
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
に
つ
い
て
史
的
に
見
れ
ば
、
戦
後
初
期
経
験
主
義
が
導

入
さ
れ
た
時
期
に
、
中
西
清
が
単
元
学
習
に
基
づ
き
、「
学
習
目
標
を
し
っ
か

り
定
め
、
そ
の
類
似
の
目
標
を
持
っ
た
教
材
群
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
単
元
と
し
て

学
習
さ
せ
る
方
が
興
味
を
持
ち
や
す
い
。
」九
と
述
べ
、「
類
似
の
目
標
を
持
っ
た

教
材
群
」
の
編
成
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
経
験
主
義
が
能
力
主
義
に
移

行
す
る
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
は
、
一
部
の
実
践
を
残
し
消
え
て
い
っ
た
。

そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
能
力
主
義
に
基
づ
く
画
一
的
教
育
は
行

き
詰
ま
り
を
見
せ
る
。
学
校
教
育
の
落
ち
こ
ぼ
れ
や
荒
れ
は
社
会
問
題
と
も

な
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
興
味
・
関
心
に
基
づ
く
主
体
的
学
習
を
通
し

て
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
を
高
め
、
自
己
教
育
力
を
育
て
る
新
学
力
観
に

基
づ
く
教
育
が
求
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、

単
元
学
習
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
大
村
は
ま
は
、「
学
習
材
の

調
え
方
と
し
て
、
古
典
・
現
代
の
文
章
の
区
別
は
不
要
で
あ
る
。
古
典
も
、
興

（9）
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に
、
自
分
も
友
人
も
感
動
で
き
た
ら
、
言
葉
の
世
界
に
一
歩
ふ
み
こ
ん
だ
と
い

う
実
感
が
湧
く
だ
ろ
う
。
」
（二
〇
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

(

２)

朗
読―
音
の
大
切
さ

音
読
・
朗
読
に
つ
い
て
、「
言
葉
は
、
ま
ず
『
響
き
』
で
あ
る
。
」
と
し
、「
訓
読
の

リ
ズ
ム
」
（
二
〇
三
頁
）
を
感
得
さ
せ
る
た
め
に
朗
読
を
勧
め
る
。「
漢
文
の
訓
読

は
、
異
質
の
言
語
で
あ
る
漢
文
を
、
美
し
く「
響
き
」
ゆ
た
か
な
日
本
語
に
う
つ

そ
う
と
し
た
、
い
わ
ば
あ
た
ら
し
い
日
本
語
創
造
の
努
力
の
結
晶
で
あ
る
。
」
と

漢
文
訓
読
の
意
義
を
と
ら
え
て
い
る
。
朗
読
は
、
日
本
語
創
造
の
努
力
の
結
晶

と
し
て
の
訓
読
の「
響
き
」
を
と
ら
え
る
活
動
で
あ
る
。「
そ
の
朗
読
に
は
、
指
導

者
の
よ
ほ
ど
の
配
慮
が
要
る
し
、
ま
た
生
徒
に
も
、
て
れ
ず
に
ま
た
ふ
ざ
け
ず

に
美
し
く
朗
読
す
る
よ
う
、
く
り
返
し
試
み
さ
せ
た
い
。
」
（
二
〇
四
頁
）
と
朗

読
へ
の
配
慮
の
喚
起
を
促
し
て
い
る
。
ま
た
、
意
味
が
理
解
で
き
な
い
ま
ま
に
行

う
朗
読
・
暗
誦
に
つ
い
て
正
し
く
な
い
と
す
る
批
判
に
対
し
て
は
、
意
味
を
探
る

た
め
に
繰
り
返
し
丁
寧
に
朗
読
す
る
こ
と
の
必
要
を
説
き
、
意
味
理
解
の
後
の

朗
読
も
非
常
に
大
切
と
し
て
い
る
（
二
〇
五
頁
参
照
）
。
指
導
者
に
よ
る
中
国

語
の
朗
読
に
つ
い
て
は
、
響
き
を
感
じ
取
る「
よ
い
機
会
を
生
徒
に
あ
た
え
る
」

（
二
〇
六
頁
）
と
し
な
が
ら
も
、「
あ
く
ま
で
参
考
で
あ
っ
て
、
漢
文
訓
読
の
口
調

の
美
し
さ
は
、
中
国
語
を
日
本
語
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
の
努
力
の
結
果
、
日

本
語
の
自
己
創
造
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
ゆ
く
べ
き
」
（
二
〇
六
・

二
〇
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

(

３)

辞
書
の
活
用―

日
本
語
を
見
つ
め
な
お
す
刺
激

漢
和
辞
典
に
つ
い
て
は
、「
漢
語
と
日
本
語
の
い
り
く
ん
だ
歴
史
を
か
か
え
て

い
る
一
つ
の
宇
宙
と
い
っ
て
も
よ
い
。『
漢
和
辞
典
』
を
ひ
ら
く
こ
と
は
、
そ
の
宇

宙
を
ひ
ら
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
（
一
七
二
頁
）
と
喩
え
を
も
っ
て
説
明
し

て
い
る
。
授
業
中
の
使
用
に
つ
い
て
、「
肩
の
力
を
ぬ
い
て
、
誰
の
辞
書
か
ら
ど
う

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
、
グ
ル
ー
プ
で
発
表
さ
せ
て
も
よ
い
。
部
首
引
き
、
総

画
引
き
、
音
・
訓
引
き
と
教
え
て
、
ど
う
い
う
場
合
に
は
こ
の
引
き
か
た
が
よ

い
、
と
指
導
し
て
お
く
と
よ
い
。
」
（
二
〇
九
・
二
一
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
学
習
者
は
、
漢
字
の
成
り
立
ち
に
興
味
を
持
つ
と
し
て
、
調
べ
さ
せ
て
説
明

さ
せ
る
こ
と
も
勧
め
て
い
る
。
例
え
ば
、「
神
」
は
、
示
が
意
符
で
、「
木
で
で
き
た

脚
つ
き
の
台
の
上
に
、
お
そ
な
え
が
の
っ
て
い
る
か
た
ち
で
、
そ
れ
が
神
に
か
か
わ

る
こ
と
を
示
す
。
申
が
音
符
で
、
（
中
略―

渡
辺
）
雷
の
い
な
づ
ま
を
表
し
て
い

る
。
い
な
づ
ま
を
神
の
示
顕
と
み
た
の
で
あ
る
。
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
雷
は
神

の
表
れ
だ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の

最
高
神
、
大
神
ゼ
ウ
ス
（
ジ
ュ
ピ
タ
ー
）
も
、「
雷
鳴
を
と
ど
ろ
か
す
神
」
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
、「
『
神
』
と
い
う
文
字
の
な
り
た
ち
も
意
外
だ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
日
本
の『
か
み
な
り
』
も
ギ
リ
シ
ャ
の
ゼ
ウ
ス
も
、
同
じ
発

想
の
上
に
立
つ
言
葉
だ
と
知
っ
た
と
き
、
驚
き
は
よ
り
深
い
だ
ろ
う
。
異
質
さ

を
た
し
か
め
な
が
ら
、
な
お
そ
の
底
に
つ
な
が
っ
て
い
る
人
間
と
し
て
の
同
質
性

に
目
が
と
ど
け
ば
、
漢
字
の
な
り
た
ち
の
勉
強
と
し
て
は
十
分
だ
ろ
う
。
」
（
二

一
〇
・
二
一
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
辞
書
を
用
い
て
漢
語
を
調
べ
る
こ
と
が
、
人

間
や
社
会
・
文
化
へ
の
理
解
を
広
げ
深
め
る
こ
と
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

(

４)

現
代
語
訳―

日
本
語
の
創
造

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）
は
、
漢
文
の
授
業
に
お
け
る
、
漢
文
の
部
分
訳
、
全

（10）
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体
訳
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
に
よ
る
現
代
語
訳
を
勧
め
、「
言
葉
に
よ
る
想
像
力

を
広
げ
て
ゆ
く
場
」
と
し
、「
漢
文
の
言
葉
に
刺
激
さ
れ
た
現
代
語
の
創
造
」

（
二
一
二
頁
）
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
漢
詩
の
現
代
語
訳
は
、
定
型

詩
、
口
語
自
由
詩
な
ど
、
人
に
よ
り
、
時
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
も

よ
く
、
必
ず
体
験
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
二
一
二
頁
参
照
）
。
漢
詩
の
現

代
語
訳
に
つ
い
て
は
、「
和
訳
と
い
う
以
上
に
、
漢
詩
を
契
機
と
し
た
現
代
詩
の

創
造
で
あ
る
。
」
（
二
一
二
頁
）
と
述
べ
、「
漢
詩
に
よ
っ
て
広
が
っ
た
創
造
の
イ
メ

ー
ジ
を
、
一
つ
一
つ
は
っ
き
り
と
し
た
も
の
に
し
て
ゆ
き
、
訳
詩
を
つ
く
っ
て
ゆ
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
に
、
異
質
の
言
語
を
現
代
日
本
語
の
中
に
お

り
こ
ん
で
、
そ
れ
を
ゆ
た
か
に
創
造
す
る
道
が
開
け
る
だ
ろ
う
。
」
（
二
一
四

頁
）
と
、
現
代
語
訳
、
と
り
わ
け
訳
詩
が
現
代
語
の
創
造
に
つ
な
が
る
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
教
授
者
が
訳
詩
を
行
う
こ
と
も
、
国
語
創
造
者
と

し
て
生
徒
と
仲
間
意
識
を
養
い
、
見
え
な
か
っ
た
も
の
に
気
づ
か
せ
、
教
室
も

活
気
づ
き
、
国
語
教
育
の
面
目
を
変
え
る
と
勧
め
て
い
る
（
二
一
二
頁
参
照
）。

(

５)

語
法―

言
葉
を
命
ゆ
た
か
に
す
る
も
の

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）
は
、
語
法
を
、「
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
秩
序
づ
け
て

と
ら
え
て
ゆ
く
か
と
い
う
仮
説
が
文
法
」
と
し
、「
言
葉
と
い
っ
し
ょ
に
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
に
、
文
法
や
語
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
流
動
し
て
ゆ
く
。
」
（
一
九

頁
）
と
と
ら
え
て
い
る
。
こ
こ
に
安
藤
信
廣
の
基
本
的
な
語
法
観
が
見
出
さ
れ

る
。
漢
文
の
語
法
に
つ
い
て
も
、「
流
動
す
る
仮
説
を
固
定
し
た
定
説
と
思
い
込

む
必
要
は
な
い
。
進
ん
で
言
え
ば
、
漢
文
の
語
法
を
す
べ
て
覚
え
込
も
う
と
し

な
い
ほ
う
が
よ
い
。
」
（
一
九
頁
）
と
述
べ
、「
む
し
ろ
い
ま
知
っ
て
い
る
こ
と
を
手
が

か
り
に
し
て
読
み
す
す
み
、
漢
文
の
語
法
の
し
く
み
を
新
し
く
発
見
し
て
ゆ
く

ほ
う
が
、
ず
っ
と
楽
し
い
に
ち
が
い
な
い
。
漢
文
は
、
漢
語
と
日
本
語
の
ゆ
た
か

な
し
く
み
を
発
見
し
て
ゆ
く
場
な
の
だ
。
」
（
一
九
・
二
〇
頁
）
と
漢
文
に
お
け
る

語
法
の
学
び
の
意
味
と
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
王
維
の「
雑
詩
」
の
起
句
と
承
句
「
君
自
二

故
郷
一

來
／
応
ベ
シ

レ
知
二

故
郷
事
一

」
を
挙
げ
て
い
る
。「
応
」
は
、
再
読
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
を
、「
ま

さ
に
」
と
読
ん
だ
だ
け
で
は
、
中
国
語
の「
応
」
を
十
分
に
訳
し
き
っ
た
こ
と
に
な

ら
ず
、「
き
っ
と
～
だ
ろ
う
」「
当
然
～
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
意
味
を
明
確
に

す
る
た
め
に「
ま
さ
に
～
べ
し
」
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
推
察
し
て
い
る

（
三
一
頁
参
照
）
。
そ
の
上
で
、
起
・
承
句
を
、
故
郷
の
方
か
ら
来
た
と
い
う
だ
け

で
自
ら
に
関
わ
る
故
郷
を
知
っ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
し
か
し
、
故
郷
か
ら

来
た
と
い
う
だ
け
で
、「
当
然
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
期
待
し
た
。
そ
の
心
の
た
か

ぶ
り
が『
応
知
故
郷
事
』
と
い
う
言
い
方
に
表
れ
て
い
る
。
」
（
三
二
頁
）
と
解
釈

し
て
い
る
。
旅
人
が
窓
の
外
の
寒
梅
が
花
を
つ
け
た
か
ど
う
か
知
ろ
う
は
ず
も

な
い
。
そ
れ
を
尋
ね
る
と
こ
ろ
に
、「
そ
ん
な
に
も
故
郷
に
渇
え
」
（
三
二
頁
）
た

心
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の「
応
」
に
注
目
し
た
漢
詩
の
文
言
の
解
釈
例
に
よ
っ

て
、「
文
法
の
知
識
が
言
葉
の―

作
品
の―

世
界
を
あ
ざ
や
か
に
切
り
ひ
ら
」

き
、「
作
品
と
切
り
む
す
ぶ
中
で
こ
そ
、
文
法
の
理
解
が
明
晰
に
な
る
」
（
三
〇

頁
）
と
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に―
考
察
の
ま
と
め
と
課
題

安
藤
信
廣
の
漢
文
教
育
論
に
つ
い
て
、
考
察
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

（10）

に
、
自
分
も
友
人
も
感
動
で
き
た
ら
、
言
葉
の
世
界
に
一
歩
ふ
み
こ
ん
だ
と
い

う
実
感
が
湧
く
だ
ろ
う
。
」
（二
〇
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

(

２)

朗
読―

音
の
大
切
さ

音
読
・
朗
読
に
つ
い
て
、「
言
葉
は
、
ま
ず
『
響
き
』
で
あ
る
。
」
と
し
、「
訓
読
の

リ
ズ
ム
」
（
二
〇
三
頁
）
を
感
得
さ
せ
る
た
め
に
朗
読
を
勧
め
る
。「
漢
文
の
訓
読

は
、
異
質
の
言
語
で
あ
る
漢
文
を
、
美
し
く「
響
き
」
ゆ
た
か
な
日
本
語
に
う
つ

そ
う
と
し
た
、
い
わ
ば
あ
た
ら
し
い
日
本
語
創
造
の
努
力
の
結
晶
で
あ
る
。
」
と

漢
文
訓
読
の
意
義
を
と
ら
え
て
い
る
。
朗
読
は
、
日
本
語
創
造
の
努
力
の
結
晶

と
し
て
の
訓
読
の「
響
き
」
を
と
ら
え
る
活
動
で
あ
る
。「
そ
の
朗
読
に
は
、
指
導

者
の
よ
ほ
ど
の
配
慮
が
要
る
し
、
ま
た
生
徒
に
も
、
て
れ
ず
に
ま
た
ふ
ざ
け
ず

に
美
し
く
朗
読
す
る
よ
う
、
く
り
返
し
試
み
さ
せ
た
い
。
」
（
二
〇
四
頁
）
と
朗

読
へ
の
配
慮
の
喚
起
を
促
し
て
い
る
。
ま
た
、
意
味
が
理
解
で
き
な
い
ま
ま
に
行

う
朗
読
・
暗
誦
に
つ
い
て
正
し
く
な
い
と
す
る
批
判
に
対
し
て
は
、
意
味
を
探
る

た
め
に
繰
り
返
し
丁
寧
に
朗
読
す
る
こ
と
の
必
要
を
説
き
、
意
味
理
解
の
後
の

朗
読
も
非
常
に
大
切
と
し
て
い
る
（
二
〇
五
頁
参
照
）
。
指
導
者
に
よ
る
中
国

語
の
朗
読
に
つ
い
て
は
、
響
き
を
感
じ
取
る「
よ
い
機
会
を
生
徒
に
あ
た
え
る
」

（
二
〇
六
頁
）
と
し
な
が
ら
も
、「
あ
く
ま
で
参
考
で
あ
っ
て
、
漢
文
訓
読
の
口
調

の
美
し
さ
は
、
中
国
語
を
日
本
語
と
し
て
と
ら
え
る
た
め
の
努
力
の
結
果
、
日

本
語
の
自
己
創
造
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
ゆ
く
べ
き
」
（
二
〇
六
・

二
〇
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

(

３)

辞
書
の
活
用―

日
本
語
を
見
つ
め
な
お
す
刺
激

漢
和
辞
典
に
つ
い
て
は
、「
漢
語
と
日
本
語
の
い
り
く
ん
だ
歴
史
を
か
か
え
て

い
る
一
つ
の
宇
宙
と
い
っ
て
も
よ
い
。『
漢
和
辞
典
』
を
ひ
ら
く
こ
と
は
、
そ
の
宇

宙
を
ひ
ら
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
（
一
七
二
頁
）
と
喩
え
を
も
っ
て
説
明
し

て
い
る
。
授
業
中
の
使
用
に
つ
い
て
、「
肩
の
力
を
ぬ
い
て
、
誰
の
辞
書
か
ら
ど
う

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
、
グ
ル
ー
プ
で
発
表
さ
せ
て
も
よ
い
。
部
首
引
き
、
総

画
引
き
、
音
・
訓
引
き
と
教
え
て
、
ど
う
い
う
場
合
に
は
こ
の
引
き
か
た
が
よ

い
、
と
指
導
し
て
お
く
と
よ
い
。
」
（
二
〇
九
・
二
一
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま

た
、
学
習
者
は
、
漢
字
の
成
り
立
ち
に
興
味
を
持
つ
と
し
て
、
調
べ
さ
せ
て
説
明

さ
せ
る
こ
と
も
勧
め
て
い
る
。
例
え
ば
、「
神
」
は
、
示
が
意
符
で
、「
木
で
で
き
た

脚
つ
き
の
台
の
上
に
、
お
そ
な
え
が
の
っ
て
い
る
か
た
ち
で
、
そ
れ
が
神
に
か
か
わ

る
こ
と
を
示
す
。
申
が
音
符
で
、
（
中
略―

渡
辺
）
雷
の
い
な
づ
ま
を
表
し
て
い

る
。
い
な
づ
ま
を
神
の
示
顕
と
み
た
の
で
あ
る
。
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
雷
は
神

の
表
れ
だ
っ
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の

最
高
神
、
大
神
ゼ
ウ
ス
（
ジ
ュ
ピ
タ
ー
）
も
、「
雷
鳴
を
と
ど
ろ
か
す
神
」
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
述
べ
、「
『
神
』
と
い
う
文
字
の
な
り
た
ち
も
意
外
だ
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
日
本
の『
か
み
な
り
』
も
ギ
リ
シ
ャ
の
ゼ
ウ
ス
も
、
同
じ
発

想
の
上
に
立
つ
言
葉
だ
と
知
っ
た
と
き
、
驚
き
は
よ
り
深
い
だ
ろ
う
。
異
質
さ

を
た
し
か
め
な
が
ら
、
な
お
そ
の
底
に
つ
な
が
っ
て
い
る
人
間
と
し
て
の
同
質
性

に
目
が
と
ど
け
ば
、
漢
字
の
な
り
た
ち
の
勉
強
と
し
て
は
十
分
だ
ろ
う
。
」
（
二

一
〇
・
二
一
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
辞
書
を
用
い
て
漢
語
を
調
べ
る
こ
と
が
、
人

間
や
社
会
・
文
化
へ
の
理
解
を
広
げ
深
め
る
こ
と
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

(

４)

現
代
語
訳―

日
本
語
の
創
造

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）
は
、
漢
文
の
授
業
に
お
け
る
、
漢
文
の
部
分
訳
、
全

（11）



（12）

１

漢
文
観

漢
文
を
中
国
の
古
典
と
と
ら
え
、
先
験
的
な
価
値
や
権
威
を
除
外
し
、
漢

文
と
読
み
手
と
の
対
等
な
対
話
に
よ
っ
て
豊
か
な
意
味
は
開
示
さ
れ
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
漢
文
観
は
、
藤
井
貞
和
の
古
典
観
に
重
な
り
、
当
時
台
頭
し
つ
つ
あ

っ
た
テ
キ
ス
ト
論
・
読
者
論
の
影
響
が
見
出
さ
れ
る
。

２

漢
文
教
育
観―

意
義
を
中
心
に

漢
文
教
育
の
意
義
が
、
次
の
三
点
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

(

１)

漢
文
と
の
対
話
に
よ
っ
て
自
己
の
可
能
性
を
伸
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

(

２)

ま
た
、
漢
語
に
学
び
、
漢
語
を
用
い
た
日
本
語
表
現
の
可
能
性
を
豊
か

に
拓
く
こ
と
が
で
き
、
漢
語
の
持
つ
二
重
性
が
、
日
本
語
を
相
対
化
し
、
み
つ
め

な
お
す
刺
激
と
も
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
の
可
能
性
を
広
げ
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

(

３)

さ
ら
に
異
文
化
と
し
て
の
漢
文
と
の
対
話
を
通
し
て
、
風
化
し
た
発
想

の
根
や
絶
対
化
し
た
も
の
さ
し
を
相
対
化
し
、
感
性
や
想
像
力
、
批
判
力
を

豊
か
に
備
え
た
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
漢
文
教
育
の
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

３

漢
文
教
育
の
方
法

次
の
考
え
に
基
づ
く
授
業
方
法
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

(

１)

漢
文
教
材
に
つ
い
て
、
①
内
面
言
語
を
蓄
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
状

を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
漢
文
・
漢
語
の
多
様
な
内
容
と
表
現
に
触
れ
さ
せ
よ

う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
新
し
い
教
材
の
発
掘
を
国
語
教
師
の
全
て
の
責
任

と
し
て
強
く
求
め
て
い
る
。
②
現
代
に
生
き
る
者
に
衝
撃
を
も
た
ら
す
新
し
い

次
元
の
読
み
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
発
想
の
根
や
感
性
、
想
像
力
、

批
判
力
を
豊
か
に
耕
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
が
見
出
さ
れ
る
。
③
現

代
の
最
も
深
い
問
題
を
問
い
か
け
る
視
点
か
ら
、
教
材
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
が
提
唱
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
画
一
的
教
育
の
行
き
詰
ま
り
の
中
で
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た

単
元
学
習
の
教
材
編
集
の
影
響
が
窺
え
る
。

(

２)

漢
文
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
、
①
授
業
に
軽
重
緩
急
を
求
め
工
夫
し
て

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
授
業
を
行
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
②
漢
文
訓
読
は
、
日
本
語

創
造
の
努
力
の
結
晶
と
し
て
、
音
・
響
き
・
リ
ズ
ム
を
大
切
に
す
る
授
業
を
求
め

て
い
る
。
③
辞
書
の
引
き
方
を
教
え
、
辞
書
で
調
べ
た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
で
発
表

さ
せ
る
な
ど
し
て
活
用
さ
せ
る
。
辞
書
を
用
い
て
漢
語
を
調
べ
る
こ
と
は
、
人
間

や
社
会
・
文
化
へ
の
理
解
を
広
げ
深
め
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
④
い
ろ
い

ろ
な
方
法
に
よ
る
現
代
語
訳
、
と
り
わ
け
漢
詩
の
訳
詩
を
勧
め
て
い
る
。
現
代

語
訳
は
、
想
像
力
を
広
げ
、
現
代
語
を
創
造
す
る
こ
と
と
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
。
⑤
語
法
は
仮
説
で
あ
り
、
作
品
を
命
豊
か
に
切
り
ひ
ら
く
た
め
の
も
の
で

あ
る
と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
法
は
明
晰
さ
を
得
ら
れ
る
と
す
る
。

４

成
果
と
課
題

安
藤
信
廣
は
、
言
葉
が
情
報
伝
達
の
一
手
段
と
さ
れ
、
国
語
教
育
に
つ
い
て

実
用
的
で
合
理
的
な
内
容
や
方
法
が
要
求
さ
れ
る
中
、
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
の

現
代
的
な
意
味
を
深
く
追
究
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
漢
文
教
材
の
開
発

を
強
く
求
め
、
学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
高
め
、
深
く
追
求
し
、
読
み
手
の
可

能
性
を
伸
長
さ
せ
、
感
性
や
想
像
力
、
批
判
力
を
豊
か
に
し
、
人
間
を
育
成

（12）



（13）

す
る
方
法
を
提
案
し
た
。
読
み
に
お
い
て
は
、
漢
文
か
ら
先
験
的
な
価
値
や
権

威
を
除
外
し
、
漢
文
と
読
み
手
と
の
対
等
な
対
話
に
よ
っ
て
豊
か
な
意
味
は
開

示
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
こ
に
、
新
し
さ
が
あ
り
、
成
果
が
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
本
論
か
ら
は
、
何
を
ど
こ
ま
で
ど
の
よ
う
な
過
程
で
学
習
さ
せ
る
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
及
が
不
十
分
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
授
業
方

法
の
提
案
も
、
検
証
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
漢
文

の
学
習
を
と
お
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
得
さ
せ
、
学
力
を
育
て
よ
う
と
す
る

か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
こ
に
課
題
が
見
出
さ
れ
る
。

【
注
】

一

安
藤
信
廣
『
中
国
文
学
の
歴
史

古
代
か
ら
唐
宋
ま
で
』
（
二
〇
二
一
年

一
〇
月

東
方
書
店
）
の
著
者
紹
介
に
よ
る
。
た
だ
し
、
経
歴
、
編
著
者
名
、
刊

行
年
、
博
士
論
文
題
目
等
は
、
渡
辺
に
よ
っ
て
加
筆
し
た
部
分
が
あ
る
。
安
藤

信
廣
は
、
論
文
「

ユ
信
と
六
朝
文
学
」
に
よ
り
博
士
の
学
位
（
文
学

二
〇
〇

九
年

筑
波
大
学
）
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
漢
文
学
の
主
要
著
書
に
は
、
伊
藤

虎
丸
・
横
山
伊
勢
雄
共
編
『
中
国
の
文
学
論
』
（共
著

一
九
八
七
年

汲
古
書

院
）
、『
漢
詩
入
門
は
じ
め
の
は
じ
め
』
（
一
九
八
九
年

東
京
美
術
）
、
田
部
井

文
男
編
『
漢
文
教
育
の
諸
相―

研
究
と
教
育
の
視
座
か
ら
』
（共
著

二
〇
〇

五
年

大
修
館
書
店
）
、『
陶
淵
明―

詩
と
酒
と
田
園
』
（
共
著

二
〇
〇
六
年

東
方
書
店
）
、『
庾
信
と
六
朝
文
学
』
（
二
〇
〇
八
年

創
文
社
）
、
東
京
女
子

大
学
古
代
史
研
究
会
編
『
「
釈
霊
実
集
」
研
究: 

聖
武
天
皇
宸
翰
『
雑
集
』
』

（
共
著

二
〇
一
〇
年

汲
古
書
院
）
、『
聖
武
天
皇
宸
翰
『
雑
収
』「
周
趙
王

【
参
考
・
引
用
文
献
】

安
藤
信
廣
（
一
九
八
九
）『
漢
文
を
読
む
本
』（
三
省
堂
）

安
藤
信
廣
（
二
〇
〇
五
）「
日
本
語
の
現
在
と
漢
文
教
育
」
（田
部
井
文
男

編
『
漢
文
教
育
の
諸
相―

研
究
と
教
育
の
視
座
か
ら
』
大
修
館
書
店
）

（
わ
た
な
べ
は
る
み
／
高
知
大
学
名
誉
教
授
）

集
」
研
究
』（
二
〇
一
八
年

汲
古
書
院
）
な
ど
が
あ
る
。

二

鎌
田
正
「
古
典
と
し
て
の
漢
文
教
育
の
意
義
」
（
鎌
田
正
編
『
漢
文
教
育
の

理
論
と
指
導
』
一
九
七
二
年
二
月

大
修
館
書
店

三
・
四
頁
）

三

阿
部
吉
雄
は「
漢
文
の
古
典
は
、
長
い
間
の
日
本
人
の
言
語
生
活
・
精
神
生

活
の
中
で
、
常
に
こ
と
ば
の
か
て
と
な
り
、
心
の
さ
さ
え
と
な
り
、
文
字
や
語
彙

を
生
み
、
思
想
や
文
学
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
漢
文

の
古
典
こ
そ
、
日
本
人
の
古
典
中
の
古
典
で
あ
り
、
国
語
国
文
そ
の
も
の
の
古

典
で
あ
る
と
い
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
」
（
阿
部
吉
雄
「
古
典
（漢
文
）
学
習
の
意

義
」
（
藤
井
信
男
編
者
代
表
『
高
等
学
校
国
語
教
育
実
践
講
座

第
５
巻

漢

文
の
指
導
と
実
践
』
一
九
六
二
年
四
月

學
燈
社

一
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

加
藤
常
賢
は
、
漢
文
に
つ
い
て「
時
代
と
空
間
を
超
え
て
存
在
す
る
永
遠
性
を

備
え
て
い
る
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
永
遠
性
と
は
優
れ
た
人

間
の
祖
先
が
人
生
や
社
会
、
自
然
に
対
し
て
述
べ
て
い
る
思
想
や
感
情
が
人
間
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１

漢
文
観

漢
文
を
中
国
の
古
典
と
と
ら
え
、
先
験
的
な
価
値
や
権
威
を
除
外
し
、
漢

文
と
読
み
手
と
の
対
等
な
対
話
に
よ
っ
て
豊
か
な
意
味
は
開
示
さ
れ
る
と
し
て

い
る
。
こ
の
漢
文
観
は
、
藤
井
貞
和
の
古
典
観
に
重
な
り
、
当
時
台
頭
し
つ
つ
あ

っ
た
テ
キ
ス
ト
論
・
読
者
論
の
影
響
が
見
出
さ
れ
る
。

２

漢
文
教
育
観―

意
義
を
中
心
に

漢
文
教
育
の
意
義
が
、
次
の
三
点
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

(

１)

漢
文
と
の
対
話
に
よ
っ
て
自
己
の
可
能
性
を
伸
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

(

２)

ま
た
、
漢
語
に
学
び
、
漢
語
を
用
い
た
日
本
語
表
現
の
可
能
性
を
豊
か

に
拓
く
こ
と
が
で
き
、
漢
語
の
持
つ
二
重
性
が
、
日
本
語
を
相
対
化
し
、
み
つ
め

な
お
す
刺
激
と
も
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
の
可
能
性
を
広
げ
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

(

３)

さ
ら
に
異
文
化
と
し
て
の
漢
文
と
の
対
話
を
通
し
て
、
風
化
し
た
発
想

の
根
や
絶
対
化
し
た
も
の
さ
し
を
相
対
化
し
、
感
性
や
想
像
力
、
批
判
力
を

豊
か
に
備
え
た
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
に
漢
文
教
育
の
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

３

漢
文
教
育
の
方
法

次
の
考
え
に
基
づ
く
授
業
方
法
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

(

１)

漢
文
教
材
に
つ
い
て
、
①
内
面
言
語
を
蓄
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
現
状

を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
漢
文
・
漢
語
の
多
様
な
内
容
と
表
現
に
触
れ
さ
せ
よ

う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
新
し
い
教
材
の
発
掘
を
国
語
教
師
の
全
て
の
責
任

と
し
て
強
く
求
め
て
い
る
。
②
現
代
に
生
き
る
者
に
衝
撃
を
も
た
ら
す
新
し
い

次
元
の
読
み
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
発
想
の
根
や
感
性
、
想
像
力
、

批
判
力
を
豊
か
に
耕
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
が
見
出
さ
れ
る
。
③
現

代
の
最
も
深
い
問
題
を
問
い
か
け
る
視
点
か
ら
、
教
材
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
が
提
唱
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
画
一
的
教
育
の
行
き
詰
ま
り
の
中
で
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た

単
元
学
習
の
教
材
編
集
の
影
響
が
窺
え
る
。

(

２)

漢
文
教
育
の
方
法
に
つ
い
て
、
①
授
業
に
軽
重
緩
急
を
求
め
工
夫
し
て

メ
リ
ハ
リ
の
あ
る
授
業
を
行
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
②
漢
文
訓
読
は
、
日
本
語

創
造
の
努
力
の
結
晶
と
し
て
、
音
・
響
き
・
リ
ズ
ム
を
大
切
に
す
る
授
業
を
求
め

て
い
る
。
③
辞
書
の
引
き
方
を
教
え
、
辞
書
で
調
べ
た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
で
発
表

さ
せ
る
な
ど
し
て
活
用
さ
せ
る
。
辞
書
を
用
い
て
漢
語
を
調
べ
る
こ
と
は
、
人
間

や
社
会
・
文
化
へ
の
理
解
を
広
げ
深
め
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
④
い
ろ
い

ろ
な
方
法
に
よ
る
現
代
語
訳
、
と
り
わ
け
漢
詩
の
訳
詩
を
勧
め
て
い
る
。
現
代

語
訳
は
、
想
像
力
を
広
げ
、
現
代
語
を
創
造
す
る
こ
と
と
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
。
⑤
語
法
は
仮
説
で
あ
り
、
作
品
を
命
豊
か
に
切
り
ひ
ら
く
た
め
の
も
の
で

あ
る
と
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
語
法
は
明
晰
さ
を
得
ら
れ
る
と
す
る
。

４

成
果
と
課
題

安
藤
信
廣
は
、
言
葉
が
情
報
伝
達
の
一
手
段
と
さ
れ
、
国
語
教
育
に
つ
い
て

実
用
的
で
合
理
的
な
内
容
や
方
法
が
要
求
さ
れ
る
中
、
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
の

現
代
的
な
意
味
を
深
く
追
究
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
漢
文
教
材
の
開
発

を
強
く
求
め
、
学
習
者
の
興
味
・
関
心
を
高
め
、
深
く
追
求
し
、
読
み
手
の
可

能
性
を
伸
長
さ
せ
、
感
性
や
想
像
力
、
批
判
力
を
豊
か
に
し
、
人
間
を
育
成

（13）
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性
の
本
質
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
読
者
の
心
に
感
動

を
あ
た
え
る
か
ら
と
言
え
よ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
古
典
は
人
間
の
心
の
歴

史
を
直
接
言
語
を
通
し
て
我
々
に
語
り
か
け
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
」（
大
矢
武

師
・
瀬
戸
仁
編
著
『
高
等
学
校
に
お
け
る
古
典
（
古
文
・
漢
文
）指
導
の
理
論
と

実
践
』
（
一
九
七
九
年
五
月

明
治
書
院

四
七
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

四

文
部
省
『
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
版

中
学
校
高
等
学
校
学
習
指

導
要
領

国
語
科
編
（
試
案
）
』
（
一
九
五
一
年
一
〇
月

中
央
書
籍
株
式
会
社
）

の「
第
七
章

漢
文
の
学
習
指
導
」
に
は
、「

一
）
漢
民
族
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

文
語
体
の
詩
文
。
／

二

そ
れ
を
学
ん
で
作
ら
れ
た
文
語
体
の
詩
文
。
／

三

日
本
語
を
混
じ
た
漢
字
の
み
の
文
」
（
二
〇
七
頁

／
は
改
行
を
示
す―

渡
辺
）
と
あ
る
。

五

例
え
ば
、
鎌
田
正
「
古
典
と
し
て
の
漢
文
教
育
の
意
義
」
（
鎌
田
正
編
『
漢

文
教
育
の
理
論
と
指
導
』
一
九
七
二
年
二
月

大
修
館
書
店

三
頁
）
に
お
い

て
、
鎌
田
正
は
、
漢
文
を「
中
国
人
の
作
に
な
る
漢
籍
」
と
し
、「
漢
籍
古
典
は

わ
が
国
の
文
化
の
源
泉
で
あ
り
、
わ
が
国
文
古
典
を
生
み
出
し
た
基
本
古
典
で

も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
漢
籍
古
典
は
わ
が
国
の
古
典
の
古
典
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
わ
が
国
の
古
典
と
見
な
す
こ
と
は
理
の
当
然

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
高
等
学
校
国
語
科
教
育

研
究
講
座

第
十
一
巻
』
（
一
九
七
四
年
一
〇
月

有
精
堂
）
の
教
材
項
目
に

日
本
漢
文
は
な
く
、
書
中
多
く
の
論
稿
が
漢
文
を
定
義
づ
け
は
な
い
も
の
の
中

国
漢
文
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

六

安
藤
信
廣
「
お
わ
り
に
」
（
安
藤
信
廣
『
漢
文
を
読
む
本
』
一
九
八
九
年
一

月

三
省
堂
）
に
、「
藤
井
貞
和
氏
の『
古
典
を
読
む
本
』
か
ら
、
多
く
の
教
示
を

得
た
」
（
二
一
八
頁
）
と
あ
る
。

七

藤
井
貞
和
『
古
典
を
読
む
本
』
（
一
九
八
七
年
七
月

三
省
堂

ⅲ
頁
・
六

頁
参
照
）

八

関
口
安
義
『
国
語
教
育
と
読
者
論
』
（
一
九
八
六
年
二
月

明
治
図
書

二
二
頁
）

九

中
西
清
『
漢
文
の
単
元
学
習
』
（
一
九
五
〇
年
二
月

金
子
書
房

七
頁
）

一
〇

大
村
は
ま「
巻
頭
言

古
典
も
現
代
文
も
学
習
材
と
し
て
は
同
じ
に
」

（『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
二
四
四
号

一
九
九
二
年
八
月

日
本
国
語
教
育

学
会

一
頁
）

一
一

加
藤
宏
文
『
高
等
学
校

私
の
国
語
教
室―

主
題
単
元
学
習
の
構
築

―

』
（
一
九
八
八
年

右
文
書
院

四
頁
）

一
二

浜
本
純
逸
編
・
加
藤
宏
文
『
生
き
る
力
に
培
う
「
主
題
」
単
元
学
習
』

（
一
九
九
九
年
四
月

明
治
図
書

一
五
一
頁
）

一
三

大
村
は
ま
の
教
材
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
は
、『
大
村
は
ま
国
語
教
室
』
全
一
五

巻

一
九
八
二―

八
五
年

筑
摩
書
房
）
に
見
え
る
。
他
に
世
羅
博
昭
『
「
源
氏

物
語
」
学
習
指
導
の
研
究
』
一
九
八
九
年
一
月

溪
水
社
）
、
牧
本
千
雅
子
『
ひ

び
き
あ
う
国
語
教
室
を
求
め
て
』
（
二
〇
〇
二
年
九
月

友
月
書
房
）
、
片
桐

啓
恵
「
教
室
に
声
を
取
り
戻
す
た
め
に―

群
読
『
『
平
家
物
語
』
の
群
像
』
を
中

心
に―
」
（『
国
語
教
育
研
究
』
二
九
号

一
九
八
五
年
六
月

広
島
大
学
教
育

学
部
光
葉
会
）
等
が
教
材
の
開
発
、
編
成
に
取
り
組
み
、
単
元
学
習
を
展
開
し

た
実
践
事
例
を
報
告
し
て
い
る
。
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