
朗
読
指
導
　
の
　
方
法

-
　
音
声
言
語
教
育
と
し
て
の
朗
読
指
導
　
-

申H^
H

鳥
　
　
武
　
　
彦

は
じ
め
に

近
来
の
草
校
の
授
業
時
間
に
は
、
教
科
至
誠
萩
と
い
う
形
式
で
の
「
音
読
」

と
い
う
こ
と
は
行
な
わ
れ
て
い
る
。
音
読
と
い
う
こ
と
が
'
文
章
理
解
の
手
が

か
り
で
あ
る
た
め
'
こ
の
こ
と
だ
け
は
失
わ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
朗

読
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
二
一
読
'
三
託
と
い
う
形
で
の
「
音
読
」
を
「
朗

読
」
と
呼
べ
ば
別
で
あ
る
が
、
意
図
的
に
「
朗
読
」
の
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
'

ひ
じ
ょ
う
に
乏
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
o

「
朗
読
」
の
行
な
わ
れ
る
こ
と
の
乏
し
-
な
っ
た
こ
と
は
'
昭
和
二
十
年
以

前
の
学
校
教
育
で
'
ひ
じ
ょ
う
に
頻
繁
に
閃
か
れ
て
い
た
堅
批
大
会
の
甥
か
行

な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
朗
読
」
の
研

究
会
が
閃
か
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
あ
ま
り
閃
か
れ
な
い
。

r
朗
読
」
が
、
文
章
の
理
解
と
表
現
の
た
め
に
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
方
法

で
あ
る
こ
と
は
'
改
め
て
い
う
必
要
は
な
い
。
文
章
は
'
文
字
連
続
の
形
で
存

在
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
静
態
的
、
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
o
こ
れ
を
音
声
化
す

る
と
き
'
具
体
的
な
形
を
も
つ
も
の
と
し
て
型
削
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
音
声
の
形
に
な
っ
た
と
き
、
文
章
は
動
態
的
へ
具
体
的
な
存
在
と
な
る

の
で
あ
る
。
芦
田
恵
之
助
は
'
『
託
方
教
授
』
守
　
の
中
の
「
第
八
章
尋
常
三

学
年
」
の
中
で
、
朗
読
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
「
読
み
方
」
の
目
控

を
'
「
自
己
を
読
む
」
こ
と
に
あ
る
と
し
へ
そ
の
た
め
に
は
、
通
読
か
ら
内
容

の
桁
査
に
進
む
の
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
'
読
み
の
指
導
過
程
で
通

読
を
蛮
ん
じ
、
最
終
の
通
読
を
「
朗
読
」
と
呼
ん
で
い
る
。
役
は
'
「
朗
読
」

と
は
、
「
自
分
の
文
を
読
む
」
と
「
同
じ
心
持
」
で
読
み
へ
文
章
が
「
自
己
の

上
に
意
義
あ
る
も
の
」
と
な
る
こ
と
で
あ
り
へ
　
こ
の
境
に
至
っ
た
通
読
の
こ
と

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
朗
読
が
、
理
解
の
も
の
で
な
く
、
正
体
の
形
を
も

っ
た
自
己
表
現
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ほ
ど
に
重
要
な
「
朗
読
」
が
'
何
故
、
近
来
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
表
現
内
容
の
追
求
の
方
法
が
、
と
み
に
精

細
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以

外
に
も
、
「
朗
読
」
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
の
中
に
'
「
朗
読
」
の
実
施
を
む

ず
か
し
く
し
て
い
る
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
こ
こ
で
は
、
「
朗

読
」
そ
の
こ
と
に
内
在
す
る
諸
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
「
朗
読

法
と
そ
の
指
導
の
方
法
」
と
を
碓
立
す
る
た
め
の
一
助
と
し
た
い
D

二
　
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
朗
読

最
初
に
、
朗
読
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
坪
内
氾
進
に
よ
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っ
て
で
あ
る
。
役
自
身
が
朗
読
に
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
、
と
り
わ
け
シ
ェ
ー
ク

ス
ピ
ア
作
品
の
朗
読
に
お
い
て
卓
越
し
て
い
た
こ
と
は
、
五
十
嵐
力
の
言
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
る
。

「
私
は
先
生
の
沙
翁
講
義
を
間
-
時
に
'
一
々
の
人
物
が
成
程
か
う
も
あ
ら

う
か
と
思
ほ
れ
て
'
常
に
共
の
人
物
が
雷
物
か
ら
抜
け
出
て
来
る
や
う
に
感

じ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
」
匹
2

退
蓬
が
'
ひ
じ
ょ
う
に
朗
読
に
す
ぐ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
朗
読
会
を
明
治

二
十
四
年
に
創
始
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
そ

の
当
時
の
こ
と
を
回
想
し
て
'
彼
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
が
明
治
廿
四
年
に
朗
読
会
を
起
こ
し
た
時
に
、
最
も
困
っ
た
の
は
'
其

'
.
師
表
が
な
-
、
模
範
が
な
く
'
参
考
に
す
る
も
の
さ
へ
も
殆
ど
無
い
と
い
つ

'
て
よ
い
位
ゐ
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
9
共
筈
で
あ
る
。
今
で
も
我
が
国
に
は

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

真
正
の
意
味
で
謂
ふ
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ソ
は
な
い
と
い
つ
て
よ
い
く
ら
ゐ
で

あ
る
。
ま
し
て
、
維
新
の
前
な
ぞ
に
は
、
西
洋
で
謂
ふ
オ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
似

た
も
の
は
'
下
に
話
す
民
間
芸
術
中
に
多
少
あ
っ
た
だ
け
で
、
厳
格
な
、
上

i
.
品
な
社
会
に
は
行
な
は
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
読
告
法
と
て
も
へ
明
附
に
、
流

~
暢
に
、
朗
々
と
読
む
か
'
経
文
な
ぞ
を
読
む
時
の
や
う
に
、
予
定
の
リ
ヅ
ム

と
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
に
依
準
し
て
読
む
の
し
か
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
共

時
へ
井
場
合
、
共
主
題
に
応
じ
て
'
読
む
老
共
者
の
全
人
格
を
発
露
し
つ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

"
つ
、
1
語
'
1
句
を
表
情
的
に
読
む
な
ぞ
と
い
ふ
こ
と
は
、
な
か
つ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
」
注
3
(
同
点
、
筆
者
)

彼
の
い
う
「
朗
読
」
と
は
、
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
'

「
衷
情
的
に
読
む
」
と
い
う
読
み
方
の
も
の
で
あ
っ
た
。

エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
は
ど
う
い
う
も
の
と
さ
れ
た
か
。
大
正
三
年
に
『
国

文
朗
読
法
』
を
著
わ
し
へ
そ
の
改
訂
版
で
あ
る
、
『
朗
読
法
相
説
』
を
昭
和
七

年
に
出
し
た
日
下
部
重
太
郎
は
'
後
者
の
召
物
で
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

K
S

「
言
語
文
章
を
正
し
く
且
つ
趣
味
あ
る
や
う
に
言
ひ
表
は
し
又
は
読
み
あ
げ

る
術
で
あ
る
。
」
詑
1

日
下
部
の
い
う
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
も
'
追
蓬
の
そ
の
考
え
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
退
遠
は
「
表
情
的
に
」
と
い
い
、
日
下
部
重

太
郎
は
「
趣
味
あ
る
よ
う
に
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
朗
読
は
'
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
な
m
み
方
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
T
ソ
と
い
う
と
、
通
常

演
劇
な
ど
の
台
詞
ま
わ
し
の
こ
と
を
い
う
。
身
ぶ
り
を
伴
っ
た
、
起
伏
の
あ
る

話
し
方
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
オ
レ
-
シ
ョ
ソ
と
い
う
も
の
は
'
い
わ
ゆ
る

雄
弁
術
ふ
う
な
話
し
方
の
こ
と
を
い
う
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
英
文
学
者
で
あ

っ
た
近
道
が
、
こ
の
二
語
の
意
味
を
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

台
詞
ま
わ
し
的
な
話
し
方
へ
あ
る
い
は
雄
弁
術
凪
な
話
し
方
を
支
え
る
も
の

ほ
何
で
あ
ろ
う
か
Q
　
話
し
方
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
み
れ
ば
'
そ
れ
は
か
な
り

大
げ
さ
な
話
し
方
と
い
う
も
の
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
種
の
話
し
方
を
す
る

に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
と
い
え
ば
'
戯
曲
で
あ
り
'
叙
事
文
に
対
す
る
と
こ
ろ
の

け
情
文
な
ど
で
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
、
論
述
を
主
と
す
る
文
章
に
対
す
る
叙
事

文
、
す
な
わ
ち
旅
行
記
あ
る
い
は
告
辞
文
な
ど
の
場
合
に
も
'
そ
れ
は
叙
事
文

で
あ
る
と
は
い
い
な
が
ら
'
押
情
的
な
文
章
あ
る
い
は
具
体
的
な
景
物
を
叙
述

し
て
い
る
文
章
で
あ
る
場
合
も
あ
る
た
め
'
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
朗
読

を
必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
文
章
の
稀
炉
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
文
章
の
も

つ
即
物
的
、
心
情
的
な
事
が
ら
を
へ
　
具
象
的
に
表
現
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で

6-1!)



あ
る
。言

キ
ュ
ー
シ
ョ
ソ
を
さ
さ
え
る
音
声
的
な
表
出
法
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

川
強
調
法
,
は
文
末
・
文
中
の
抑
揚
'
糊
問
の
と
り
方
、
川
話
し
の
速
度
が
あ

る
・
こ
こ
で
、
そ
の
言
の
方
法
が
、
ど
の
よ
う
に
'
子
ど
も
た
ち
の
朗
読
法

に
反
映
し
て
い
る
か
'
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

川
　
較
調
法

強
調
法
に
は
、
音
声
的
に
は
二
つ
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
二
つ
は
'
強

度
強
調
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
丸
い
」
も
の
を
見
れ
ば
、
本
当
に
丸
い

よ
う
に
発
音
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
「
丸
い
」
で
い
え
ば
、
「
マ
山
刀

イ
」
の
よ
う
に
、
「
ル
」
音
の
あ
と
を
伸
ば
し
て
発
音
す
る
場
合
が
'
放
京
語

の
場
合
で
あ
る
。
広
島
地
方
な
ど
で
は
「
了
以
イ
~
」
の
よ
う
に
「
マ
」
音
を

伸
ば
し
て
発
音
す
る
。
広
島
地
方
の
子
ど
も
に
'
「
丸
い
リ
ソ
ゴ
が
あ
り
ま

す
」
と
い
う
表
現
を
朗
読
さ
せ
る
と
'
低
学
年
の
児
発
の
場
合
'
大
半
の
子
ど

も
が
次
の
よ
う
に
発
音
す
る
o

・
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-
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.
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-
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ー

T

・
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こ
の
よ
う
に
「
丸
い
」
を
「
マ
ー
ル
イ
」
と
読
む
こ
と
に
は
'
や
は
り
問
題
が

あ
る
・
「
ま
あ
る
い
」
と
「
ま
る
い
」
と
で
は
語
形
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「
ま
る
い
」
は
'
「
マ
ル
イ
」
と
読
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

強
度
強
調
は
'
そ
の
表
現
さ
れ
て
い
る
事
態
が
、
あ
た
か
も
そ
の
も
の
で
あ

る
が
如
く
に
発
音
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
'
こ
の
戟
調
法
を
も
っ
て
発

音
さ
れ
る
語
に
は
'
形
容
詞
、
形
容
動
詞
の
ほ
か
に
副
詞
の
場
合
が
あ
る
o
新

美
南
書
の
「
ご
ん
狐
」
の
末
尾
の
近
-
の
一
文
を
採
り
上
げ
て
み
ょ
う
。

「
そ
し
て
足
音
を
し
の
ば
せ
て
ち
か
よ
っ
て
、
今
戸
口
を
出
よ
う
と
す
る
ご

(
表
記
は
原
文
通
り
)

こ
の
文
の
傍
線
を
引
い
た
部
分
に
つ
い
て
、
広
島
市
内
の
小
学
校
四
年
生
の
朗

読
を
観
察
し
て
み
た
。
初
め
の
こ
ろ
に
朗
読
し
た
T
君
は
'
次
の
よ
う
に
読
ん

だ
。○

E
ソ
ー
ト
　
ウ
チ
て
~
シ
タ
。
ゴ
ン
ワ
　
パ
列
リ
ト
　
ク
オ
レ
マ
ー
シ
タ
。

後
ろ
の
、
S
女
に
な
る
と
、
「
パ
ク
リ
」
の
と
こ
ろ
に
強
度
軟
調
を
と
り
入
れ

て
い
る
。
そ
の
部
分
を
'

○
バ
ク
リ
ッ
ト
　
タ
オ
レ
マ
シ
タ
。

の
よ
う
に
発
音
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
'
そ
の
次
か
ら
、
朗
読
を
担
当
し
た

子
ど
も
た
ち
は
、
頓
次
、

-

-

.

-

^

!

'

・

・

一

、

　

　

　

　

　

　

・

~

ト

.

・

.

;

-

-

,

;

サ

.

,

-

,

.

・

.

-

'

の
よ
う
に
朗
読
す
る
こ
と
に
な
っ
た
Q
　
こ
の
変
化
に
載
度
強
調
法
が
'
子
ど
も

た
ち
に
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
強
度

強
調
法
に
よ
る
発
音
が
読
み
手
の
心
情
を
投
入
す
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
'
子
ど
も
た
ち
は
学
習
し
た
わ
け
で
あ
ろ
う
O
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
へ
副

"
"
・
~
'
1
m
?
.
ず
れ
止
…
'
・
Z
v
:
.
*
.
 
-
'
!
'
'
*
 
*
蝣
-
*
'
1
-
う
　
　
　
　
　
甲
.
1
.
)
-
.
I
I
I
4
<
n

遇
が
あ
る
。
ま
し
て
、
筆
者
が
「
ど
う
ん
と
」
と
か
「
ぱ
た
り
っ
と
」
と
か
の

よ
う
に
表
記
し
て
い
な
い
も
の
ま
で
'
こ
の
よ
う
に
朗
読
す
る
と
い
う
こ
と
は

望
ま
し
く
な
い
O

強
調
法
に
は
'
卓
立
破
調
も
あ
る
。
「
ご
ん
狐
」
の
引
き
続
い
て
の
文
節
を

み
ょ
う
0

「
兵
十
は
か
け
よ
っ
て
来
ま
し
た
。
家
の
中
を
見
る
と
土
間
に
粟
が
、
か
た

め
て
お
い
て
あ
る
の
が
目
に
つ
き
ま
し
た
。

650

ん
を
、
ド
ン
と
、
う
ち
ま
し
た
。

ご
ん
は
、

ば
た
り
と
た
ほ
れ
ま
し
た
己

「
お
や
。
」

と
兵
十
は
、

び
っ
く
り
し
て
ご
ん
に
日
を
落
と
し
ま
し
た
。
」



こ
の
文
の
、
傍
線
部
の
朗
読
に
、
四
年
生
で
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。

①
オ
刊
i
ト
一
7
=
ジ
ュ
ー
ワ

・
T
サ
,
十
T
T
ト
I
<
-
'
.
¥
　
-
=

③
オ
刊
叫
　
　
/
-
-
ジ
ュ
ー
ワ

④
オ
ヤ
!
t
ト
ニ
へ
-
ジ
ュ
ー
ワ

(
朗
読
用
例
中
の
杭
樺
は
、
「
問
」
を
示
す
。
棒
の
数
の
多
い
も
の
ほ
ど
'

・
長
い
間
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以
下
同
じ
。
)

こ
の
う
ち
①
③
の
朗
読
は
'
「
お
や
。
」
と
い
う
心
内
語
を
特
に
浮
き
出
さ
せ

る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。
③
④
は
こ
れ
を
明
示
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
'
引
用
の
格
助
詞
の
「
-
」
を
卓
立
故
調
し
た
も
の
と
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
再
立
強
調
に
従
っ
て
そ
の
前
後
に
、
大
き
な
問
の
あ
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
問
に
よ
っ
て
、
「
-
」
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
'
「
オ

刊
」
の
「
i
・
」
の
高
音
部
よ
り
も
'
「
ト
」
の
高
音
部
が
卓
立
し
て
い
る
こ
と

も
観
察
さ
れ
た
。
「
と
」
助
詞
の
存
在
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
の
論

理
的
柄
道
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
卓
立
強
調
の
方
法
は
、
引
用
の
格
助
詞
の
ほ
か
に
'
小
学
生
で

は
、
文
と
文
と
の
接
続
関
係
を
示
す
接
続
部
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
.
1
人
の
児
童
が
、
く
り
返
し
の
朗
読
実
践
の
中
で
、
こ
の
方
法
を
発
見
す
る

と
、
他
の
児
童
が
順
々
に
こ
れ
を
習
っ
て
い
く
過
程
が
注
目
さ
れ
る
。
強
調
法

の
効
果
的
使
用
に
つ
い
て
の
指
導
法
が
、
今
後
問
筒
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

児
責
が
接
続
部
あ
る
い
は
引
用
格
助
詞
に
つ
い
て
卓
立
強
調
を
不
す
こ
と
が

多
く
な
る
と
い
う
、
自
然
発
生
的
と
も
い
う
べ
き
状
況
は
、
物
語
文
な
ど
の
学

習
に
お
い
て
観
察
さ
れ
や
す
い
。
と
こ
ろ
で
、
論
説
文
や
説
明
文
に
お
い
て

上
蝣
」
<
叫
　
　
と
一
〇
'
i
-
.
'
W
i
i
r
^
i
"
し
い
叫
人
目
^
蝣
;
-
o
一
-
-
!
蝣
・
"
」
心
-
Z
?
-
¥
!
'
*
I

理
構
造
と
の
反
映
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
接
続
部
に
こ
れ
を
使
用
す
る
と
、

そ
れ
は
強
度
載
調
の
場
合
と
何
様
に
、
心
悟
性
'
感
情
性
が
横
厚
に
反
映
さ
れ

る
朗
読
と
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
具
象
性
の
勝
っ
た
朗
読
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
'
論
説
文
や
説
明
文
に
お
け
る
接
続
部
表
現
に
お
い

て
'
卓
立
強
調
を
使
用
す
る
こ
と
は
'
必
ず
し
も
効
果
的
で
な
い
こ
と
に
な

る
。
論
説
文
や
説
明
文
に
お
い
て
卓
立
強
調
法
を
と
る
べ
き
も
の
は
'
い
わ
ゆ

る
キ
イ
ワ
ー
ド
頬
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
接

続
部
に
お
い
て
、
卓
立
頚
調
を
必
要
と
す
る
場
合
も
あ
る
が
'
そ
の
使
用
に
は

注
意
深
さ
が
要
る
。
児
歪
の
自
然
発
生
的
学
習
に
お
い
て
は
、
接
続
部
強
調
以

上
に
は
望
む
べ
く
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

脚
　
文
末
・
文
中
の
抑
扮

物
語
文
の
朗
読
を
行
な
う
と
'
児
壷
は
会
話
文
と
地
の
文
と
の
抑
揚
に
変
化

を
つ
け
よ
う
と
す
る
。
広
島
市
内
の
児
童
の
場
合
の
会
話
文
の
事
例
を
見
る

と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

㊦
文
末
詞
部
に
、
上
昇
調
が
出
現
す
る
。

「
こ
れ
は
大
き
い
ね
。
」
と
い
う
会
話
文
を
含
む
文
節
を
読
ま
せ
る
。
こ
れ

を
朗
読
す
る
時
に
表
わ
れ
る
抑
揚
に
は
、
次
の
二
つ
の
形
が
あ
る
。

_

　

　

J

ォ
n
レ
ワ
　
十
-
-
V
.
-
イ
　
ネ
。

1

　

　

　

_

　

　

-

㌧

①
コ
レ
ワ
　
オ
-
キ
イ
　
ネ
I
。

こ
の
う
ち
'
③
の
形
で
の
朗
読
に
は
'
や
は
り
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
い
え
よ

i
f
N
。

⑳
疑
問
詞
を
も
つ
文
の
末
尾
に
上
昇
調
が
出
現
す
る
。
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・
「
ど
う
し
て
、
行
か
な
い
の
。
」
と
い
う
会
話
文
で
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

_
　
　
J

O
ド
I
・
h
ア
　
イ
カ
ナ
イ
　
′
。

こ
の
場
合
は
,
由
い
に
注
目
し
て
朗
読
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

疑
問
に
思
い
、
そ
の
疑
問
に
範
度
強
調
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
は
'

ト

ト

・

　

　

　

　

　

し

。

-

○
ド
-
シ
テ
,
ィ
ヵ
ナ
イ
　
ノ

L
・
.
∵
ハ
一
川
∴
I
I
h
i
t
　
∵
∴
.
出
現
し
*
-
'
*
'
-
こ
し
　
ト
¥
-
I

c
.
 
I
-
<
c
l
に
十
㌢
在
だ
7
.
 
-
i
'
蝣
'
小
・
'
-
-
 
'
:
蝣
!
*
'
¥
'
'
-
¥
'
'
.
'
・
"
-
蝣
　
こ
-
.
蝣
蝣
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I
‖
l
羊
'
:
-
.
'
U
L

の
上
昇
調
の
抑
揚
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
に
'
共
撤
す
る
性
格
が
あ
る
9

・
・
.
「
～
う
I
 
I
I
⊥
K
'
-
V
:
^
-
 
-
ド
.
・
叫
L
l
上
　
　
芋
.
'
r
~
*
t
-

.
や
は
n
、
÷
・
*
x
-
>
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*
蝣
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*
.
 
-
'
L
 
L
 
j
・
・
1
∵
　
　
∵
I
I
　
*
J
*
.
'
-
*
^
・
'

上
昇
調
の
抑
揚
が
出
現
す
る
。

㌔

○
ヤ
ハ
リ
　
ソ
ー
ダ
ッ
ク
デ
シ
ョ
/
-
.

パ
!
.
I
t
^
-
-
Z
-
;
カ
'
O
n
一
　
…
　
　
　
　
　
　
ド
ー
j
v
*
-
-
-
-
-
-
"
-
.
-
"
-
'
蝣
'
-
*

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
表
現
で
あ
れ
ば
、
-

〇
ヤ
T
リ
・
ソ
~
・
-
ダ
ッ
タ
デ
シ
n
.
,
-
0

の
よ
う
な
文
末
下
降
調
の
表
現
も
'
当
然
t
 
t
l
頭
語
の
現
実
に
は
あ
り
う
る
。

し
か
し
'
・
そ
の
出
現
度
数
の
乏
し
き
の
故
か
'
ほ
と
ん
ど
の
児
黄
が
上
昇
調
を

と
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
文
末
の
抑
抱
と
し
て
際
立
っ
て
多
く
用
い
ら
れ
る
の
は
、

上
昇
調
の
抑
揚
で
あ
る
。
.
そ
し
て
、
そ
の
用
い
方
に
は
'
推
是
表
現
に
認
め
ら

れ
る
場
合
の
よ
う
に
、
地
域
的
な
色
彩
の
強
い
上
昇
調
の
抑
掲
で
あ
る
こ
と
も

多
い
わ
け
で
あ
る
。
・

文
中
に
認
め
ら
れ
る
抑
揚
に
も
'
特
異
な
上
昇
調
が
認
め
ら
れ
る
。
文
中
に

認
め
ら
れ
る
抑
揚
は
、
中
学
年
以
下
の
児
重
に
お
い
て
は
、
各
文
節
単
位
ご
と

に
'
そ
の
末
尾
に
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
'

○
内
圧
の
前
の
道
を
'
大
き
な
声
を
し
て
通
り
す
ぎ
る
人
が
い
ま
し
た
。

の
よ
う
な
文
を
'
範
託
を
聞
い
た
後
に
朗
読
さ
せ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ

a
so

ニ
ク
ヤ
ノ
J
　
=
ノ
∴
・
、
チ
オ
ー
ニ
刊
I
キ
ナ
　
T
エ
オ
　
シ
ヱ

ト
ー
リ
ス
ギ
ル
　
シ
ト
ガ
　
イ
マ
シ
タ
。

こ
の
朗
読
は
'
四
年
生
の
う
ち
の
朗
読
の
上
手
と
さ
れ
る
児
歪
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
'
範
説
を
閃
い
た
後
で
も
、
文
中
の
上
昇
調
の
抑
相
は
出
現

し
て
い
る
。
そ
し
て
へ
そ
の
上
昇
調
は
、
次
に
「
間
」
が
出
現
す
る
際
に
生
じ

て
い
る
。
こ
の
上
昇
調
は
、
聞
き
手
に
念
お
し
す
る
よ
う
な
働
き
を
な
し
て
い

る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
か
。
そ
れ
だ
け
に
'
文
末
の
抑
指
と
共
通
す
る
性
格
を

も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

文
中
の
抑
相
が
、
範
託
を
間
い
た
校
で
も
な
か
な
か
失
わ
れ
な
い
こ
と
は
'

こ
の
抑
指
の
も
つ
効
果
の
大
き
さ
に
も
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
念

お
し
は
、
,
同
時
に
聞
き
手
へ
の
や
さ
し
い
訴
え
か
け
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
や
さ
し
さ
の
あ
る
読
み
へ
の
、
朗
読
者
の
心
理
的
傾
斜
が
根
強
い
わ
け

嗣
E
g
B
s
H

榊
・
「
問
」
の
と
り
方

強
調
法
に
認
め
ら
れ
る
間
や
'
文
中
抑
指
の
後
ろ
で
の
問
は
'
'
強
調
法
や
文

中
抑
揚
そ
の
こ
と
に
随
伴
し
て
生
じ
て
い
る
問
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
表

現
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
間
ほ
'
間
き
手
の
理
解
と
共
感
を
得
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
。
聞
き
手
と
の
つ
な
が
り
を
生
む
と
い
う
点
に
お
い
て
、
・
r
問
」
丘
エ

ロ
キ
ュ
ー
シ
m
.
ソ
の
1
つ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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問
の
長
短
は
、
ロ
常
の
口
頭
語
表
現
に
お
い
て
も
'
表
現
主
体
の
心
理
状
況

を
潰
厚
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
心
理
の
問
と
い
い
う
る
も
の
だ
け

に
、
そ
の
長
短
は
多
様
で
あ
る
。
長
い
間
と
な
る
と
'
聞
き
手
に
対
す
る
表
現

主
体
の
心
理
上
の
サ
ス
ペ
ソ
ス
が
表
わ
さ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
朗
読
に
お

い
て
も
'
文
章
の
内
容
や
表
現
意
図
を
考
え
て
、
問
の
と
り
方
に
く
ふ
う
が
い

る
わ
け
で
あ
る
。

「
問
」
は
'
文
章
の
句
読
点
の
位
置
と
一
致
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え

ば
'
薄
田
泣
薫
の
『
茶
話
』
の
話
に
出
て
-
る
「
フ
ク
ツ
ニ
オ
リ
テ
ク
ど
こ
カ

ケ
ル
ジ
ュ
ズ
」
の
場
合
で
あ
る
と
'
「
フ
タ
ツ
ニ
オ
-
チ
ー
ク
ど
こ
カ
ケ
ル
ジ

ュ
ズ
」
と
い
う
か
'
あ
る
い
は
「
フ
ク
ツ
ニ
オ
リ
一
テ
ク
ど
こ
カ
ケ
ル
ジ
ュ

ズ
」
と
い
う
か
で
'
文
意
は
異
な
っ
て
-
る
o
　
こ
れ
は
'
朗
読
で
は
こ
こ
に
間

を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
同

時
に
、
か
な
表
記
の
問
題
と
し
て
は
こ
こ
に
読
点
を
う
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
示
す
問
題
で
も
あ
る
。
句
読
法
と
朗
読
法
の
問
の
と
り
方
の
一
致
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
句
読
点
は
'
文
字
組
成
の
か
か
わ
り
と
の
う
え
で
の
文
表

現
の
論
理
構
造
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
文
字
組
成
上
'
そ
こ
に
句
読
点
が
必
要

と
な
り
'
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
論
理
を
明
確
に
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
音

声
表
現
上
'
そ
の
表
現
の
論
理
構
造
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と

が
一
致
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
点
の
あ
る
と
こ
ろ

で
'
い
つ
も
問
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
読
点
が
な
-
と

も
間
を
と
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
多
い
o
　
た
と
え
ば
「
ご
ん
狐
」
の
場
合
、
「

そ
の
と
き
」
と
か
「
そ
し
て
」
な
ど
の
あ
と
に
読
点
の
な
い
場
合
も
多
い
。
こ

の
場
合
'
朗
読
上
で
は
「
問
」
を
と
る
必
要
の
あ
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
'
心
理
上
の
サ
ス
ペ
ソ
ス
の
た
め
に
、
間
を
い
ろ
い
ろ
と
く
ふ

う
し
て
朗
読
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

川
　
朗
読
の
速
度

朗
読
の
速
度
は
、
朗
読
者
が
ゆ
っ
く
り
と
落
ち
つ
い
て
朗
読
し
て
い
る
場
合

と
、
早
口
で
終
え
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
気
持
を
も
っ
て
い
る
場
合
と
で
異
な

っ
て
い
る
。
1
々
の
発
音
に
つ
い
て
も
、
ま
た
間
の
と
り
方
に
つ
い
て
も
'
朗

読
者
の
心
情
が
そ
の
速
度
に
反
映
す
る
。
ま
た
へ
文
'
*
!
-
の
内
容
理
解
の
深
浅
の

差
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
昭
和
五
十
五
年
三
月
広
島
大
学
教
育
学
部
小
学
校

教
員
養
成
課
程
卒
業
の
鈴
木
殴
子
氏
の
調
査
を
紹
介
し
よ
う
.
氏
は
『
文
集

ひ
ろ
し
ま
第
二
十
三
集
』
　
(
広
島
朽
小
学
校
国
語
教
育
研
究
会
)
所
収
の
'

昔
時
小
学
校
五
年
、
川
晶
実
代
さ
ん
の
詩
「
犬
」
を
朗
読
対
象
作
品
と
し
て

選
び
、
そ
の
朗
読
時
間
を
計
測
し
て
い
る
。
そ
の
詩
は
、
次
の
通
り
で
あ

る
。い

つ
で
も
大
き
な
声
で

は
え
る
犬
が

肉
臣
の
前
で
ね
そ
べ
っ
て
い
る
。

「
き
ょ
う
も
は
え
る
か
な
。
」

遠
-
の
方
を

そ
ろ
そ
ろ
歩
い
て
い
る
と
・

と
つ
ぜ
ん
大
き
な
ロ
を
あ
け
た
。

「
こ
わ
い
な
。
」
ー

わ
た
し
は
た
ち
止
ま
っ
た
。

す
る
と
大
き
な
口
を
あ
け
て
'

「
あ
ふ
-
つ
。
」
と
、
あ
-
び
を
し
た
。

わ
た
し
は
'
ほ
っ
と
し
た
。
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こ
の
詩
を
選
定
し
た
の
は
'
完
結
し
た
短
い
詩
で
あ
り
'
児
童
が
親
し
み
や
す

い
物
語
形
式
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
'
節
l
学
年
か
ら
第
六
学
生

ま
で
の
児
童
に
興
味
が
も
て
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
た
と
い
う
。
な
お
、
児

童
に
与
え
た
詩
の
漢
字
に
は
ル
ビ
を
振
っ
た
。
特
に
'
低
学
年
用
に
は
、
難
し

い
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
直
し
、
国
語
教
科
容
に
な
ら
っ
て
分
ち
香
き
を
し
た
。

こ
れ
だ
け
の
準
僻
の
上
で
'
広
島
大
学
附
属
東
雲
小
学
校
の
第
一
学
年
か
ら

第
六
学
年
ま
で
の
児
墓
に
朗
読
さ
せ
て
、
所
要
時
間
を
計
測
し
て
い
る
。
調
査

は
'
い
き
な
り
文
を
与
え
る
初
読
、
つ
い
で
、
引
き
続
い
て
再
読
へ
そ
の
後
'
心
情

や
状
況
な
ど
の
理
解
を
助
け
る
質
疑
を
行
い
、
三
読
さ
せ
る
。
さ
ら
に
範
読
の

テ
ー
プ
を
聞
か
せ
て
後
、
四
託
さ
せ
て
み
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
の
児
童
の
所
要
時
間
の
平
均
値
を
計
刺
し
て
い
る
。
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こ
の
調
査
に
よ
る
と
'
平
均
所

要
時
間
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
初

託
か
ら
三
読
ま
で
は
、
大
体
'
所

要
時
間
が
短
-
な
る
。
そ
し
て
、

範
読
を
聞
い
た
後
の
四
託
で
は
長

く
な
る
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ

る
。
こ
の
慨
向
に
反
す
る
の
は
第

1
学
年
の
み
で
あ
っ
た
。
読
み
の

抵
抗
の
乏
し
く
な
っ
て
い
る
第
二
学
年
以
降
で
は
、
範
読
に
出
現
し
て
い
る
エ

p
キ
ュ
ー
ッ
m
ソ
の
あ
る
朗
読
法
が
、
四
託
に
反
映
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
四
読
め
の
ほ
う
が
三
読
め
よ
り
も
'
一
般
的
に
朗
読
時
間
が
長
く
な
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
'
第
二
学
年
か
ら
第
五
学
年
ま
で
の
所
要
時
間
が
、

第
六
学
年
ま
で
の
そ
れ
に
比
べ
て
相
当
に
短
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
六
学

年
の
朗
読
に
は
'
読
み
の
祇
抗
が
少
な
い
た
め
か
'
初
託
の
際
か
ら
、
エ
ロ
キ

ュ
ー
シ
r
n
ソ
を
考
慮
し
た
朗
読
を
し
た
児
童
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
G
.
所
要

時
間
の
差
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
-
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
っ
く
り
と
朗
読
す
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
時
に
は
早
く
朗
読
す
る
と
い
う

速
度
の
変
化
も
'
エ
D
.
キ
ュ
ー
シ
ョ
ソ
の
あ
る
朗
読
と
し
て
は
大
切
で
あ
る
。

こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
「
き
ょ
う
も
は
え
る
か
な
」
　
「
こ
わ
い
な
」
と
い
う
心

内
表
現
部
分
と
'
「
そ
ろ
そ
ろ
t
と
つ
ぜ
ん
'
ほ
っ
と
」
と
い
う
副
詞
句
の
場

合
に
、
ゆ
っ
く
り
読
ま
れ
る
憤
向
が
あ
っ
た
。
速
度
に
変
化
を
見
せ
た
の
は
、

中
・
高
学
年
の
児
童
に
見
ら
れ
へ
低
学
年
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
中
・
高
学

年
の
児
藍
の
場
合
に
も
'
速
度
変
化
が
効
果
的
で
あ
っ
た
と
い
う
児
童
は
'
わ

ず
か
で
あ
っ
た
。
速
度
に
変
化
を
加
え
る
と
い
う
朗
読
技
法
は
'
相
当
に
む
ず

か
し
い
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
朗
読
に
、
強
調
部
分
を
も
ち
、
抑
揚
に
変
化
を
つ
け
、
問

を
上
手
に
使
っ
た
う
え
で
、
速
度
に
も
変
化
を
も
た
せ
る
と
い
う
読
み
方
を
す

る
こ
と
を
'
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
n
ソ
を
考
慮
し
た
朗
読
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
朗
読
法
は
、
第
六
学
年
程
度
に
な
る
と
、
あ
る
程
度
は
可
能
に
な
る
。
押

怖
詩
、
戯
曲
'
物
語
な
ど
、
ジ
ャ
ン
ル
別
に
範
託
を
聞
か
せ
'
朗
読
法
の
技
法

的
側
面
の
学
習
を
さ
せ
れ
ば
'
な
お
い
っ
そ
う
上
手
に
な
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
小
学
校
高
学
年
以
上
'
中
学
校
生
徒
程
度
で
は
'
学
級
内
で
の
朗
読

が
心
理
的
障
害
に
よ
っ
て
'
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
の
多
い
こ
と
に
注
意
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。
児
童
へ
生
徒
は
照
れ
の
心
理
に
支
配
さ
れ
て
'
戯
画
的
朗

読
に
陥
り
や
す
い
こ
と
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
。
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三
、
人
為
的
技
巧
の
感
じ
ら
れ
な
い
朗
読

退
遇
の
朗
読
に
つ
い
て
の
考
え
が
広
ま
っ
て
、
朗
読
と
は
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
r
n

ソ
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
広
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
'
神
保
格
は
、
「

話
言
葉
と
音
楽
と
の
区
別
」
珪
L
L
)
　
と
題
す
る
論
文
の
中
で
'
朗
読
を
「
文
章
に

容
い
て
あ
る
も
の
を
音
声
に
発
す
る
時
」
　
「
自
然
の
こ
と
ば
と
同
じ
断
続
、
速

度
へ
抑
拘
調
子
を
便
ふ
も
の
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
話
し
こ
と
ば
と

同
様
の
音
声
表
現
の
自
然
さ
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
自
然
の
こ
と
ば
に
近

づ
い
て
い
て
、
人
為
的
技
巧
の
感
じ
ら
れ
な
-
な
る
朗
読
を
、
「
巧
み
な
る
朗

読
」
で
あ
る
と
述
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
朗
読
を
こ
そ
目
指
す
べ
き
だ
と
い
っ
て

い
る
。
こ
の
神
保
の
主
張
は
、
朗
読
と
い
え
ば
、
あ
ま
り
に
も
情
緒
的
な
音
声

表
出
を
も
っ
た
特
殊
な
読
み
方
と
い
う
考
え
が
主
体
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
-
て
'
日
常
の

自
然
な
音
声
表
現
を
朗
読
の
方
法
と
し
た
の
で
あ
る
。

自
然
な
音
声
表
現
の
中
に
も
、
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
で
指
摘
し
た
強
調
法
へ

抑
揚
'
間
へ
速
度
等
の
諸
技
法
は
存
す
る
。
し
か
し
'
台
詞
ま
わ
し
的
な
話
し

方
あ
る
い
は
雄
弁
術
と
い
わ
れ
る
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ソ
の
よ
う
に
'
そ
れ
が
拡

大
通
用
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
神
保
格
の

主
張
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
'
石
黒
魯
平
に
も
見
ら
れ
る
o
　
「
朗
読

の
基
距
と
し
て
の
音
声
学
」
江
6
と
屈
す
る
論
文
の
中
で
「
朗
読
は
心
託
の
声

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
朗
読
の
基
本
を
お
さ
え
へ
心
証
に
朗
読
が
応
ず
る
た

め
に
は
、
確
実
な
索
音
、
論
理
的
正
確
さ
の
あ
る
索
音
連
結
上
の
変
化
と
い
う

基
本
的
な
音
声
表
出
訓
練
が
必
要
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
彼
の
い
う
累
音
と

は
、
音
劫
く
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
1
々
の
音
の
発
音
訓
練
の
必

要
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
発
音
訓
練

を
お
ろ
そ
か
に
し
て
'
「
表
情
的
音
声
表
出
」
な
ど
を
求
め
る
べ
き
で
な
い
と

腎
告
も
し
て
い
る
。
神
保
格
と
同
様
に
。
自
然
な
音
声
表
現
を
爵
要
祝
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

発
音
と
い
う
こ
と
に
は
'
い
わ
ゆ
る
発
声
へ
調
音
と
い
う
意
味
で
の
発
音

と
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
正
す
と
い
う
意
味
で
の
発
音
と
が
あ
る
。
大
西
雅
雄
の
『

朗
読
学
　
-
　
教
育
的
言
語
学
序
説
　
-
　
』
　
(
昭
和
十
五
年
'
修
文
館
刊
)
は
'

語
ア
ク
セ
ン
ト
や
文
節
ア
ク
セ
ン
ト
、
発
音
等
に
ま
で
及
ん
で
説
い
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
吉
は
、
東
京
語
を
標
準
と
し
て
'
す
べ
て
を
処
理
し
て
い

る
。
神
保
格
も
'
現
代
東
京
語
を
基
本
と
す
る
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
習
得
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
『
読
本
の
朗
読
法
』
　
(
昭
和
十
五
年
'
晃
文
社
刊
)

を
出
し
て
い
る
。

垣
内
松
三
は
、
『
国
語
の
力
』
に
お
い
て
、

「
文
の
節
奏
を
理
解
す
る
の
は
音
読
に
依
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
'
音

読
の
声
音
学
的
'
朗
読
的
練
習
に
於
て
会
得
せ
ら
る
ゝ
も
の
と
思
は
れ
る
。

(
中
略
)
発
音
す
る
た
め
に
は
少
く
と
も
発
声
機
間
の
作
用
に
特
殊
の
注
意

を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
'
特
に
方
言
的
発
音
を
酎
臆
し
又

は
声
音
学
的
修
正
を
加
へ
ら
れ
る
場
合
に
於
て
は
、
そ
の
方
面
に
注
意
を
奪

ほ
れ
て
、
文
を
解
釈
す
る
力
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
紗
く
な
い
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
江
7
　
こ
の
発
言
を
襲
返
す
と
、
方
言
生
活
者
は
発
音
に
の
み

気
を
と
ら
れ
る
た
め
、
正
し
い
文
解
釈
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確

か
に
発
音
ば
か
り
に
注
意
を
向
け
て
は
な
る
ま
い
が
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
解

釈
が
で
き
な
い
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
は
'
以
上
の
よ
う
に
、

方
言
音
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
た
う
え
で
'
朗
読
に
お
け
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る
発
音
の
問
題
'
ア
ク
七
ソ
ト
の
問
碑
を
考
察
し
よ
う
。

川
正
し
い
発
音

発
音
に
は
'
正
し
い
発
音
が
望
ま
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
い
っ

て
、
東
京
語
の
発
音
を
目
標
と
し
て
学
門
す
る
必
要
は
な
い
o
音
悶
体
系
を
示

す
か
な
表
記
が
'
互
に
示
美
的
に
発
音
で
き
れ
ば
よ
い
と
い
え
よ
う
。
母
音
で

は
'
五
つ
の
母
音
が
識
別
で
き
れ
ば
よ
い
o
た
と
い
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か

に
、
中
舌
化
現
象
が
認
め
ら
れ
よ
う
と
、
識
別
で
き
る
こ
と
を
第
1
に
学
習
さ

せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
子
音
の
う
ち
'
n
B
昔
と
は
音
と
の
問
題
な
ど
'
識
別
で

き
な
い
地
域
が
、
日
本
の
半
ば
の
地
域
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
へ
そ
の

識
別
が
必
要
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。

東
北
あ
る
い
は
出
雲
等
、
か
つ
て
方
言
音
に
特
色
の
あ
る
地
域
と
さ
れ
た
地

方
の
'
青
年
層
の
発
音
に
は
、
そ
の
特
色
あ
る
発
音
を
急
速
に
失
い
つ
つ
あ

る
。
自
ら
の
発
音
が
異
様
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
'
か
え
っ
て
発
音
の
改
ま
り

を
促
進
し
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
正
し
い
発
音
を
認
め
る
生
活
が
育

成
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

日
本
語
の
発
音
は
'
モ
ー
ラ
と
い
う
拍
形
式
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
1
拍

1
柏
を
き
ち
ん
と
発
音
す
る
心
が
け
を
養
う
必
要
が
あ
る
o
拍
形
式
を
正
し
く

踏
ま
え
な
い
発
音
を
す
る
と
、
'
と
か
-
音
声
変
化
が
生
じ
や
す
-
な
る
。
す
な

わ
ち
'
靴
音
が
生
じ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
正
し
い
発
音
の
た
め
に
は
、
モ
ー

ラ
と
い
う
拍
形
式
を
認
識
さ
せ
る
教
育
が
必
要
で
あ
る
。

モ
ー
ラ
と
と
も
に
'
話
部
の
ま
と
ま
り
に
つ
い
て
も
、
発
音
上
托
意
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
広
島
市
内
の
あ
る
高
校
二
年
の
男
子
が
、
次
の
よ
う
に
い

う
の
を
閃
い
た
。

○
シ
叫
刈
-
ラ
～
O

こ
れ
は
、
「
自
瓦
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
と
、
本
人
の
意
識
で
は
'

-
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∵

の
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
話
部
の
ま
と
ま
り
を
ま
と
ま
り
と
し
て
発
音
す

る
訓
練
を
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
事
例
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
'
発
音
に
お
い
て
は
'
個
々
の
音
を
正
し
-
発
音
す
る
と
と

も
に
'
モ
ー
ラ
や
話
部
と
い
う
構
造
上
の
ワ
ク
を
正
し
く
認
識
し
、
そ
れ
に
従

っ
て
発
音
す
る
よ
う
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
個
々
の
音
の
正
し
い
発
音
に
の

み
目
を
向
け
る
だ
け
で
は
'
正
し
い
発
音
は
不
可
位
な
の
で
あ
る
。

榊
ア
ク
七
ソ
ト
の
現
行

ア
ク
セ
ソ
ト
と
い
う
と
、
す
ぐ
に
一
語
一
語
の
ア
ク
セ
ソ
ト
を
論
ず
る
こ
と

に
な
る
.
と
こ
ろ
が
、
1
m
l
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
学
習
は
'
ひ
じ
ェ
う
に
田
盟

で
あ
る
。
た
と
え
ば
'
語
7
ク
七
ソ
-
の
体
系
か
ら
す
れ
ば
、
東
京
方
言
と
等

し
い
体
系
を
も
つ
と
さ
れ
る
広
島
方
言
の
話
者
が
、
意
識
的
に
垂
只
方
言
を
話

そ
う
と
し
て
も
'
な
か
な
か
じ
ょ
う
ず
に
な
れ
な
い
。
「
林
」
　
「
畑
」
な
ど
で

は
、
広
島
方
音
の
話
者
は
'

っ

の
よ
う
に
言
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
「
ハ
可
叫
ガ
」
　
「
ハ
列
外
ガ
」
の
よ
う
に

い
う
べ
き
だ
と
の
認
識
が
で
き
て
も
、
他
に
も
数
多
-
の
語
が
あ
り
、
そ
れ
ら

の
語
の
一
つ
1
つ
の
語
ア
ク
セ
ソ
-
を
習
柑
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
う
て
い

望
む
べ
く
も
な
い
。
語
ア
ク
セ
ン
ト
に
対
し
て
注
意
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る

が
、
そ
の
学
門
は
、
1
朝
一
夕
に
し
て
成
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

語
ア
ク
セ
ン
ト
の
学
習
が
困
難
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

方
言
ア
ク
セ
ン
ト
で
生
活
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
よ
り
共
通
度
の
高
い
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ア
ク
セ
ン
ト
を
学
習
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
日
常
の
言
語
生
活
か

ら
改
め
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
日
常
の
言
語
生
活
で
'
1
文
ご
と
の
文
ア
ク
セ

ン
ト
が
'
東
京
方
言
の
そ
れ
に
近
い
感
じ
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
話
す
訓
練
を

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
1
文
の
細
部
の
ア
タ
七
ソ
ト
ま
で
は
及
ば
な
-
と

も
'
全
体
的
に
東
京
方
言
の
そ
れ
に
近
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
よ
う
な
訓
練

を
積
み
重
ね
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
語
ア
ク
セ
ソ
ト
の
学
習
以

上
に
、
効
果
的
な
学
習
法
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
朗
読
の
際
に
も
'
文
表
現
の

文
ア
ク
セ
ン
ト
を
考
え
て
発
音
す
る
よ
う
に
努
め
る
と
、
比
較
的
な
ま
り
の
感

じ
の
少
な
い
読
み
が
可
能
と
な
る
。

発
音
に
し
て
も
'
ア
ク
セ
ン
ト
に
し
て
も
'
日
常
の
自
然
な
対
話
生
は
の
う

ち
に
、
正
し
さ
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
日

常
の
言
語
生
活
の
う
ち
に
、
常
に
共
通
語
刺
激
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
教
師
自
身
の
言
語
生
活
が
共
通
語
刺
激
と
な
り
う
る
な
ら
ば
、
こ
れ
以
上

の
好
条
件
を
備
え
た
共
通
語
教
育
は
な
い
。

自
然
な
対
話
生
活
に
認
め
ら
れ
る
発
音
法
を
朗
読
に
用
い
る
こ
と
は
'
エ
ロ

キ
ュ
ー
シ
。
ン
と
は
異
な
る
'
落
ち
若
い
た
無
作
為
と
も
い
え
る
朗
読
を
な
す

こ
と
に
な
る
3
　
日
然
の
う
ち
に
'
事
は
説
き
つ
-
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
朗
読

と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
朗
読
に
適
切
な
文
章
は
'
説
明
文
へ
記
述
文

あ
る
い
は
論
説
文
な
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
文
茄
で
は
'
自
然
な
朗
読
の
う

ち
に
、
文
章
の
も
つ
構
成
が
正
し
-
把
握
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
エ
ロ
キ

ュ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
朗
読
は
即
物
的
な
具
象
化
を
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
。
打

輪
的
な
文
革
朗
読
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
'
自
然
な
日

常
対
話
的
な
朗
読
は
'
文
茸
の
事
理
や
構
成
を
具
象
化
す
る
点
に
特
色
が
あ

る
。
そ
れ
だ
け
に
論
述
性
の
強
い
文
節
朗
読
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
で
あ
る
。
ど

ち
ら
も
文
節
の
具
象
化
の
方
法
で
あ
る
と
い
っ
て
も
'
前
者
は
、
物
に
、
情
に

即
し
、
後
者
は
、
論
に
'
理
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
点
に
'
大
き
な
差
の
あ
る

方
r
i
l
と
い
え
る
の
で
あ
る
u

l
ニ
授
業
過
程
に
お
け
る
朗
読

朗
読
は
'
発
音
、
文
字
'
語
句
な
ど
の
正
し
さ
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
と
も

に
'
文
章
の
理
解
を
深
め
'
確
か
め
る
た
め
の
方
法
と
し
て
'
有
効
な
も
の
で

あ
る
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
朗
読
を
読
み
方
教
育
の
中
に
と
り
入
れ
た
の

は
'
明
治
三
十
八
年
'
森
岡
常
蔵
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
彼
は
朗
読
を
読
み
方

の
教
授
の
過
程
の
中
で
'
次
の
よ
う
に
位
忙
づ
け
て
い
る
O
　
托
.
,

1
　
予
備

二
　
L
J
示

(
-
)
素
読
(
優
等
生
の
読
み
う
る
者
よ
り
、
劣
等
生
に
及
ぼ
す
O
　
教
師
が
素

読
し
て
聞
か
せ
る
こ
と
も
あ
る
O
)

山
大
」
j
-
3
述
　
川
門
間
　
川
汀
蝣
^
-
i

糊
朗
読
(
機
械
的
・
論
理
的
・
甘
実
的
な
読
み
に
向
か
わ
せ
る
。
)

脚
讃
取

≡
　
蝣
J
用

役
は
、
朗
読
を
退
遠
の
い
う
エ
ロ
キ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
同
等
の
も
の
に
向
か
わ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
方
向
の
是
非
は
別
に
し
て
も
'
朗
読
を
授
業
過
程
の

ほ
ぼ
最
後
の
と
こ
ろ
に
位
位
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
'
朗
読
の
位
置
と
し
て
正
当

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

倉
沢
栄
吉
は
'
授
業
過
程
を
襲
返
し
た
学
習
過
程
の
閉
局
と
し
て
朗
読
の
位

抗
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
『
読
解
指
導
』
　
(
昭
和
三
十
一
年
'
朝
倉
吉
店
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刊
)
の
中
で
、
黙
読
指
導
と
音
読
指
導
と
の
共
存
の
必
要
性
を
説
い
た
上
で
、

朗
読
に
つ
い
て
も
、
音
読
の
中
で
の
学
習
過
程
は
次
の
よ
う
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。「

音
読
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
芦
読
み
と
で

も
い
う
べ
き
段
階
で
'
言
葉
に
ま
だ
熟
達
し
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
行
な

わ
れ
る
抹
習
学
習
で
あ
る
了
)
れ
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
=
コ
'
・
,
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ソ

で
'
自
分
の
耳
に
閃
か
せ
る
の
で
あ
る
。
語
を
音
戸
化
し
て
意
味
と
結
び
つ

け
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
言
葉
を
納
得
し
'
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
読
み

進
ん
で
い
く
と
い
う
学
習
で
あ
る
。

第
二
に
は
言
葉
読
み
と
で
も
い
う
べ
き
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
他
へ
の

理
解
の
補
助
で
あ
る
・
心
内
語
を
意
味
化
し
言
菓
化
す
る
。
こ
れ
は
伝
達
意

識
を
も
っ
て
い
る
。
(
中
略
)

第
三
に
は
文
読
み
と
で
も
い
う
べ
き
朗
読
の
段
階
で
あ
る
。
こ
れ
は
発
表

で
あ
る
。
じ
ゆ
う
ぷ
ん
身
に
つ
け
た
内
容
を
言
葉
化
し
て
、
自
分
の
耳
に
も

<

マ

マ

>

心
よ
い
創
作
活
動
と
し
て
'
表
現
す
る
。
1
つ
の
文
学
で
あ
り
芸
術
で
あ

る
。
こ
れ
は
マ
ス
=
n
・
,
、
ユ
ニ
デ
ー
シ
m
ソ
の
場
に
お
い
て
す
る
こ
と
も
あ

る
が
、
音
声
に
ょ
る
創
作
活
動
と
し
て
'
わ
が
耳
に
ひ
び
か
せ
る
働
き
は
'

・
パ
ー
ソ
ナ
ル
-
n
ミ
ニ
ー
ケ
-
シ
ョ
ソ
で
あ
る
。
」
誓

こ
れ
は
'
学
習
過
程
と
し
て
'
朗
読
が
最
終
の
過
程
に
位
位
す
る
と
す
る
。
そ

し
て
、
朗
読
が
'
・
パ
ー
ソ
ナ
ル
-
コ
-
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ソ
、
す
な
わ
ち
日
常
の

対
話
生
活
に
お
け
る
よ
う
な
伝
達
と
受
容
の
形
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
朗
読
に
つ
い
て
の
説
明
は
異
な
る
が
、
森
岡
常
蔵
の
場
合
と

ほ
ぼ
同
1
の
位
置
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

朗
読
は
'
話
し
こ
と
ば
領
域
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
'
あ
る
い
は
召
き
こ
と
ば

ハ
ー
ー
ォ
　
E
r
川
二
上
エ
バ
　
　
　
　
　
　
豆
)
は
、
」
i
~
'
j
は

「
話
し
こ
と
ば
」
の
学
習
と
U
で
Q
f
l
星
置
験
を
与
え
る
も
の
の
1
つ
と
さ
れ&
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昭
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三
十
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」
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・

ま
り
'
朗
読
は
'
話
し
こ
と
ば
と
い
う
言
語
活
動
静
態
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
四
十
三
年
の
学
習
指
導
要
銃
で
は
、
音
読
も
朗
読
も
「
読

む
こ
と
」
の
指
導
事
項
の
う
ち
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
音
声
言
語
指
導
'

T
・
:
し
.
㌻
一
・
・
:
∵
=
　
　
　
　
‥
.
 
'
.
.
 
'
*
^
月
"
蝣
*
'
.
I
 
*
・
-
t
-
i
　
叫
'
.
 
-
-
 
'
"
-
i
十
二

指
導
要
約
で
は
'
第
1
学
年
か
ら
第
四
学
年
ま
で
は
'
「
理
解
」
の
飢
域
の
指

導
事
項
と
し
て
音
読
を
、
第
五
学
年
と
第
六
学
年
で
は
「
表
現
」
の
領
域
の
指

導
事
項
と
し
て
朗
読
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
'
話
し

こ
と
ば
指
導
の
1
環
と
し
て
の
朗
読
は
な
い
。
わ
ず
か
に
へ
朗
読
を
表
現
力
を

育
て
る
た
め
の
活
動
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
へ
昭
和
四
十
三
年
の
指
導
要
領
以
後
は
'

話
し
こ
と
ば
領
域
の
指
導
と
し
て
の
音
読
、
朗
読
は
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
き

た
様
子
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
現
在
の
朗
読
指
導
の
哀
退
化
を
招
来
さ
せ
た
遠
因

と
も
な
っ
て
い
よ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
昭
和
四
十
三
年
の
指
導
要
餌

の
「
読
む
こ
と
」
と
い
う
'
理
解
過
程
の
1
側
面
で
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ

た
朗
読
が
、
昭
和
五
十
二
年
の
指
導
要
領
で
は
、
「
表
現
」
の
領
域
の
も
の
と

し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
変
革
で
あ
っ
た
と
い
え

る
o
朗
読
指
導
の
徹
底
を
改
め
て
亨
見
る
べ
き
時
観
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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朗
読
を
、
授
業
過
程
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
と
り
入
れ
て
い
-
か
。
内
容
理

解
と
そ
の
反
映
i
J
し
て
の
朗
読
に
よ
る
表
現
と
の
1
体
と
な
っ
て
働
く
指
導
過

程
は
、
授
業
過
程
を
収
約
す
る
方
法
と
し
て
位
駐
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
る
ま

い
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

現
在
の
国
語
教
育
の
中
で
'
文
字
言
語
の
指
導
の
方
法
は
、
そ
れ
な
り
に
方

法
的
解
明
が
行
な
わ
れ
て
き
て
い
た
。
そ
れ
に
反
し
て
、
音
声
言
語
の
指
導
方

法
の
解
明
は
'
ひ
じ
ょ
う
に
お
-
れ
て
い
る
。
「
朗
読
」
も
'
音
声
言
語
教
育

の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
O

・
a
s
託
を
'
音
声
表
現
に
よ
る
こ
と
ば
の
理
解
の
方
法
と
し
て
考
え
る
こ
と

は
'
・
有
益
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
文
字
言
語
か
ら
の
読
解
だ
け
で
は
つ
く
せ

な
い
分
野
を
充
足
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
読
解
指
導
の
徹
底
も
図
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

音
声
言
語
指
導
は
'
「
話
し
合
い
の
進
め
方
」
　
「
会
議
の
し
か
た
」
　
「
こ
と

ば
づ
か
い
」
な
ど
'
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
言
語
生
活
技
術
に
か
か
わ
る
文
章
に

準
拠
す
る
指
導
を
中
心
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
へ
読
解
な
の
か
、
知
的
理
解

な
の
か
'
実
践
指
導
な
の
か
と
い
う
点
で
t
と
ま
ど
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
'

音
戸
言
語
指
導
は
欠
落
し
て
い
-
と
い
う
過
程
を
た
ど
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
朗

読
は
、
国
語
教
育
に
お
け
る
音
声
言
語
指
導
の
不
足
を
補
う
方
法
と
な
る
も
の

な
の
で
あ
る
。

注
l
　
『
近
代
国
語
教
育
論
大
系
』
五
、
昭
和
五
十
年
、
光
村
図
書
出
版

刊
。
四
四
べ
-
'
.
N
。
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『
迅
速
選
奨
』
第
六
巻
、
大
正
十
五
年
'
春
陽
堂
刊
。
(
「
教
育
家

と
し
て
の
坪
内
先
生
」
五
十
嵐
力
説
抗
記
録
)
　
1
五
ペ
ー
ジ
。

F
退
造
選
集
』
第
十
1
巻
'
昭
和
二
年
'
春
陽
堂
刊
。
(
「
脚
本
の
朗

読
法
」
)
三
三
二
～
三
三
三
ペ
ー
ジ
。

昭
和
七
年
'
中
文
館
刊
。
五
ペ
ー
ジ
。

昭
和
八
年
、
厚
生
閣
刊
。
雑
誌
「
教
育
　
国
語
教
育
」
臨
時
号
。

注
5
と
同
1
誌
。

昭
和
四
十
二
年
'
有
朋
堂
刊
。
T
≡
三
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

『
各
科
教
授
法
精
義
』
昭
和
三
十
八
年
、
同
文
館
刊
。
六
七
ペ
～

B
サ

1
九
二
～
1
九
三
べ
-
¥
N
。

(
本
学
学
校
教
育
学
部
教
授
)

659




