
『
中
等
国
語
』
　
漢
文
編
の
追
究

-
　
は
じ
め
に
-
問
題
の
所
在
と
本
稿
の
目
的
-

F
中
等
国
語
j
i
は
文
編
(
正
式
名
称
は
『
中
等
国
語
　
二
川
j
・
r
中
等
国
語

三
㈹
」
　
の
二
冊
'
い
ず
れ
も
昭
s
・
t
-
.
^
.
、
文
部
省
)
　
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
「
原
田
親
貞
文
書
」
　
(
教
科
呑
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
)
を
中
心
に
し
て
、
主

と
し
て
「
漢
文
福
」
の
成
立
過
程
及
び
そ
の
実
態
お
よ
び
特
色
(
-
『
中
等
国

語
』
に
つ
い
て
'
2
漢
文
追
放
の
記
事
　
3
『
初
級
用
「
中
等
国
語
」
乙
種
編

纂
の
要
項
し
　
4
r
「
中
等
国
語
」
乙
椎
教
材
配
当
表
』
と
『
中
等
国
語
」
漢
文

:
o

編
と
の
比
較
な
ど
)
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
そ
の
後
'
「
こ
の
教
科
書
舶
修
に
中

(
2
)

心
的
役
割
を
果
た
し
た
」
長
沢
規
矩
也
　
(
当
時
'
法
政
大
学
教
授
)
　
に
『
国
語

学
習
中
の
漢
文
学
習
指
導
し
　
(
昭
c
m
*
<
*
>
・
c
<
i
 
、
学
友
社
)
や
「
『
中
等
国
語
』

川
の
編
刊
に
当
た
り
て
」
(
「
新
し
い
教
室
」
2
-
8
、
中
教
出
版
へ
昭
　
。
。
)

な
ど
の
著
作
・
論
文
の
あ
る
こ
と
を
知
り
'
こ
こ
に
本
「
沃
文
桐
」
の
編
修
邪

情
が
さ
ら
に
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

の
著
作
・
論
文
を
本
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
特
に
「
漢
文
編
」
の

成
立
背
景
に
つ
い
て
前
稿
を
補
う
こ
と
に
し
た
い
.
と
-
わ
け
こ
の
長
沢
の
著

吉
　
田
　
裕
　
久

吉
は
'
教
科
吾
編
修
に
携
わ
っ
た
と
き
か
ら
三
～
四
年
の
時
間
を
経
て
詐
か
れ

た
も
の
で
あ
り
'
ま
た
長
沢
は
r
中
等
国
語
」
≠
挟
文
編
の
編
修
と
時
を
ほ
ぼ
同

じ
-
し
て
高
等
学
校
の
「
漢
文
」
教
科
書
に
も
主
任
編
者
と
し
て
携
わ
っ
て
い

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
記
憶
が
混
同
・
不
鮮
明
に
な
っ
た
部
分
が
あ
る
反
面
、
当

時
と
し
て
は
発
言
し
に
-
か
っ
た
「
本
音
」
の
部
分
が
語
-
出
さ
れ
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
分
析
・
検
討
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
'
今

少
し
、
F
中
等
国
語
』
漢
文
編
の
成
立
事
情
、
と
-
わ
け
そ
の
教
科
書
編
修
の
基

盤
に
な
る
漢
文
学
習
の
目
的
に
か
か
わ
る
部
分
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

2
　
長
沢
規
矩
也
と
『
中
等
国
語
』
漢
文
編
と
の
か
か
わ
り

(
-
)
　
編
修
へ
の
参
加

ま
ず
'
法
政
大
学
教
授
で
あ
っ
た
長
沢
が
r
中
等
国
語
」
沃
文
編
の
編
修
に

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
辺
り
か
ら
'
見
て

<
1
!
い
。

敗
戦
後
、
学
校
の
制
度
組
織
は
根
本
的
に
改
正
さ
れ
、
教
科
の
名
称
か
ら
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内
容
ま
で
変
わ
り
へ
　
こ
れ
に
順
応
す
る
よ
う
な
教
科
書
が
編
修
官
の
手
で
な

く
'
委
員
制
で
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
'
取
り
あ
え
ず
文
部
省
で
編
刊
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
国
語
科
は
'
名
称
は
元
の
ま
ま
残
っ
た
が
'
そ
れ
に

よ
っ
て
生
従
の
精
神
生
活
を
指
導
す
る
と
い
う
面
は
削
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ

の
方
針
で
松
田
編
修
官
を
中
心
に
民
問
委
E
=
ら
に
よ
っ
て
教
科
部
が
編
ま
れ

で
あ
り
、
「
漢
文
編
」
の
行
-
先
を
占
う
一
つ
の
予
兆
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

(
2
)
　
編
修
委
員
会
の
様
子

さ
て
、
そ
の
出
来
上
が
っ
た
編
修
委
j
i
会
の
様
子
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

委
員
会
は
招
集
さ
れ
た
。
竹
田
博
士
が
中
心
で
、
例
に
よ
っ
て
発
言
の
多

る
よ
う
に
な
っ
た
O
(
中
略
)
文
理
大
の
竹
田
復
博
士
学
校
教
育
局
の
詫
保
孝

い
の
は
私
。
大
体
、
漢
字
制
限
と
い
う
線
に
そ
っ
て
、
新
制
中
学
川
に
漢
文

氏
な
ど
は
委
員
に
き
ま
っ
て
い
て
'
私
に
も
内
交
渉
が
あ
っ
た
。

(
中
略
)
従

的
内
容
の
教
材
を
仮
名
ま
じ
り
で
編
む
と
い
う
こ
と
が
き
ま
っ
て
い
た
。
こ

乗
の
大
家
が
'
い
ず
れ
も
追
放
に
か
か
る
恐
れ
が
あ
っ
て
引
っ
込
ま
れ
'
こ

の
程
に
乗
じ
て
、
反
日
の
態
勢
に
あ
っ
た
国
語
科
の
人
々
に
よ
っ
て
、
漠
文

れ
に
対
し
て
'
私
た
ち
は
'
こ
ぞ
っ
て
'
せ
め
て
三
年
の
末
に
は
、
原
文
を

教
え
た
い

当
用
漢
字
の
範
囲
内
の
文
章
を
論
語
・
孟
子
の
中
か
ら
採
れ
る

科
は
全
滅
さ
れ
そ
う
だ
か
ら
と
い
わ
れ
て
、
そ
う
逃
げ
て
も
い
ら
れ
な
か
っ

丹
叫
中
等
教
育
に
実
際
の
経
験
が
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
、
こ
の
経
験
に
官
印

で
は
な
い
か
と
迫
っ
た
。

沃
文
教
育
懇
話
会
か
ら
は
、
実
地
の
教
員
を
無
視

み
'
又
'
同
窓
で
あ
り
'
か
ね
て
私
の
と
め
男
で
あ
る
内
田
泉
之
助
氏
も
そ

す
る
な
と
委
員
会
に
二
名
乗
り
込
ん
だ
。
私
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
'
舞
田
・

清
田
と
い
う
才
能
あ
る
両
君
が
現
場
に
い
る
の
を
知
っ
た
。
編
修
官
は
'
松

の
委
H
に
入
れ
る
こ
と
を
条
作
に
こ
れ
を
引
受
け
る
こ
と

)
u
E

な
っ
た
。
こ
れ

田
邪
が
追
放
の
試
任
を
一
人
で
背
れ
っ
て
退
き
'

石
森
編
修
官
の
世
と
な
-
、
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が
私
の
漢
文
教
育
の
深
入
り
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

長
沢
が
「
漢
文
編
」
の
編
修
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
時
'
す
で
に
竹
田

復
・
麓
保
孝
が
編
陀
委
員
と
し
て
決
定
し
て
い
た
.
こ
の
l
員
と
し
て
'
長
沢

は
'
実
践
経
験
の
あ
る
内
田
泉
之
助
を
伴
っ
て
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ

た
o
「
沃
文
科
は
全
滅
さ
れ
そ
う
だ
か
ら
と
い
わ
れ
て
、
そ
う
逃
げ
て
も
い
ら

れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
動
機
と
し
て
表
明
さ
れ
た
点
は
、
長
沢
の
こ
の
漢
文
教

科
書
に
対
す
る
そ
の
後
の
か
か
わ
り
を
見
る
上
で
と
て
も
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ

る
.
そ
し
て
、
こ
の
発
言
か
ら
'
編
帽
当
時
'
同
語
委
員
と
漢
文
委
H
と
の
間

で
必
ず
し
も
し
っ
-
-
と
い
っ
て
い
な
い
、
何
や
ら
雲
行
き
の
怪
し
い
雰
囲
気

が
漂
っ
て
い
た
こ
と
も
伝
わ
っ
て
-
る
o
国
語
委
H
へ
の
不
信
感
に
満
ち
、
漢

文
廃
止
を
阻
止
す
る
背
水
の
陣
の
気
構
え
で
乗
り
込
ん
で
行
っ
た
と
い
う
こ
と

国
語
の
教
科
書
の
内
容
も
根
本
的
に
改
め
ら
れ
'
非
常
に
や
さ
し
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
古
典
を
持
た
ぬ
ア
メ
リ
カ
当
局
の
話
を
そ
の
ま
ま
受
入
れ
て

先
方
の
例
示
の
や
う
に
ー
現
代
語
中
心
と
L
t
長
編
を
入
れ
る
に
至
り
'

文
の
教
科
許
も
自
然
と
圧
迫
を
受
け
へ

文
部
省
当
局
は
、
何
で
も
か
ん
で
も
'

進
駄
叩
当
局
の
意
志
と
称
し
て
わ
れ
わ
れ
に
迫
っ
た
。
漢
文
の
内
容
を
も
っ

た
教
科
許
を
別
冊
に
す
る
こ
と
は
認
め
る
が
'

「
漢
文
編
」
と
名
づ
け
て
は

い
け
な
い
。
後
に
は
'
「
乙
種
」
と
か
へ
　
「
別
冊
」
と
か
い
っ
て
も
い
け
な
い

と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。

原
文
は
全
然
入
れ
て
は
い
け
な
い
。
圧
迫
は
大
き

射
~
刊
だ
。
(
中
略
)
後
に
な
っ
て
考
え
る
と
、
こ
の
間
の
消
息
の
中
で
、
ど
の

程
度
が
進
駐
耶
当
局
の
意
志
で
あ
っ
た
か
分
か
ら
な
い
。
ま
し
て
'
当
局
に

対
し
て
少
し

の
意
見
も
い
わ
ず
先
方
の
助
言
を
文
部
当
局
が
う
の
み
に
し
た



こ
と
は
非
常
に
多
か
っ
た
ら
し
い
。

当
用
漢
字
制
限
の
影
響
を
強
-
受
け
な
が
ら
'
仮
名
交
じ
り
で
漢
文
編
教
科

杏
を
嗣
む
方
針
で
編
修
が
着
手
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
長
沢
は
'
き
っ
そ
く
こ

れ
に
反
発
し
'
原
文
の
一
部
導
入
'
当
用
漢
字
の
範
関
内
の
文
章
と
し
て
論

語
・
孟
子
の
採
用
を
強
調
し
た
。
漢
文
存
続
ゆ
え
の
主
張
で
あ
っ
た
。
実
践
現

場
(
漢
文
教
育
懇
話
会
)
か
ら
舞
田
正
達
(
東
京
都
立
第
八
中
学
校
)
・
清
田
活

(
斑
京
都
立
第
一
中
学
校
)
が
加
わ
っ
て
'
総
勢
六
人
で
編
修
に
あ
た
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
人
は
長
沢
の
後
押
し
を
し
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
引
用
部
分
か
ら
、
編
修
委
員
会
と
文
部
当
局
と
の
間
で
も
、
か
な
り
の
確
執

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
確
か
に
へ
こ
の
時
の
基
盤
と
な
る
『
中
等
国
語
』

1
⊥
二
は
内
容
・
表
現
と
も
に
非
常
に
易
し
-
な
っ
た
。
現
代
語
中
心
へ
長
編

の
採
録
、
古
文
の
減
少
な
ど
は
、
こ
の
教
科
書
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
当

時
の
思
潮
と
し
て
の
「
古
典
か
ら
の
解
放
」
　
の
影
響
も
あ
っ
た
o
そ
こ
で
'
沃

文
を
独
立
し
た
科
目
と
し
て
で
は
な
-
、
国
語
科
の
l
部
と
し
て
、
原
文
は

ま
っ
た
-
入
れ
な
い
で
編
修
す
る
な
ど
の
指
示
が
あ
っ
た
。
が
'
こ
れ
ら
文
部

省
当
局
か
ら
の
指
示
に
対
し
て
'
長
沢
は
C
I
E
の
指
示
と
称
し
て
拡
大
解
釈

を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
信
感
を
露
に
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
漢

文
弱
体
化
の
陰
に
'
文
部
当
局
(
と
-
わ
け
国
語
教
科
詐
総
前
任
者
と
し
て
の

石
森
)
　
が
あ
っ
た
と
も
受
け
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
硯
に
'
石
森
は
、
か
な

文
字
論
'
ロ
ー
マ
字
論
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
。
「
ま
し
て
、
当
局
に
対
し
て
、

少
し
の
汁
心
兄
も
い
わ
ず
先
方
の
助
言
を
文
部
当
L
?
が
う
の
み
に
し
た
こ
と
は
非

常
に
多
か
っ
た
ら
し
い
」
辺
り
か
ら
は
'
長
沢
の
悦
悦
た
る
思
い
'
歯
乳
り
さ

え
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。

3
　
漢
文
学
習
の
意
義
と
目
的

さ
て
、
こ
う
し
た
中
で
'
も
っ
と
も
大
き
な
問
題
は
'
お
そ
ら
く
漢
文
学
習

の
意
義
・
目
的
を
め
ぐ
る
攻
防
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
こ

れ
ま
で
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
教
科
書
編
修
の
舞
台
裏
、

と
り
わ
け
編
修
委
員
を
公
開
し
な
い
国
定
教
科
古
に
あ
っ
て
は
な
か
な
か
内
部

情
報
が
外
部
に
出
な
い
と
い
う
の
が
通
常
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時

の
茨
文
教
L
'
E
は
、
l
大
変
革
の
渦
中
に
あ
っ
た
O
漢
文
不
安
、
沃
文
廃
止
の
大

合
唱
が
聞
こ
え
て
-
る
中
で
'
編
修
の
如
何
に
よ
っ
て
は
そ
の
ま
ま
廃
止
に
な

り
か
ね
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
個
人
的
な
持
論
に
止
ま
ら
ず
、
漢
文

教
育
を
窮
地
か
ら
救
う
説
得
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
長
沢
は
、
そ
の

任
を
背
負
っ
て
、
こ
の
仕
事
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。

(
-
)
　
長
沢
の
主
張

長
沢
は
、
編
作
委
員
会
で
、
漢
文
学
習
の
意
義
と
目
的
に
つ
い
て
へ
次
の
よ

う
に
主
張
し
た
と
い
う
。

敗
戦
後
'
忠
と
孝
と
を
出
発
点
と
す
る
伶
群
教
育
が
否
定
さ
れ
た
の
で
、

国
語
漢
文
科
の
終
極
の
目
的
を
国
民
精
神
の
滴
義
と
い
う
点
に
お
く
こ
と
は
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認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
私
が
昭
和
二
十
一
年
の
夏
に
文
部
省
の

I
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私
は
'
教
科
古
の
編
修
に
先
き
だ
っ

て
ー
ま
ず
沃
文
科
の
学
習
の
目
的
を
定
め
る
こ
と
を
委
H
会
に
提
案
し
た
が
、

当
時
の
委
員
中
に
は
、
依
然
と
し
て
東
洋
道
徳
の
完
成
を
目
ざ
す
人
々
と
ー

現
在
中
華
民
国
の
理
解
を
主
張
す
る

一
派
と
が
や
や
対
立
し
て
い
る
状
態
で



あ
っ
た
。
そ
こ
で
私
ど
も
は
わ
が
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
が
第
1
で
あ
り
'

そ
れ
ゆ
え
に
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
科
目
中
に
漢
文
が
は
い
る
こ
と
を
強

調
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
意
見
を
1
致
さ
せ
た
。
す
な
わ

ち
'第

一
第
二

!
ァ
a
n

わ
が
国
の
文
化
の
理
解

東
洋
文
化
の
淵
源
た
る
支
那
文
化
の
理
解

現
代
中
華
民
国
の
認
識

・

.

l

を
得
た
。
も
と
よ
り
'
こ
の
結
論
も
岩
村
氏
の
助
言
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
「
古
い
漢
文
教
育
」
(
東
洋
遺
徳
)
か
ら
脱
皮
し
て
'
ま
た
「
新
し

す
ぎ
る
漢
文
教
育
」
(
中
田
雅
的
)
か
ら
も
距
紅
を
置
い
て
、
長
沢
は
言
わ
ば
第

三
の
立
場
と
し
て
の
「
わ
が
国
の
文
化
の
理
解
」
の
た
め
に
「
国
語
学
習
中
の

1
部
」
と
し
て
漢
文
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
.

長
沢
は
'
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

漢
文
を
国
語
学
習
の
一
部
と
し
て
学
ぶ
と
い
う
私
の
考
え
か
た
は
'
私
の

と
し
た
。
私
が
中
教
の
　
「
漢
文
」
を
主
編
し
た
時
に
も
こ
の
考
え
は
大
し
て

.

.
・
:
,

変
ら
ず
へ
　
た
だ
1
条
で
も
多
く
し
て
見
よ
う
か
と
思
っ
て
t
 
l
例
と
し
て
'

そ
の
序
説
に
、

第
一
　
東
洋
文
化
の
淵
源
を
知
る
た
め
に

第
二
　
漢
民
族
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に

第
三
　
中
華
民
国
を
認
識
す
る
た
め
に

第
四
　
わ
が
過
去
の
文
化
を
知
る
た
め
に

の
四
つ
を
挙
げ
た
。
実
を
い
う
と
'
当
時
の
私
の
頭
の
中
に
も
'
自
分
が
過

去
に
お
い
て
受
け
て
来
た
古
い
漢
文
教
育
が
こ
び
-
つ
い
て
い
て
'
そ
れ
に
ー

過
去
ば
か
り
で
な
く
、
現
在
の
隣
邦
を
も
知
る
手
段
と
し
た
い
と
い
う
か
ね

て
の
考
え
が
存
在
し
、
同
じ
委
月
中
の
麓
保
孝
氏
な
ど
と
完
全
に
同
じ
意
見

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
も
　
こ
の
　
「
漢
文
」
　
の
完
成
ま
で
の
数
箇
月
間
に
は
'
東
西
の
言

語
文
化
に
通
暁
し
て
い
る
友
人
岩
村
忍
氏
の
多
大
の
援
助
を
借
-
て
の
進
駅

軍
の
民
間
情
報
教
f
r
c
g
(
u
-
w
)
と
の
交
渉
に
伴
な
っ
て
、
沃
文
科
の
先

生
が
た
の
要
望
を
満
た
す
た
め
に
は
'
む
し
ろ
国
語
と
い
う
教
科
の
中
に
入

予
期
し
て
い
た
ご
と
-
'
一
部
の
漢
文
の
先
生
か
ら
反
対
さ
れ
た
。
し
か
し
、

私
は
、
そ
の
反
対
を
予
期
し
て
い
た
だ
け
に
'
仝
-
驚
か
な
か
っ
た
。
材
剰

国
に
お
け
る
漢
文
学
習
は
こ
う
い
う
方
向
以
外
に
生
き
る
道
が
な
い
と
信
じ

刊
中
村
L
t
又
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
我
田
引
水
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
現
在
も
関
係
各
当
局
は
'
漠
文
科
を
国
語
学
習
を
補

う
も
の
と
し
て
'
必
須
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
初
め

こ
の
考
え
か
た
に
反
対
し
た
一
部
の
漠
文
科
の
先
生
が
た
の
動
向
も
、
こ
の

ご
ろ
で
は
か
え
っ
て
賛
成
に
近
づ
い
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
漢
文
の
目
的
を

東
洋
倫
理
、
東
洋
道
徳
の
完
成
に
あ
る
と
説
-
人
は
今
日
で
は
ほ
ほ
な
-

な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
し
か
し
、
現
在
中
華
民
国
の
認
識
に
資
す
る

こ
と
を
主
目
標
と
す
る
人
は
'
今
で
も
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
漠

文
科
が
社
会
科
の
中
に
は
い
っ
て
し
ま
い
、
漠
文
科
の
存
続
と
は
な
ら
な
い
。
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今
、
私
が
考
え
る
漢
文
学
習
の
目
的
と
か
意
義
と
か
い
う
べ
き
も
の
は

こ
れ
を
二
百
で
い
え
ば
、
国
語
学
習
の
l

部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
-
、

れ
、
国
語
学
習
中
の
一
部
を
成
す
も
の
と
考
え
る
の
が
至
当
だ
と
い
う
結
論

C
3

中
教
の
「
漢
文
」
　
の
序
説
に
し
る
し
た
各
条
は
副
目
的
と
な
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
立
場
が
'
も
っ
と
も
こ
の
時
へ
漢
文
の
存
続
を
決
定
的
な
ら

し
め
た
発
言
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
言
う
よ
-
も
、
こ
の
発
言
以
外
に
当



時
の
洪
文
の
窮
地
を
救
う
手
立
て
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
さ
ら
に
こ

の
引
用
文
の
直
後
で
「
今
日
の
漢
文
学
習
の
目
的
は
国
語
学
習
の
効
果
を
挙
げ

r
p
p

る
た
め
と
い
っ
て
よ
い
。
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
。

こ
の
「
漢
文
は
国
語
学
習
の
一
部
」
と
い
う
考
え
方
は
'
確
か
に
こ
の
時
の

重
要
な
ボ
イ
ン
ー
で
あ
っ
た
。

<
)
　
r
中
等
国
語
」
漢
文
編
二
冊
の
教
材
分
類

し
か
し
、
現
実
に
は
、
こ
の
時
、
こ
の
長
沢
の
意
見
は
最
終
的
に
は
通
ら
な

か
っ
た
。
と
言
う
の
も
、
出
来
あ
が
っ
た
教
科
書
は
、
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

①
　
こ
こ
で
t
 
F
中
等
国
語
」
漢
文
編
二
冊
の
教
材
分
類
を
見
て
み
よ
う
O
『
初

級
用
「
中
等
国
語
」
乙
種
編
纂
の
要
項
」
に
基
づ
い
て
'
文
体
と
と
も
に
教
材

分
類
を
記
せ
ば
'
以
下
の
よ
う
に
な
る
(
◎
は
、
「
編
纂
の
要
項
」
に
は
無
か
っ

た
新
教
材
)
0

『
中
等
国
語
　
二
川
j

『
中
等
国
語
　
三
川
」

8
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◎
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◎
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f
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由
+-

東 お
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m
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、
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派

輿 :D u 輿

昌冗
体

E] IU u n 寡 寡 訓
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体
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隻
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徒
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②
　
「
編
纂
の
要
項
」
に
な
-
「
漢
文
編
」
で
新
た
に
増
え
た
教
材

「
編
纂
の
要
項
」
に
な
-
、
「
漢
文
編
」
で
新
た
に
増
え
た
の
は
◎
を
付
し
た

9
教
材
(
東
洋
古
典
上
乗
洋
文
化
8
)
　
(
口
語
体
7
、
文
語
体
2
)
、
こ
う
し

て
「
東
洋
文
化
に
関
す
る
も
の
」
を
「
口
語
体
」
で
と
い
う
の
が
そ
の
特
徴
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
「
漢
文
編
」
全
体
の
印
象
を
平
易
化
し
た
と

の
受
け
止
め
を
助
長
す
る
も
の
と
な
っ
た
。



③
　
「
編
纂
の
要
項
」
か
ら
消
え
た
1
8
教
材

逆
に
「
編
纂
の
要
項
」
か
ら
消
え
た
1
8
教
材
は
、
東
洋
古
典
9
'
東
洋
文
化

6
、
現
代
中
国
3
。
現
代
中
国
の
認
識
も
3
教
材
の
減
だ
が
、
東
洋
古
典
の
教

養
は
実
に
9
教
材
も
減
と
な
っ
て
、
こ
う
し
た
漢
文
国
有
の
分
野
と
も
言
う
べ

き
教
材
が
大
き
く
減
退
し
た
様
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
文
体
の
点
で
も
'
口
語

体
3
'
文
語
体
1
 
1
'
訓
読
体
5
。
文
語
体
は
実
に
1
 
1
も
減
り
、
訓
読
体
も
5

減
っ
て
、
こ
れ
ま
た
大
き
く
後
退
し
た
o
結
局
へ
訓
読
体
は
、
教
材
中
に
l
郡

含
む
も
の
も
合
わ
せ
て
全
2
3
課
中
8
教
材
(
こ
の
う
ち
1
教
材
は
「
詩
　
五

桂
」
)
'
三
分
の
l
と
な
っ
た
。
文
章
表
現
と
し
て
の
古
典
的
要
素
が
大
き
-
減

過
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
編
纂
の
要
項
」
作
成
時
よ
-
新
た
に
加
わ
っ
た
教
材
'
逆
に
消
え

去
っ
た
教
材
を
眺
め
て
み
る
と
'
目
的
と
し
て
は
東
洋
文
化
の
理
解
ー
文
体
と

し
て
は
口
語
体
(
仝
2
3
教
材
中
1
4
教
材
)
　
の
進
山
と
い
う
印
象
の
濃
い
漢
文
教

科
許
が
出
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
口
語
文
に
よ
る
「
中
国
文
化
読
本
」

(
全
2
3
教
材
中
1
2
教
材
)
　
で
あ
っ
た
。

「
編
纂
の
要
項
」
に
あ
り
な
が
ら
、
r
中
等
国
語
二
川
〓
中
等
国
語
三
㈹
』
で

は
削
除
さ
れ
た
教
材

中 聡 人 栄 雑 莱 請 鵬 享へ
ロHtl
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学
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懸 故 i). 漢 中 礼

教
軍 守

醍
氏
族

江

r*

千

過 K
au

^ 樹

日、
(2)

樵

の
謀

社
会

名

塞 塞 塞 口 茎 茎 文
体ぎ丘PR体

=EP̀コ体
=五JlR体

=菟
PL]体

=五
L=L]体

:瓦
荏

莱 莱 東 硯 莱 莱 ‖

洋 洋 洋 代 洋 拷 的

坐
文 古 文 中 古 文

化 *!蝣化 国 ft 化

文 磨 磨 料 伝 伝 徒

の早
的

史 史 -J-
的

記 記 輿
味

希
望

也 也 過 過

哩 哩 請

冒
行

請

言
行

こ
う
し
て
'
実
際
に
は
'
長
沢
の
願
っ
た
よ
う
な
「
わ
が
国
の
文
化
の
理
解
」

の
た
め
の
漢
文
教
科
書
と
は
幾
分
か
距
離
を
置
-
教
科
書
が
出
き
あ
が
っ
た
の

で
あ
る
o

(
3
)
　
『
初
級
用
「
中
等
国
語
」
乙
種
編
纂
の
要
項
」
に
見
る
目
的

が
、
「
漢
文
編
」
も
'
長
沢
の
主
張
す
る
「
漢
文
は
国
語
の
一
部
」
を
実
現

し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
実
現
し
た
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
と

言
う
の
も
、
「
編
纂
の
要
項
」
に
は
'
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
0

(
a
)
　
東
洋
古
典
の
教
養

わ
が
国
の
古
典
は
'
は
じ
め
か
ら
支
那
の
古
典
の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
成

立
発
媒
し
て
き
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
支
那
の
古
典
は
又
'
根
底
的
に
は



日
本
の
古
典
で
も
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
支
那
の
古
典
及
び
そ
れ
と
尤
も
関

J
:
・
T
・
,

係
の
深
い
劃
創
動
を
読
む
に
つ
い
て
'
細
封
矧
到
矧
矧
を
与
へ
よ
う

と
す
る
の
が
'
こ
の
書
を
編
纂
す
る
第
一
の
目
的
で
あ
る
.

(
b
)
　
東
洋
文
化
の
理
解

日
本
の
文
化
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
支
那
文
化
に
よ
っ
て
決
定
的
な
影
響
を

被
っ
て
き
た
か
ら
'
支
那
文
化
を
知
る
こ
と
は
又
、
わ
が
国
の
文
化
を
知
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
し
て
支
那
文
化
に
つ
い
て
の
初
歩
的
な
知
識

を
与
え
、
伝
統
の
正
確
な
理
解
を
助
け
る
こ
と
が
こ
の
吉
の
第
二
の
目
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
C
)
　
現
代
中
国
の
認
識

過
去
の
支
那
が
そ
の
長
い
伝
統
を
背
H
机
に
し
て
近
代
的
世
界
と
ふ
れ
あ
ふ
こ

と
に
よ
っ
て
ど
の
や
う
な
変
化
・
発
展
を
も
た
ら
し
つ
つ
あ
る
か
。
か
う
し

た
点
に
つ
い
て
の
知
識
を
与
へ
る
こ
と
は
'
隣
邦
支
那
と
の
新
し
い
善
隣
関

係
を
結
ぶ
た
め
に
も
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
た
の
が
'

J
,
I
,

こ
の
第
三
の
目
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
'
「
中
国
の
古
典
を
学
び
、
中
国
の
文
化
を
学
ぶ
こ
と
は
、
日
本
の
古

典
、
日
本
の
文
化
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
基
底
に
立
ち
、
(
-
)
　
そ
れ

ら
を
読
む
に
際
し
て
初
歩
的
な
教
養
を
与
え
る
こ
と
'
そ
し
て
　
(
2
)
　
中
国
文

化
に
つ
い
て
の
知
識
を
与
え
、
理
解
を
助
け
る
こ
と
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
古
典
は
日
本
古
典
の
源
泉
、
中
国
文
化
を

知
る
こ
と
は
日
本
文
化
を
知
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
へ
　
こ
こ
で
は
中
国
古
典
、
中

国
文
化
に
焦
点
を
当
て
れ
ば
良
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
う
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
な
れ
ば
'
長
沢
の
主
張
と
大
差
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
'
こ
れ
は
長
沢
の
願
う
「
漢
文
は
国
語
の
l
部
」
　
の
具
体
化
で
は
な

か
っ
た
。
現
に
'
こ
う
し
た
結
果
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
'
長
沢
は
'
次

の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

「
中
等
国
語
」
の
第
四
分
冊
が
編
刊
さ
れ
た
当
時
は
'
検
閲
当
局
に
も
'
沃

文
の
特
殊
性
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
私
た
ち
の
考
え
方
も
ま
と

ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
故
に
'
文
化
読
本
的
な
も
の
を
編
ん
だ
。
し
か
し
'

漢
文
が
同
語
の
一
部
で
あ
る
と
は
っ
き
り
し
た
今
日
も
あ
の
第
四
分
冊
の
形

式
が
過
当
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
'
二
十
三
年
度
に
'
こ

の
種
の
教
科
霞
が
日
本
側
調
査
員
の
眼
を
通
過
し
て
も
、
検
閲
当
局
に
よ
っ

て
落
第
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
当
然
の
結
果
と
私
も
思
う
。
私
ど
も
が
あ
の
検

定
基
準
を
修
正
し
た
と
き
に
、
そ
の
絶
対
条
件
の
第
二
条
に
示
し
た
ご
と
く

語
学
的
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
.
詐
全
体
が
社
会
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
o

本
文
中
に
少
し
は
漢
文
を
入
れ
て
よ
い
こ
と
は
(
四
)
表
現
川
の
第
二
条
で

明
ら
か
で
あ
る
o
私
は
、
こ
の
種
の
教
科
書
は
'
日
華
文
化
の
関
係
、
こ
と

に
そ
の
社
会
科
的
説
明
よ
り
も
'
漢
文
の
文
体
そ
の
も
の
が
わ
が
こ
と
ば
に

い
か
に
大
な
る
影
響
を
与
え
た
か
を
示
す
内
容
を
有
す
べ
き
で
あ
-
'
直
接

支
那
文
化
に
触
れ
る
よ
-
も
、
明
治
時
代
の
漢
文
口
調
の
論
説
文
な
ど
を
採

り
入
れ
て
、
語
学
的
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
資
料
か
ら
成
立
す
べ
き
も
の
で

あ
る
と
思
う
。
よ
っ
て
「
中
等
国
語
」
と
併
用
さ
れ
る
第
四
分
冊
は
、
こ
の

立
脚
点
に
立
っ
て
改
編
さ
る
べ
き
で
あ
り
'
基
準
が
別
で
、
漠
文
科
専
門
調

禿
員
が
調
査
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
同
学
年
の
他
の
分
冊
と
は
別

(
I
,
)

の
独
立
性
を
明
確
に
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

長
沢
は
'
中
国
文
化
読
本
(
特
に
地
理
・
歴
史
・
科
学
な
ど
一
般
的
説
明
に

な
っ
て
い
る
も
の
)
へ
現
代
中
国
の
認
識
の
た
め
の
教
科
書
は
漢
文
教
科
#
L
=
と
し

て
は
誤
っ
て
い
た
と
は
っ
き
-
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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(
4
)
　
漢
文
教
育
懇
話
会
の
受
け
と
め

こ
う
し
た
た
め
ら
い
は
、
次
の
漢
文
教
育
懇
話
会
の
発
言
に
も
う
か
が
え
る
。

昨
年
七
月
'
文
部
省
が
漢
文
教
科
詰
編
纂
委
只
会
を
組
織
し
て
'
初
級
中

学
校
用
漢
文
入
門
の
編
纂
に
着
手
す
る
に
当
た
-
(
後
中
等
国
語
の
と
い
う

こ
と
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
煩
を
避
け
て
便
宜
上
茨
文
と
呼
ぶ
こ
と

に
す
る
)
'
委
員
会
は
'
最
初
に
こ
の
教
科
書
の
目
的
に
関
し
種
々
論
説
を
重

ね
た
結
果
'
次
の
三
項
目
を
決
定
し
た
。

川
我
が
国
文
化
の
理
解
o

脚
東
洋
文
化
の
淵
源
た
る
中
国
文
化
の
理
的
。

㈱
現
代
中
国
の
認
識
。

l
a
a

実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
頗
る
異
論
も
あ
る
L
t
尚
お
討
議
研
究
の
余
地

l
a
a

が
多
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
も
委
員
会
は
こ
の
決
定
に
本
づ
い
て

編
纂
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
愈
々
で
き
上
が
っ
た
も
の

を
見
る
と
'
必
ず
し
も
完
全
に
こ
の
原
則
に
適
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

ご
覧
の
通
り
で
あ
る
o
即
ち
結
果
か
ら
言
え
ば
'
川
が
後
退
し
て
、
中
国
認

識
の
手
引
と
い
っ
た
性
格
が
、
強
-
表
れ
て
い
る
。
古
来
東
洋
文
化
の
中
心

と
な
り
、
世
界
文
化
史
上
に
独
特
の
光
彩
を
放
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
支
那
文

化
、
日
本
文
化
の
母
胎
文
化
と
し
て
'
わ
が
国
の
政
治
・
経
済
・
法
削
・
学

芸
・
遺
徳
そ
の
他
百
般
に
亙
り
'
そ
の
源
流
と
な
っ
て
我
々
を
訂
-
ん
で
き

た
支
那
文
化
を
学
び
つ
つ
'
更
に
過
去
・
現
在
・
及
び
未
来
に
亙
っ
て
、
切

離
す
こ
と
の
で
き
ぬ
運
命
的
関
係
に
結
ば
れ
て
い
る
隣
邦
中
国
へ
の
、
理
解

と
認
識
と
の
端
緒
を
掴
も
う
と
す
る
、
こ
れ
が
本
教
科
書
の
主
目
的
と
な
っ

L川)

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

本
発
言
は
'
完
成
し
た
も
の
を
見
れ
ば
'
い
つ
の
間
に
か
話
し
合
っ
て
合
議

に
達
し
た
も
の
が
変
更
さ
れ
て
い
る
と
い
う
戸
惑
い
の
姿
勢
を
隠
し
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
編
修
の
基
盤
に
か
か
わ
る
こ
と
の
相
違
・
変
化
は
'
1
体
何
を
許
仙

昧
す
る
の
か
。
そ
し
て
'
1
体
へ
背
後
で
何
が
あ
っ
た
の
か
o
長
沢
が
こ
の
r
中

等
国
語
」
漢
文
編
に
あ
ま
り
積
極
的
で
な
-
、
高
等
学
校
の
T
漢
文
』
　
へ
集
中

し
た
と
い
う
の
も
こ
の
辺
り
に
理
由
が
あ
っ
た
の
か
。

結
局
こ
う
し
て
粁
余
曲
折
し
な
が
ら
完
成
し
た
の
が
'
先
の
『
中
等
国
語
』

漢
文
編
二
冊
で
あ
っ
た
。
日
本
文
化
理
解
の
根
源
と
し
て
の
中
国
文
化
の
受
け

止
め
方
が
、
だ
か
ら
こ
そ
中
国
古
典
・
中
同
文
化
を
広
-
と
ら
え
'
口
語
体
説

明
で
も
取
り
上
げ
れ
ば
良
い
と
考
え
る
か
'
中
国
文
化
の
影
響
を
煎
接
受
け
た

作
品
(
漢
字
・
漢
語
・
故
事
成
語
、
文
章
な
ど
)
　
に
限
定
す
る
か
で
微
妙
な
す

れ
違
い
を
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
。

お
　
わ
　
り
　
に

し
か
し
、
こ
こ
で
長
沢
の
主
張
し
た
「
漢
文
は
国
語
の
一
部
」
と
い
う
主
張

は
'
確
か
に
こ
の
当
時
の
漢
文
の
位
置
を
定
位
L
t
漢
文
の
存
続
を
保
証
す
る

一
助
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
長
沢
の
葬
儀
(
昭
　
　
2
・
-
)
　
の
際
、
市

川
安
司
(
東
京
大
学
名
誉
教
授
)
　
は
、
こ
の
間
の
長
沢
の
仕
事
の
意
義
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

教
育
方
面
で
今
に
強
い
思
い
出
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
の
は
、
終
戦
直
後

に
お
け
る
漢
文
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
頃
の
雰
囲
気
と
し
て
'
中
等
教

育
に
お
け
る
漢
文
の
教
科
が
廃
止
さ
れ
そ
う
に
な
-
ま
し
た
。
先
生
は
そ
れ

に
心
を
悩
ま
さ
れ
、
い
ろ
い
ろ
意
見
を
述
べ
て
廃
止
が
取
り
止
め
に
な
る
よ

う
努
力
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
御
努
力
が
立
派
に
結
実
し
、
今
日
に
お
け
る
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漢
文
教
育
存
続
の
〓
粕
を
な
し
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
.

長
沢
の
こ
の
時
期
に
お
け
る
漢
文
教
科
書
へ
の
取
り
組
み
は
'
こ
う
し
て
漢

文
の
世
界
か
ら
も
l
つ
の
金
字
塔
・
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

敗
戦
、
国
家
再
興
と
い
う
時
代
が
大
き
-
動
-
中
で
'
国
語
(
漢
文
)
教
科

書
の
あ
-
方
を
方
向
づ
け
て
い
-
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
な
出
来
事
が
'

こ
こ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
'
漢
文
履
修
の
問

題
が
改
め
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
今
日
的
状
況
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
'
今
日
な

お
尾
を
引
-
'
古
-
て
新
し
い
課
題
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
0

長
沢
は
結
局
、
こ
れ
を
中
学
校
で
は
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
悟
り
'
そ
の
活

路
を
高
等
学
校
・
通
信
教
育
(
秀
英
出
版
、
教
育
図
書
)
　
に
兄
い
だ
し
'
そ
の

持
論
を
そ
こ
で
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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