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（
１
）
本
研
究
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と

近
代
中
学
校
国
語
教
科
書
の
最
初
期
の
も
の
と
し
て
稲
垣
千
穎
・
松
岡
太
愿
編
『
本
朝
文
範
』
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
教
材
化
の
営
為
を
分
析
し
て
、
明
治
教
育
制
度
の
草
創

期
、
前
近
代
の
ど
の
よ
う
な
言
語
文
化
を
ど
の
よ
う
に
加
工
を
す
る
こ
と
で
い
か
な
る
「
普
通
文
」
教
育
の
創
成
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
本
和
文
教
科
書
を

前
近
代
か
ら
近
代
へ
の
言
語
文
化
教
育
史
の
中
で
位
置
づ
け
た
。
論
文
の
展
開
は
、
次
の
①
か
ら
③
。

①
「
１

所
収
教
材
概
観
」
、「
２

教
材
本
文
の
検
討
」
、「
３

教
材
化
１
―
読
む
た
め
の
教
科
書
と
し
て
」
、「
４

教
材
化
２
―
書
く
た
め
の
教
科
書
と
し
て
の
」
の

各
章
を
通
じ
て
、『
本
朝
文
範
』
に
お
け
る
、
近
世
言
語
文
化
か
ら
の
継
承
と
近
代
教
育
の
教
科
書
と
し
て
の
創
出
を
明
ら
か
に
し
た
。

②
「
５

『
本
朝
文
範
』
後
の
展
開
」
の
章
で
は
、
先
ず
稲
垣
編
集
教
科
書
、『
本
朝
文
範
』
か
ら
『
和
文
読
本
』
、『
読
本
』
へ
ど
の
よ
う
な
変
遷
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら

か
に
し
た
。
次
に
、『
本
朝
文
範
』
が
創
出
し
た
こ
と
が
以
後
の
中
学
校
読
本
教
科
書
、
作
文
教
科
書
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
調
査
・
分
析
を

行
い
、
近
代
教
科
書
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、『
本
朝
文
範
』
か
ら
後
の
教
科
書
へ
の
継
承
事
象
の
変
容
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
近
代
言
語
文

化
教
育
の
史
的
展
開
の
相
を
明
ら
か
に
し
た
。

③
「
６

「
普
通
文
」
史
の
中
の
『
本
朝
文
範
』」
の
章
で
は
、
稲
垣
が
開
い
た
「
普
通
文
」
へ
の
端
緒
が
、
後
の
教
科
書
や
「
普
通
文
」
論
に
お
け
る
「
普
通
文
」
を
め

ぐ
る
試
行
と
ど
の
よ
う
な
位
相
に
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

各
章
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
以
下
の
通
り
。

序

本
研
究
の
問
題
を
設
定
し
、『
本
朝
文
範
』
成
立
に
関
わ
る
政
策
・
教
科
書
及
び
言
語
文
化
状
況
を
確
認
し
た
。

・
明
治
一
四
年
「
中
学
校
教
則
大
綱
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
和
漢
文
科
の
ね
ら
い
と
性
格
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
て
、『
本
朝
文
範
』
成
立
の
背
景
を
確
認
し
た
。

・
先
行
研
究
を
も
と
に
明
治
期
中
学
校
国
語
の
教
科
書
及
び
政
策
の
展
開
を
確
認
し
、『
本
朝
文
範
』
も
ま
た
「
普
通
文
」
教
育
の
一
環
と
し
て
あ
っ
た
と
し
た
。

・
明
治
期
に
入
っ
て
階
級
や
地
方
に
よ
る
言
語
の
相
違
が
問
題
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
ま
で
公
的
な
文
体
の
位
置
を
占
め
て
い
た
漢
文
や
漢
文
訓
読
体
へ
の
嫌
悪
感
が
加
わ
っ

て
、「
普
通
文
」
を
教
え
る
教
科
書
が
希
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、『
本
朝
文
範
』
成
立
が
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
諸
言
論
が
活
発
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
前
夜
の
出

来
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
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１

所
収
教
材
概
観

『
本
朝
文
範
』
の
教
材
選
定
と
配
列
に
つ
い
て
、
近
世
言
語
文
化
か
ら
の
脈
絡
と
近
代
教
科
書
と
し
て
の
意
図
を
検
討
し
た
。

１
―
１

教
材
選
定
の
思
想

『
本
朝
文
範
』
が
、
ど
の
時
代
の
文
章
を
教
材
と
し
て
採
用
し
た
か
に
つ
い
て
、
緒
言
に
表
さ
れ
た
各
時
代
の
文
章
に
つ
い
て
の
評
価
を
ふ
ま
え
て
確
認
し
た
。『
本
朝

文
範
』
の
教
材
は
、
中
古
文
と
近
世
文
の
二
系
統
あ
り
、
文
種
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
用
途
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
傾
向
を
確
認
し
た
。

１
―
２

教
材
選
定
に
お
け
る
近
世
叢
書
と
の
関
連
性

『
本
朝
文
範
』
の
先
行
テ
ク
ス
ト
を
う
か
が
う
た
め
、『
本
朝
文
範
』
に
採
用
さ
れ
た
教
材
が
、
近
世
以
降
の
主
要
な
叢
書
類
に
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
の
か
を
調
査
し

た
。

教
材
（
和
歌
小
序
を
除
く
全
体
の
約

％
）
に
つ
い
て
『
扶
桑
残
葉
集
』
等
の
叢
書
と
の
関
係
を
見
出
し
た
。
ま
た
、「
消
息
類
」
教
材
は
近
世
の
叢
書
と
の
類
縁

53

56

性
が
特
に
強
く
、
物
語
内
消
息
文
を
雅
文
消
息
手
本
と
し
て
集
成
し
た
近
世
の
著
述
『
消
息
文
例
』『
消
息
案
文
』『
紫
文
消
息
』
を
教
材
選
定
の
参
考
資
料
と
し
た
こ
と

を
確
認
し
た
。『
本
朝
文
範
』
採
録
教
材
と
叢
書
類
抄
録
文
と
の
重
複
は
、
本
和
文
教
科
書
の
編
集
が
国
学
と
言
う
ば
か
り
で
は
な
く
広
く
近
世
の
読
書
空
間
と
の
連
続
性

を
も
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

１
―
３

教
材
の
文
章
ジ
ャ
ン
ル
と
配
列

『
本
朝
文
範
』
に
お
け
る
「
文
類
」
に
つ
い
て
、
近
世
の
和
漢
文
の
記
述
か
ら
そ
の
定
義
を
試
み
つ
つ
近
世
と
の
つ
な
が
り
を
探
り
、
明
治
の
時
代
に
教
育
が
必
要
だ

と
考
え
ら
れ
た
文
章
の
範
囲
を
と
ら
え
た
。
近
世
以
前
の
特
に
和
文
集
の
「
文
類
」
意
識
を
元
に
し
つ
つ
新
た
な
編
目
を
加
え
、
明
治
「
普
通
文
」
の
全
体
像
を
言
語
教

育
の
場
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
と
位
置
づ
け
た
。

２

教
材
本
文
の
検
討

教
材
本
文
が
い
か
に
検
討
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
、
近
世
言
語
文
化
か
ら
の
脈
絡
と
近
代
教
科
書
と
し
て
の
意
図
を
考
察
し
た
。

２
―
１

本
文
の
決
定

『
本
朝
文
範
』
教
材
の
出
典
と
し
て
最
も
多
い

教
材
が
採
ら
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
』
お
よ
び
本
居
宣
長
教
材
を
取
り
上
げ
、
近
世
の
諸
テ
ク
ス
ト
と
比
較
す
る
こ

22

と
で
、
教
材
本
文
を
決
め
て
い
く
と
い
う
営
み
の
一
端
を
探
っ
た
。

結
果
、『
源
氏
物
語
』
に
つ
い
て
は
、
近
世
注
釈
書
を
校
合
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
と
い
う
結
論
を
得
た
。
ま
た
、
本
居
宣
長
教
材
に
つ
い
て
は
、
叢
書
や
注
釈
書
を
教

材
選
択
の
参
考
に
し
た
と
し
て
も
、
本
文
は
元
の
出
典
に
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
得
た
。
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２
―
２

教
材
化
に
と
も
な
う
改
訂

頭
注
に
底
本
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
『
枕
草
子
』
三
教
材
に
つ
い
て
、
底
本
と
教
材
本
文
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
以
下
五
点
の
教
材
化
の
工
夫
を
取
り
出
し
た
。

（
１
）
本
文
校
訂
…
誤
植
、
脱
字
と
判
定
で
き
る

箇
所
を
除
き
、
基
本
的
に
は
底
本
を
尊
重
し
て
い
る
。

2

（
２
）
段
落
…
『
群
書
類
従
』
や
『
春
曙
抄
』
を
参
考
に
し
つ
つ
、
段
落
の
標
を
付
す
こ
と
で
、
文
章
構
成
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。『
本
朝
文
範
』
で
新
た
な
段
落
構
成

解
釈
を
行
っ
た
例
を
認
め
た
。

（
３
）
仮
名
表
記
・
漢
字
表
記
…
平
仮
名
か
ら
漢
字
へ
の
変
更

字
、
漢
字
か
ら
平
仮
名
へ
の
変
更

字
。
假
字
の
多
い
文
を
意
味
が
取
り
や
す
く
な
る
よ
う
に
改
良
し

39

12

て
い
る
。
平
仮
名
を
漢
字
に
改
め
た
箇
所
は
、
假
名
で
意
味
を
と
れ
る
所
で
あ
る
。

（
４
）
仮
名
遣
…
楫
取
魚
彦
『
古
言
梯
』
に
則
っ
た
歴
史
的
仮
名
遣
へ
の
統
一
的
改
訂
を
確
認
。

（
５
）
句
読
点
…
枕
草
子
教
材
の
底
本
本
文
と
の
比
較
で
、
句
読
点
に
相
当
す
る
標
の
加
点
、
削
除
を
確
認
し
た
。
意
味
の
と
り
や
す
い
本
文
を
作
る
方
向
で
、
ま
た
編

者
の
解
釈
を
加
え
て
編
集
し
て
い
る
。

２
―
３

仮
名
遣
い
の
統
一

『
本
朝
文
範
』
教
材
の
内
『
源
氏
物
語
』
を
教
材
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
定
家
本
と
仮
名
遣
い
を
比
較
し
、
契
冲
の
歴
史
的
仮
名
遣
を
引
き
継
い
だ
楫
取
魚
彦
『
古

言
梯
』
に
則
っ
た
歴
史
的
仮
名
遣
へ
の
統
一
的
改
訂
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

３

教
材
化
１
―
読
む
た
め
の
教
科
書
と
し
て

読
む
た
め
の
教
材
化
の
工
夫
を
析
出
し
、
そ
の
機
能
を
検
討
し
た
。

３
―
１

文
章
理
解
の
た
め
の
「
標
」
の
工
夫

『
本
朝
文
範
』
の
各
種
の
「
標
」
に
つ
い
て
、
近
世
の
注
釈
書
『
源
氏
物
語
評
釈
』
の
「
標
」
を
基
盤
と
し
つ
つ
、
近
代
教
科
書
と
し
て
の
新
た
な
工
夫
を
加
え
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
た
。
標
は
、
以
下
六
種
の
機
能
に
分
類
で
き
た
。

（
１
）
内
容
の
ま
と
ま
り
を
示
す
標

（
２
）
表
現
の
構
造
を
示
す
標

（
３
）
言
外
の
言
葉
を
補
う
標

（
４
）
表
現
の
要
と
な
る
語
句
を
示
す
標
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（
５
）
和
歌
の
修
辞
を
教
え
る
標

（
６
）
音
読
上
の
読
み
方
の
標

３
―
２

漢
字
の
利
用

『
本
朝
文
範
』
と
『
源
氏
物
語
評
釈
』
と
を
比
較
し
て
、
傍
注
漢
字
の
使
わ
れ
方
を
析
出
し
た
。
結
果
は
、
次
の
四
点
。

ａ
『
評
釈
』
の
傍
注
漢
字
が
『
本
朝
文
範
』
で
も
使
用
さ
れ
る
場
合
、
本
文
は
和
語
。

ｂ
『
評
釈
』
の
傍
注
漢
字
部
分
に
『
本
朝
文
範
』
が
傍
注
を
施
さ
な
い
場
合
が
あ
る
。

ｃ
異
な
る
傍
注
漢
字
に
変
更
さ
れ
る
場
合
、
漢
字
に
よ
る
意
義
訓
で
あ
る
こ
と
が
多
い
（
通
用
漢
字
表
記
「
あ
（
飽
）
か
ず
」
を
漢
語
「
熑

然
」
と
す
る
な
ど
）。

ｄ
『
評
釈
』
の
カ
タ
カ
ナ
傍
注
訳
箇
所
に
つ
い
て
、『
本
朝
文
範
』
が
傍
注
漢
字
に
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
。

両
者
の
漢
字
傍
注
箇
所
が
多
く
一
致
す
る
こ
と
か
ら
『
本
朝
文
範
』
が
『
評
釈
』
を
直
接
参
照
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
右
の
相
違
点
は
『
本
朝
文
範
』
独
自

の
教
材
化
の
方
針
を
窺
わ
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。『
本
朝
文
範
』
の
傍
注
漢
字
は
、
以
下
の
三
種
に
分
類
で
き
た
。

Ａ

慣
例
的
漢
字
表
記
の
傍
記

…
『
評
釈
』
の
範
囲
内
の
も
の
（
『
湖
月
抄
』
同
）

Ｂ

漢
字
で
意
義
を
示
す
傍
記

…
『
評
釈
』
に
散
見
さ
れ
る
が
『
本
朝
文
範
』
で
よ
り
広
範
に
行
わ
れ
て
い
る
（
相
違
点
ｃ
ｄ
）

Ｃ

特
定
の
漢
詩
文
な
ど
典
拠
に
結
び
つ
い
た
漢
字
傍
記

…
『
本
朝
文
範
』
で
新
た
に
構
え
ら
れ
た
教
材
化
の
方
針

近
世
の
注
釈
書
の
考
え
方
と
方
法
の
延
長
に
『
本
朝
文
範
』
教
材
化
に
際
し
て
行
わ
れ
た
傍
注
漢
字
の
工
夫
が
あ
る
こ
と
、
た
だ
し
、『
源
氏
物
語
評
釈
』
に
対
し
て
、

よ
り
積
極
的
に
漢
字
意
義
訓
を
使
っ
た
『
本
朝
文
範
』
は
、
よ
り
高
度
な
知
識
レ
ベ
ル
を
想
定
し
た
教
科
書
編
集
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
漢
字
学
習
と
の
接
点
が
よ
り
強

固
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

４

教
材
化
２
―
書
く
た
め
の
教
科
書
と
し
て

作
文
の
た
め
の
教
材
化
の
工
夫
を
析
出
し
、
そ
の
機
能
を
検
討
し
た
。

４
―
１

要
語
へ
の
注
目

―
近
世
か
ら
明
治
教
科
書
へ

『
本
朝
文
範
』
の
文
章
の
要
と
な
る
表
現
に
付
さ
れ
た
「
旨
趣
」
の
標
と
『
源
氏
物
語
評
釈
』
に
お
け
る
「
眼
目
の
語
の
標
」
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、『
評
釈
』
の
「
眼

目
の
語
」
が
ど
の
よ
う
な
場
面
と
し
て
読
む
の
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
本
朝
文
範
』
に
お
け
る
〝
旨
趣
の
標
〟
は
、
何
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
を

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
現
す
る
か
と
い
う
具
体
例
を
取
り
立
て
、
表
現
に
つ
い
て
教
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
析
出
し
た
。
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４
―
２

書
く
た
め
の
要
語

―
同
時
代
教
科
書
と
の
位
相

こ
の
時
代
の
和
文
、
漢
文
両
系
統
の
教
科
書
に
お
い
て
、
教
材
を
文
章
学
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
相
を
、
〝
標
〟
の
使
用
を
中
心
に
確
認
し
た
。

『
本
朝
文
範
』
と
小
中
村
清
矩
・
中
村
秋
香
編
『
日
用
文
鑑
』（
明
治
一
七
年
）
に
お
け
る
〝
旨
趣
の
標
〟
の
使
わ
れ
方
を
比
較
し
、『
日
用
文
鑑
』
の
標
が
段
落
の
内

容
を
ま
と
め
た
部
分
と
い
う
意
味
で
の
要
旨
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
本
朝
文
範
』
の
標
が
文
章
の
テ
ー
マ
に
則
し
た
中
心
と
な
る
概
念
を
示
し
て
読
み
の
技
法
を
教
え
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
析
出
し
た
。

４
―
３

文
章
ジ
ャ
ン
ル
に
即
し
た
要
語

『
本
朝
文
範
』
の
「
文
類
」
ご
と
の
使
用
例
を
分
析
し
て
、
こ
の
文
種
で
こ
の
用
向
き
の
文
章
を
書
く
際
に
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
事
象
を
と
ら
え
て
書
く
と
い
う
表

現
上
の
要
語
を
示
し
た
と
こ
ろ
に
創
意
が
あ
る
こ
と
を
析
出
し
た
。

４
―
４

文
章
の
方
法

『
本
朝
文
範
』
緒
言
で
「
文
の

義

の
さ
だ
」
と
し
て
示
さ
れ
た
文
章
の
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
評
釈
』
総
論
下
「
頭
書
評
釈
凡
例
」
を
基
に
し
た
こ
と

コ
ヽ
ロ

を
確
か
め
、「
文
話
」
の
文
章
法
が
作
文
（
「
普
通
文
」）
教
育
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
萌
芽
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

４
―
５

文
章
の
軌
範

『
本
朝
文
範
』
に
お
け
る
文
章
規
範
の
要
素
を
、
緒
言
や
頭
注
か
ら
探
っ
た
。

５

『
本
朝
文
範
』
そ
の
後

『
本
朝
文
範
』
が
近
代
教
科
書
と
し
て
創
り
出
し
た
も
の
が
、
以
後
の
教
科
書
で
ど
の
よ
う
に
継
承
、
変
形
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
証
し
た
。

５
―
１

『
本
朝
文
範
』
か
ら
『
和
文
読
本
』、『
読
本
』
へ

『
本
朝
文
範
』
の
中
古
文
・
近
世
文
か
ら
『
和
文
読
本
』
の
中
世
文
・
近
世
文
へ
、『
読
本
』
の
近
世
文
へ
と
出
典
の
時
代
に
よ
る
教
材
選
定
の
変
遷
が
あ
る
。
そ
の
展

開
の
中
で
、
稲
垣
自
身
の
「
普
通
文
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
教
材
に
即
し
た
分
析
を
も
と
に
検
討
し
た
。

（
１
）
教
材
選
定
と
配
列
の
変
遷

『
本
朝
文
範
』
と
『
和
文
読
本
』『
読
本
』
に
お
け
る
教
材
選
定
方
針
及
び
教
材
の
配
列
を
比
較
し
て
、
稲
垣
の
「
試
行
錯
誤
」
の
内
実
を
確
認
し
た
。

（
２
）
教
材
化
の
工
夫
の
変
遷

『
本
朝
文
範
』
と
『
和
文
読
本
』『
読
本
』
に
お
け
る
教
材
化
の
工
夫
を
比
較
し
て
、
稲
垣
の
「
試
行
錯
誤
」
の
内
実
を
確
認
し
た
。
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（
３
）
ま
と
め
―
稲
垣
に
お
け
る
変
遷

『
本
朝
文
範
』
出
版
後
、
稲
垣
が
当
初
明
治
の
文
章
の
基
盤
と
し
よ
う
と
し
た
雅
文
は
難
し
過
ぎ
る
と
い
う
認
識
が
生
起
し
、
平
易
化
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
の
や
む
を

得
ぬ
変
容
が
あ
っ
た
。『
本
朝
文
範
』
で
中
古
文
と
近
世
文
が
各
々
半
数
で
あ
っ
た
所
か
ら
、『
和
文
読
本
』
で
は
全
教
材
の
八
割
強
と
な
る
中
世
文
を
中
心
に
近
世
文
を

交
え
、『
読
本
』
で
は
近
世
の
実
用
文
の
み
に
と
編
集
方
針
を
大
き
く
変
え
た
の
は
、
明
治
の
人
々
に
分
か
り
易
い
文
体
の
教
材
へ
の
移
行
で
あ
っ
た
と
意
味
づ
け
た
。

「
普
通
文
」
の
創
出
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、『
読
本
』
凡
例
で
は
、
自
ら
選
定
し
た
教
材
文
を
現
今
通
用
す
る
資
源
と
見
て
お
り
、
こ
う
し
た
実
用
文
と
し
て
の
「
普

通
文
」
と
い
う
認
識
が
明
確
に
な
っ
た
こ
と
が
、『
本
朝
文
範
』
か
ら
大
き
く
変
容
し
た
部
分
で
あ
る
と
意
味
づ
け
た
。

『
読
本
』
で
漢
文
書
き
下
し
教
材
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
漢
文
学
習
と
の
脈
絡
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
へ
の
脈
絡
が
潜
む
こ

と
を
指
摘
し
た
。

中
古
文
の
通
じ
難
さ
に
つ
い
て
は
、『
源
氏
物
語
評
釈
』
で
す
で
に
認
知
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
教
科
書
と
し
て
の
『
本
朝
文
範
』
に
お
い
て
は
学
ぶ
主
体
の
実

態
に
応
じ
る
必
要
が
生
じ
、
こ
こ
に
一
部
の
知
識
人
を
対
象
と
し
た
近
世
注
釈
と
近
代
公
教
育
の
教
科
書
と
の
決
定
的
な
目
標
の
差
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の

点
を
稲
垣
が
平
易
化
へ
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
根
源
的
な
要
因
と
意
味
づ
け
た
。

５
―
２

明
治
期
中
学
校
読
本
教
科
書
に
お
け
る
『
本
朝
文
範
』・
『
和
文
読
本
』
教
材

『
本
朝
文
範
』
及
び
『
和
文
読
本
』
教
材
に
つ
い
て
、
後
の
中
学
校
読
本
教
科
書
へ
の
継
承
使
用
を
確
認
し
、「
普
通
文
」
の
資
源
と
し
て
の
活
用
状
況
を
探
っ
た
。

継
承
の
状
況
は
、『
本
朝
文
範
』
緒
言
中
の
近
世
文
批
評
部
分
の
教
材
化
や
『
本
朝
文
範
』
採
録
教
材
の
再
録
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
継
承
は
そ
れ

ぞ
れ
に
変
容
を
伴
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
明
治
期
「
普
通
文
」
概
念
の
変
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

５
―
３

明
治
期
中
学
校
作
文
教
科
書
に
お
け
る
『
本
朝
文
範
』
教
材

『
本
朝
文
範
』
採
録
教
材
の
後
の
中
学
校
作
文
教
科
書
に
お
け
る
継
承
と
そ
の
改
変
の
様
相
を
確
認
し
、「
普
通
文
」
観
念
の
変
化
の
一
端
を
う
か
が
っ
た
。「
文
類
」

編
成
を
継
承
し
た
も
の
や
、『
本
朝
文
範
』
教
材
を
文
章
の
趣
向
や
修
辞
技
法
な
ど
高
度
な
ス
キ
ル
を
教
え
る
際
の
資
源
と
し
て
再
録
し
た
も
の
が
確
認
さ
れ
た
。『
本
朝

文
範
』
か
ら
の
直
接
の
影
響
関
係
が
指
摘
で
き
る
も
の
も
確
認
で
き
た
。

『
本
朝
文
範
』
が
教
材
化
の
際
に
注
と
し
て
補
っ
た
言
外
の
こ
と
ば
が
本
文
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、「
普
通
文
」
の
表
現
と
し
て
の
発
展
と
と
ら
え
た
。

『
本
朝
文
範
』
教
材
を
使
っ
て
文
体
を
二
通
り
に
改
作
す
る
事
例
で
は
、『
本
朝
文
範
』
で
旨
趣
と
さ
れ
た
こ
と
ば
が
改
作
し
て
も
使
う
べ
き
中
心
的
な
こ
と
ば
と
し
て

認
定
さ
れ
て
お
り
、
旨
趣
を
表
す
こ
と
ば
を
意
識
し
て
文
章
を
書
く
と
い
う
方
法
に
お
い
て
共
通
点
が
確
認
で
き
た
。
和
文
体
・
漢
文
体
と
い
う
旧
来
の
も
の
を
使
い
な
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が
ら
、
言
葉
豊
富
に
詳
細
に
情
報
を
補
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
、
普
く
通
じ
る
た
め
の
発
展
的
な
展
開
を
指
摘
し
た
。

６

「
普
通
文
」
史
の
中
の
『
本
朝
文
範
』

「
普
通
文
」
を
め
ぐ
る
言
語
的
葛
藤
の
諸
相
と
そ
の
展
開
を
と
ら
え
、『
本
朝
文
範
』
の
営
為
の
位
相
を
う
か
が
っ
た
。

６
―
１

中
学
校
教
科
書
に
お
け
る
「
普
通
文
」
と
『
本
朝
文
範
』

本
節
で
は
、
中
学
校
読
本
教
科
書
及
び
作
文
教
科
書
に
お
け
る
「
普
通
文
」
を
め
ぐ
る
言
語
的
葛
藤
の
諸
相
と
そ
の
展
開
を
抽
出
し
、『
本
朝
文
範
』
に
お
け
る
営
為
と

の
位
相
を
検
討
し
た
。

６
―
１
―
１

中
学
校
読
本
教
科
書
に
お
け
る
「
普
通
文
」

明
治
期
読
本
教
科
書
に
お
い
て
、「
普
通
文
」
と
す
る
文
体
は
様
々
に
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
取
り
組
み
の
様
相
を
確
認
し
た
。

６
―
１
―
２

中
学
校
作
文
教
科
書
に
お
け
る
「
普
通
文
」

明
治
期
作
文
教
科
書
に
お
け
る
「
普
通
文
」
へ
の
取
り
組
み
の
様
相
を
確
認
し
た
。

６
―
１

ま
と
め

『
本
朝
文
範
』
は
、
正
し
い
言
葉
使
い
で
書
か
れ
て
い
る
格
調
・
情
調
に
優
れ
た
文
章
を
模
範
と
し
て
示
し
、
そ
れ
を
分
か
り
や
す
く
理
解
す
る
た
め
の
工
夫
を
施

し
た
。
そ
の
後
、
稲
垣
は
、
中
古
文
や
近
世
擬
古
文
の
難
し
さ
ゆ
ゑ
に
、『
和
文
読
本
』
で
は
中
世
文
を
取
り
入
れ
、『
読
本
』
で
は
初
学
用
に
平
明
で
実
用
的
な
近
世

文
を
教
材
と
し
た
。
正
し
い
言
葉
使
い
で
書
か
れ
て
い
る
格
調
・
情
調
に
優
れ
た
文
語
の
文
章
を
目
指
し
た
の
は
後
の
読
本
教
科
書
・
作
文
教
科
書
も
同
じ
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
稲
垣
に
お
け
る
教
材
の
平
易
化
へ
の
展
開
は
初
学
段
階
で
普
く
通
じ
易
い
実
用
的
な
文
体
の
習
得
を
求
め
た
後
の
教
科
書
の
編
集
方
針
と
し
て
引
き
継
が
れ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

６
―
２

「
普
通
文
」
を
め
ぐ
る
言
語
文
化
状
況
と
『
本
朝
文
範
』

「
普
通
文
」
論
の
展
開
を
中
心
に
、「
普
通
文
」
を
め
ぐ
る
言
語
文
化
状
況
の
中
で
、『
本
朝
文
範
』
の
試
み
が
い
か
な
る
位
相
を
あ
る
の
か
を
確
認
し
た
。

新
し
い
時
代
の
複
雑
な
知
識
と
思
考
を
表
記
す
る
こ
と
が
希
求
さ
れ
る
社
会
文
化
状
況
が
、「
普
通
文
」
を
め
ぐ
る
活
発
な
言
論
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。
稲
垣
『
本
朝
文
範
』

が
「
普
通
文
」
創
出
へ
と
つ
な
が
る
端
緒
を
内
包
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
要
素
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
模
範
と
す
る
文
体
そ
の
も
の
は
後
の
諸
論
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
社
会
文
化
状
況
の
変
化
に
対
応
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
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（
２
）
研
究
主
題
に
つ
い
て
の
考
察
ま
と
め

明
治
に
な
っ
て
新
し
く
「
近
代
公
教
育
」
が
我
が
国
に
起
こ
り
、
国
民
が
普
く
通
じ
る
た
め
の
言
語
教
育
が
必
要
と
な
っ
た
。『
本
朝
文
範
』
を
初
め
と
す
る
国
語
教
科
書
が

教
育
内
容
と
し
て
盛
り
込
も
う
と
し
た
も
の
は
、
向
後
日
本
で
通
用
さ
せ
た
い
書
記
言
語
の
学
習
で
あ
っ
た
。『
本
朝
文
範
』
が
そ
の
基
盤
と
し
て
選
ん
だ
教
材
文
の
傾
向
に
つ

い
て
は
、
編
者
稲
垣
の
学
問
的
出
自
が
一
つ
の
要
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
研
究
の
問
題
は
、
編
者
の
出
自
や
発
言
、
教
材
の
出
典
傾
向
を
以
て
、
単
一
の
教
科
書
の
特
色
を
説

明
す
る
こ
と
に
は
な
い
。「
６

「
普
通
文
」
史
の
中
の
『
本
朝
文
範
』」
で
見
た
よ
う
に
、
近
代
の
言
語
文
化
教
育
史
に
お
い
て
「
普
通
文
」
は
折
々
に
試
み
ら
れ
様
々
な
様
態

と
し
て
立
ち
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
制
度
や
人
物
そ
し
て
教
科
書
等
の
個
々
の
テ
ク
ス
ト
を
単
独
の
話
題
（a

topic

）
と
し
て
取
り
上
げ
、
後
世
の
歴
史
の
結
果
か
ら
構
築
し

た
線
形
（linear

）
の
説
明
を
行
っ
た
の
で
は
、
試
行
錯
誤
さ
れ
た
実
際
の
営
為
を
と
ら
え
き
れ
ず
、
動
的
で
多
様
な
実
際
が
見
え
に
く
い
。
言
語
文
化
教
育
の
歴
史
は
、
競
合
的

な
動
き
が
共
時
的
に
存
在
し
た
、
複
合
的
な
状
況
の
も
の
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
研
究
で
見
た
よ
う
に
、「
普
通
文
」
を
め
ぐ
る
「
共
時
的
調
和
」
と
し
て
の
「
規
範
」
追
求
（
Ｅ
・
コ
セ
リ
ウ
『
言
語
変
化
と
い
う
問
題
―
共
時
態
，
通
時
態
，
歴
史
―
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
第
２
章
）
の
中
で
、
教
育
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
実
践
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
一
つ
が
、『
本
朝
文
範
』
を
始
め
と
す
る
教
科
書
作
成
な
の

で
あ
る
。
本
研
究
で
は
、『
本
朝
文
範
』
を
窓
と
し
て
、
個
々
の
事
象
間
の
関
連
性
（
継
承
と
変
容
）
や
共
時
的
な
競
合
の
動
き
を
取
り
立
て
る
こ
と
に
留
意
し
た
。
そ
こ
か
ら

は
、
明
治
日
本
の
言
語
文
化
教
育
の
歴
史
に
、
こ
の
よ
う
な
「
可
能
性
の
体
系
」
と
し
て
の
言
語
を
め
ぐ
る
行
為
が
多
声
的
に
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
た
。

『
本
朝
文
範
』
に
お
い
て
向
後
日
本
で
通
用
さ
せ
た
い
文
と
い
う
書
記
言
語
が
ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
各
章
で
抽
出
し
た
。「
４
―
５

文
章
の

軌
範
」
の
節
で
は
、
文
章
の
軌
範
と
し
て
、「
ⅰ

和
文
の
正
し
い
言
葉
遣
い
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
」
、「
ⅱ

趣
向
が
あ
る
こ
と
」
、「
ⅲ

和
文
と
し
て
の
格
調
・
情
調
に
優
れ
る

こ
と
」
、「
ⅳ

書
き
様
に
真
情
が
表
れ
て
い
る
こ
と
」
の
四
点
を
析
出
し
た
。
こ
こ
に
は
、「
可
能
性
の
体
系
」
と
し
て
の
正
し
く
優
れ
た
理
想
的
な
文
章
の
イ
メ
ー
ジ
が
想
定
さ

れ
て
い
る
。「
６

「
普
通
文
」
史
の
中
の
『
本
朝
文
範
』」
で
見
た
よ
う
に
、「
正
し
い
言
葉
遣
い
」
と
い
う
観
点
は
、
後
の
教
科
書
や
「
普
通
文
」
論
で
も
共
通
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
が
、『
本
朝
文
範
』
の
場
合
は
、
さ
ら
に
趣
向
、
格
調
、
情
調
、
心
情
と
い
っ
た
高
度
な
ス
キ
ル
を
要
求
す
る
要
素
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
こ
ろ
に
、「
其
の
書
較
高
尚
に
し

て
固
よ
り
兒
童
の
輒
く
解
し
得
べ
き
に
非
る
」（
『
読
本
』
凡
例
）
と
い
う
問
題
点
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
教
育
制
度
の
草
創
期
で
制
度
に
よ
る
規
定
が
明
確
で
な
く
、「
普
通
文
」
の
形
も
見
え
て
い
な
い
萌
芽
期
に
、『
本
朝
文
範
』
編
集
で
可
能
だ
っ
た
の
は
、
前
近
代
の
言
語

文
化
を
基
盤
と
し
な
が
ら
文
章
学
的
な
試
み
を
加
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
章
学
的
試
み
に
つ
い
て
、
山
根
安
太
郎
『
国
語
教
育
史
研
究
―
近
代
国
語
科
教
育
の
形
成
―
』

（
溝
本
積
善
館
、
一
九
六
六
年
）
で
は
漢
文
系
統
の
教
科
書
に
お
け
る
「
文
章
軌
範
式
漢
文
修
辞
法
」
を
基
に
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
近
世
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に
お
い
て
漢
文
の
文
章
学
を
取
り
入
れ
た
和
文
の
文
章
学
が
現
象
し
て
お
り
、『
本
朝
文
範
』
も
漢
文
系
統
の
教
科
書
に
示
唆
を
受
け
た
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
近
世
和
文
の

文
化
的
脈
絡
を
継
承
発
展
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
「
１
―
３

教
材
の
文
章
ジ
ャ
ン
ル
と
配
列
」
）
。「
文
章
学
」
と
い
う
語
彙
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
三
年
一
一
月
「
文
部
省
日

誌
」
に
島
根
県
伺
へ
の
文
部
省
の
指
令
中
「
和
漢
文
ハ
文
章
学
ヲ
指
シ
汎
ク
和
漢
学
ヲ
指
ス
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
儀
ト
可
心
得
事
」
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
文
章
学
」

は
、
文
章
に
つ
い
て
の
考
究
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。『
本
朝
文
範
』
に
お
け
る
文
章
学
的
試
み
の
一
つ
は
、
近
世
の
「
文
類
」
意
識
を
基
に
明
治
の
文
章
に
必
要
な
も
の
と
し

て
選
択
・
追
加
し
た
文
章
ジ
ャ
ン
ル
別
編
集
で
あ
っ
た
（
「
４
―
３

文
章
ジ
ャ
ン
ル
に
即
し
た
要
語
」
）
。「
文
類
」
は
〝
旨
趣
の
標
〟
と
関
わ
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
と
話
題
に
即
し

た
表
現
上
の
要
語
に
〝
旨
趣
の
標
〟
を
付
け
る
こ
と
で
、
用
向
き
に
応
じ
た
文
章
の
作
り
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
文
章
学
的
試
み
の
二
つ
目
は
、「
３
―
１

文
章
理
解
の

た
め
の
「
標
」
の
工
夫
」
で
取
り
上
げ
た
各
種
標
に
よ
っ
て
文
章
の
仕
組
み
を
教
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
（
１
）
内
容
の
ま
と
ま
り
を
示
す
標
」
は
段
落
の
構
成
を
、「
（
２
）

表
現
の
構
造
を
示
す
標
」
は
文
構
造
を
、「
（
３
）
言
外
の
言
葉
を
補
う
標
」
は
文
脈
を
、「
（
４
）
表
現
の
要
と
な
る
語
句
を
示
す
標
」
は
表
現
の
仕
方
を
教
え
て
い
る
。
文
章
学

的
試
み
の
三
つ
目
は
、「
４
―
４

文
章
の
方
法
」
で
示
し
た
よ
う
に
、
近
世
の
「
文
話
」、
直
接
的
に
は
『
源
氏
物
語
評
釈
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
法
を
基
盤
と
し
て
、
明
治
の

文
章
に
必
要
な
も
の
と
し
て
選
択
・
追
加
し
た
文
章
法
解
説
を
掲
載
し
た
こ
と
で
あ
る
。『
本
朝
文
範
』
に
お
け
る
文
章
学
は
近
世
の
も
の
を
基
盤
と
し
た
が
、
後
の
展
開
で
は
、

欧
米
か
ら
移
入
し
た
文
章
学
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
。

『
本
朝
文
範
』
は
既
存
の
近
世
の
言
語
文
化
を
使
っ
て
近
代
教
科
書
と
し
て
変
形
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
変
形
は
、
後
の
「
普
通
文
」
論
の
よ
う
に
新
し
い
文
体
を
直
接

に
生
み
出
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本
研
究
で
は
、
教
科
書
編
集
に
あ
た
っ
て
学
習
の
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
既
存
の
和
文
の
通
じ
難
さ
へ
の
対
処
が
、
新
し
い
現
今

通
用
す
る
文
体
を
作
る
際
の
気
付
き
・
発
見
に
通
じ
て
い
る
と
考
え
た
。
変
化
の
兆
し
は
、
近
代
教
科
書
と
し
て
の
生
成
と
い
う
目
的
の
中
に
必
然
的
に
内
包
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。


