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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
三
号
（
令
和
四
年
三
月
刊
）

一　

は
じ
め
に

　

平
成
二
八
（
二
〇
一
六
）
年
一
二
月
二
一
日
に
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
幼

稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
領

等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
（
答
申
）」
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
各

教
科
な
ら
で
は
の
「
見
方
・
考
え
方
」
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
考
え
に
基
づ
き
、

平
成
三
〇
年
告
示
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
各
教
科
の
目
標
に

「
~
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
」
と
い
う
文
言
が
付
け
ら
れ
た
。
国
語
科
に
お
い

て
は
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
」
と
い
う
文
言
が
教
科
と
各
科

目
の
目
標
に
付
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
今
次
の
改
訂
で
は
、
い
わ
ゆ
る
学
力
の
三
本
柱
を
も
と
に
「
資
質
・

能
力
」
と
い
う
観
点
か
ら
教
科
・
科
目
の
目
標
が
整
理
さ
れ
、「
言
葉
に
よ
る
見

方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ
と
で
育
成
す
べ
き
も
の
と
し
て
示
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
の
「
見
方
・
考
え
方
」
や
「
資
質
・
能
力
」
と
い
う
言
葉
は
教
科
・

科
目
の
目
標
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
教
科
学
習
を

進
め
て
い
く
上
で
重
要
な
概
念
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、
昨
年
度
ま
で
に
行
っ
た
実
践
を
も
と
に
、
こ
の
二
つ
の
概
念
の
関
係
性

に
つ
い
て
整
理
し
、
新
学
習
指
導
要
領
下
に
お
け
る
授
業
は
ど
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
に
記
載
す
る
こ
と
は
、
昨
年
度
ま
で
の
所
属
校
に
お
け
る
実
践

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
所
属
の
考
え
方
を
必
ず
し
も
反
映
し
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

二　

言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方

　

授
業
分
析
の
前
に
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

　

平
成
三
〇
年
告
示
﹃
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
﹄
に
は
、「
言

葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
る
と
は
、
生
徒
が
学
習
の
中
で
、

対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
と
の
関
係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い

【
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葉
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伸
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︱
︱
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︱
︱
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方
等
に
着
目
し
て
捉
え
た
り
問
い
直
し
た
り
し
て
、
言
葉
へ
の
自
覚
を
高

め
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
様
々
な
事
象
の
内
容
を
自
然
科
学
や

社
会
科
学
等
の
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
直
接
の
学
習
目
的
と
し
な
い

国
語
科
に
お
い
て
は
、
言
葉
を
通
じ
た
理
解
や
表
現
及
び
そ
こ
で
用
い
ら

れ
る
言
葉
そ
の
も
の
を
学
習
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、「
言
葉
に
よ

る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ
と
が
、
国
語
科
に
お
い
て
育
成
を
目

指
す
資
質
・
能
力
を
よ
り
よ
く
身
に
付
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な

る
。 

（
二
三
頁
。
傍
線
は
引
用
者
）

　

傍
線
を
付
し
た
部
分
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
言
葉
そ
の
も
の
に
着
目
す
る

こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
分
析
的
に
見
る
た
め
に
、
藤
森

裕
治
氏
の
整
理
を
参
考
に
し
て
み
た
い
。
藤
森
氏
は
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考

え
方
」
を
次
の
三
点
に
整
理
さ
れ
て
い
る（1
）。

①　

道
具
と
し
て
の
こ
と
ば
に
対
す
る
「
見
方
・
考
え
方
」

②　

言
語
活
動
と
し
て
の
こ
と
ば
に
対
す
る
「
見
方
・
考
え
方
」

③　

言
語
作
品
と
し
て
の
こ
と
ば
に
対
す
る
「
見
方
・
考
え
方
」

　

①
に
つ
い
て
、
藤
森
氏
は
、「
概
念
化
」
と
「
線
条
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
い
る
。「
概
念
化
」
は
「
我
々
が
知
覚
し
認
識
し
思
考
す
る
対
象
を
特
定
の
イ

メ
ー
ジ
に
変
換
し
、
そ
う
で
な
い
対
象
と
識
別
す
る
た
め
に
、
こ
と
ば
と
い
う

記
号
を
付
す
こ
と
。」（
一
五
一
頁
）、「
線
条
性
」
は
「
こ
と
ば
に
よ
っ
て
何
か

を
表
現
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
ば
を
使
う
社
会
で
共

有
さ
れ
た
規
則
（
文
法
）
に
従
い
、
一
本
の
線
を
た
ど
る
よ
う
に
こ
れ
を
行
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。」（
一
五
四
頁
）
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
そ
の
も
の
の
機

能
に
着
目
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

　

②
に
つ
い
て
は
、「
実
際
に
交
わ
さ
れ
る
こ
と
ば
の
は
た
ら
き
を
文
脈
化
の
視

点
・
観
点
で
捉
え
、
こ
の
視
点
・
観
点
に
立
っ
て
こ
と
ば
を
ど
う
扱
え
ば
よ
い

か
を
考
え
る
た
め
の
思
考
の
向
か
い
方
。」（
一
七
六
頁
）
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
文
脈
化
」
で
あ
る
。
平
成
三
〇
年
告
示
﹃
学
習
指
導
要
領
﹄

の
「
言
語
文
化
」
2
内
容
︹
知
識
及
び
技
能
︺（
1
）
エ
に
「
文
章
の
意
味
は
、

文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
」
と
示
さ
れ
て
お
り
、「
文
脈

の
中
で
意
味
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
ば
」
と
い
う
側
面
は
次
期
学
習
指
導
要
領
で

も
重
視
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

③
は
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
こ
と
ば

を
捉
え
、
そ
の
扱
い
方
、
扱
わ
れ
方
を
考
え
る
こ
と
。」（
一
八
〇
頁
）
と
整
理

さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
人
に
伝
え
る
か
、
人
の
感
性
に
訴
え
か
け
る
か
、

と
い
っ
た
視
点
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
、
実
践
の
分
析
を
行
っ
て
ゆ
く
。

三　

授
業
実
践
の
分
析

（
一
）「
陰
翳
礼
讃
」
の
授
業
実
践

︻
実
施
年
度
・
対
象
・
科
目
︼

　

令
和
元
年
度　

広
島
県
立
福
山
誠
之
館
高
等
学
校　

三
年
次
生　

現
代
文
Ｂ

︻
学
習
指
導
目
標
︼

・
文
章
を
読
ん
で
、
書
き
手
の
意
図
や
、
人
物
、
情
景
、
心
情
の
描
写
な
ど
を
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的
確
に
と
ら
え
、
表
現
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。（
現
代
文
Ｂ　

2
内
容

（
1
）
イ
）

︻
学
習
活
動
の
流
れ
︼

　

1　
「
陰
翳
礼
讃
」
を
読
む
（
初
読
）。

　

2　

指
示
語
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、
本
文
の
記
述
及
び
既
習
の
指
示
語
に

関
す
る
知
識
に
基
づ
き
な
が
ら
分
析
す
る
。

　

↓　
「
言
語
活
動
と
し
て
の
こ
と
ば
の
は
た
ら
き
」
を
文
脈
に
即
し
て
捉
え

直
す

　

3　

指
示
語
の
は
た
ら
き
に
注
意
し
な
が
ら
、
新
た
な
作
品
を
紡
ぐ
。

　

↓　
「
言
語
作
品
と
し
て
の
こ
と
ば
の
は
た
ら
き
」
を
意
識
し
て
作
品
を
作

る
。

　

4　
「
そ
れ
」
に
着
目
し
な
が
ら
、「
虚
ろ
な
ま
な
ざ
し
」
を
読
む
。

　

↓　

か
ぎ
か
っ
こ
つ
き
の
「「
そ
れ
」」
と
か
ぎ
か
っ
こ
な
し
の
「
そ
れ
」

の
使
い
方
に
着
目
し
な
が
ら
、
筆
者
の
主
張
を
捉
え
て
い
く
。「
2
」

の
段
階
で
得
た
視
点
を
活
用
し
て
読
み
取
り
を
進
め
る
。

　

本
実
践
の
中
核
は
、
2
、
3
の
段
階
で
あ
る
。
本
実
践
は
、
令
和
元
年
度
九

月
の
実
践
で
あ
る
が
、
年
度
当
初
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
指
導
を
し
て
い
く
中
で
、

指
示
内
容
を
捉
え
る
こ
と
自
体
に
生
徒
た
ち
の
課
題
が
あ
る
こ
と
を
見
と
っ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
指
示
語
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
こ
と
ば
の
働
き
と
し

て
、「
指
示
語
が
、
特
定
の
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
か
を
分
析

す
る
。」
と
い
う
学
習
を
す
る
単
元
を
設
定
し
た
。

　

2
の
段
階
で
は
、
生
徒
が
小
学
生
の
頃
か
ら
親
し
ん
で
き
た
指
示
語
と
い
う

言
語
事
項
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、「
陰
翳
礼
讃
」

の
中
に
あ
る
指
示
語
は
、
単
に
指
示
内
容
を
示
す
と
い
う
役
割
以
上
に
、
読
者

の
読
み
に
大
き
く
作
用
す
る
面
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
と
し

た
。
こ
れ
は
、
藤
森
氏
が
い
う
「
言
語
活
動
と
し
て
の
こ
と
ば
の
は
た
ら
き
」

を
意
識
す
る
こ
と
と
言
え
る
。
こ
と
ば
の
は
た
ら
き
に
着
目
し
て
表
現
の
特
徴

な
ど
を
読
み
取
り
、
味
わ
う
こ
と
が
こ
の
場
面
に
お
け
る
目
標
で
あ
る
。

　

3
の
場
面
で
は
、
2
で
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
し
て
、
実
際
に
文
章
を
創
作
す

る
こ
と
に
し
た
。
次
に
読
む
岡
真
理
「
虚
ろ
な
眼
差
し
」
の
中
で
も
、
指
示
語

の
使
い
分
け
を
読
み
取
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て

指
示
語
の
表
現
効
果
を
意
識
し
た
文
章
を
書
く
こ
と
で
、
後
に
待
つ
4
の
場
面

に
お
け
る
読
み
取
り
の
精
度
を
上
げ
て
い
く
こ
と
を
企
図
し
た
場
面
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
2
の
段
階
に
お
け
る
生
徒
の
反
応
を
記
す
。
こ
の
段
階
で
は
、
生
徒

に
指
示
語
の
分
析
の
視
点
と
し
て
、
①
省
略
で
き
そ
う
な
部
分
、
②「
あ
れ
」

「
そ
れ
」
の
使
い
分
け
、
③「
あ
の
」
の
効
果
、
④
そ
の
他
の
四
点
を
示
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
効
果
や
そ
の
表
現
効
果
が
生
じ
た
原
因
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
。

　

①
に
つ
い
て
、
生
徒
は
あ
え
て
省
略
せ
ず
に
指
示
語
を
使
う
こ
と
で
「
リ
ズ

ム
と
し
て
美
し
く
響
く
」
効
果
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
指
示
語
を
多
用
し
、

同
音
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
韻
律
が
生
じ
た
と
分
析
し
て
い
た
。

　

②
に
つ
い
て
は
、「
あ
れ
」
は
「
羊
羹
だ
け
特
別
で
あ
る
」、「
回
想
的
、
イ
デ

ア
的
な
感
じ
を
与
え
る
」
と
い
う
意
見
が
、「
そ
れ
」
は
「
実
際
に
行
っ
た
こ
と

を
示
す
」
な
ど
の
意
見
が
あ
が
っ
た
。
原
因
と
し
て
、「
あ
れ
」
は
遠
距
離
指
示

で
あ
り
、
読
者
を
想
念
の
世
界
に
引
き
込
む
こ
と
、「
そ
れ
」
は
中
距
離
指
示
で

あ
り
、「
あ
れ
」
に
比
べ
て
よ
り
即
物
的
で
あ
る
と
考
察
し
て
い
た
。
授
業
者
が

事
前
に
教
材
研
究
と
し
て
「
陰
翳
礼
讃
」
を
読
ん
だ
と
き
、
生
徒
が
挙
げ
た
よ

う
な
点
が
本
教
材
の
指
示
語
の
効
果
と
し
て
重
要
な
点
だ
と
考
え
て
い
た
。
生
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徒
が
説
明
し
た
言
葉
は
、
や
や
た
ど
た
ど
し
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
ら
自

身
で
こ
う
し
た
表
現
効
果
に
気
付
い
て
い
た
。
視
点
を
絞
っ
て
、
思
考
に
十
分

な
時
間
を
取
っ
た
こ
と
が
功
を
奏
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

③
に
つ
い
て
も
②
と
同
様
に
、「
読
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ

る
」、「
筆
者
が
想
像
し
て
い
る
も
の
を
指
す
こ
と
が
多
い
」、「
具
体
の
イ
メ
ー

ジ
を
刺
激
す
る
」
と
い
っ
た
指
摘
が
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
実
際
に
作
品
で
確
認
し
て
み
た
い
。
以
下
、
作
品
の
一
部

を
引
用
す
る
。

私
は
、
吸
い
物
椀
を
前
に
し
て
、
椀
が
微
か
に
耳
の
奥
へ
沁
む
よ
う
に
ジ

イ
と
鳴
っ
て
い
る
、
あ
の
遠
い
虫
の
音
の
よ
う
な
お
と
を
聴
き
つ
ゝ
こ
れ

か
ら
食
べ
る
物
の
味
わ
い
に
思
い
を
ひ
そ
め
る
時
、
い
つ
も
自
分
が
三
昧

境
に
惹
き
入
れ
ら
れ
る
の
を
覚
え
る
。
茶
人
が
湯
の
た
ぎ
る
お
と
に
尾
上

の
松
風
を
連
想
し
な
が
ら
無
我
の
境
に
入
る
と
云
う
の
も
、
恐
ら
く
そ
れ

に
似
た
心
持
な
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
料
理
は
食
う
も
の
で
な
く
て
見
る

も
の
だ
と
云
わ
れ
る
が
、
こ
う
云
う
場
合
、
私
は
見
る
も
の
で
あ
る
以
上

に
瞑
想
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
お
う
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
、
闇
に
ま
た
ゝ

く
蝋
燭
の
灯
と
漆
の
器
と
が
合
奏
す
る
無
言
の
音
楽
の
作
用
な
の
で
あ
る
。

か
つ
て
漱
石
先
生
は
「
草
枕
」
の
中
で
羊
羹
の
色
を
讃
美
し
て
お
ら
れ
た

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
云
え
ば
あ
の
色
な
ど
は
や
は
り
瞑
想
的
で
は
な

い
か
。
玉
の
よ
う
に
半
透
明
に
曇
っ
た
肌
が
、
奥
の
方
ま
で
日
の
光
り
を

吸
い
取
っ
て
夢
み
る
如
き
ほ
の
明
る
さ
を
啣
ん
で
い
る
感
じ
、
あ
の
色
あ

い
の
深
さ
、
複
雑
さ
は
、
西
洋
の
菓
子
に
は
絶
対
に
見
ら
れ
な
い
。
ク

リ
ー
ム
な
ど
は
あ
れ
に
比
べ
る
と
何
と
云
う
浅
は
か
さ
、
単
純
さ
で
あ
ろ

う
。
だ
が
そ
の
羊
羹
の
色
あ
い
も
、
あ
れ
を
塗
り
物
の
菓
子
器
に
入
れ
て
、

肌
の
色
が
辛
う
じ
て
見
分
け
ら
れ
る
暗
が
り
へ
沈
め
る
と
、
ひ
と
し
お
瞑

想
的
に
な
る
。
人
は
あ
の
冷
た
く
滑
か
な
も
の
を
口
中
に
ふ
く
む
時
、
あ

た
か
も
室
内
の
暗
黒
が
一
箇
の
甘
い
塊
に
な
っ
て
舌
の
先
で
融
け
る
の
を

感
じ
、
ほ
ん
と
う
は
そ
う
旨
く
な
い
羊
羹
で
も
、
味
に
異
様
な
深
み
が
添

わ
る
よ
う
に
思
う
。 

（
傍
線
・
太
字
は
引
用
者
に
よ
る
）

　

引
用
部
の
「
そ
れ
」
に
つ
い
て
は
、
前
か
ら
順
に
「
三
昧
境
に
惹
き
入
れ
ら

れ
る
感
じ
」、「
瞑
想
す
る
と
き
の
よ
う
な
心
持
ち
」
な
ど
の
よ
う
に
言
い
換
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
本
文
の
中
に
言
い
換
え
の
対
象
と
な
る
情
報
が

あ
る
。
一
方
、「
あ
の
遠
い
虫
の
音
の
よ
う
な
お
と
」、「（
羊
羹
の
）
あ
の
色
」

な
ど
で
使
わ
れ
る
「
あ
の
」
は
省
略
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
羊
羹
の

色
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
直
接
的
な
描
写
が
本
文
中
に
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
語

り
手
の
感
覚
世
界
の
も
の
を
指
示
語
で
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
読
者
の
共

感
に
よ
っ
て
初
め
て
伝
達
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
表
現
が
「
あ
の
」
で
は
な
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
。「
あ
れ
に
比
べ
る
と
何
と
云
う
浅
は
か
さ
」
な
ど
で
使
わ
れ

る
「
あ
れ
」
で
あ
っ
て
も
、
読
者
が
羊
羹
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
確
に
持
っ
て
い
な

い
と
成
立
し
な
い
表
現
で
あ
る
。
羊
羹
を
直
接
的
に
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、

読
者
の
想
念
の
中
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
刺
激
す
る
こ
と
で
効
果
的
に
伝
達
を
し

て
い
る
部
分
だ
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
指
示
語
に
よ
る
表
現
効
果
は
、
指
示
語
そ
の
も
の
を
読
み
流
し

や
す
い
た
め
に
、
生
徒
自
身
で
見
つ
け
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
視
点
を
与
え
て
や
る
こ
と
で
、
生
徒
自
身
で
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
う
し
た
効
果
に
気
付
い
た
生
徒
た
ち
に
「
陰
翳
礼
讃
」
に
み
え
た
よ
う
な
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指
示
語
の
効
果
を
生
か
し
た
作
文
を
さ
せ
た
。
一
例
を
挙
げ
て
み
る
。

　

生
徒
作
品
「
あ
ん
ぱ
ん
」（
表
現
は
す
べ
て
原
文
マ
マ
）

　

勉
強
の
休
憩
が
て
ら
パ
ン
屋
に
行
っ
た
が
、
た
く
さ
ん
の
種
類
の
パ
ン

が
あ
る
中
で
、
視
線
が
あ
ん
ぱ
ん
か
ら
離
れ
な
い
。
外
か
ら
は
ゴ
マ
の
ツ

ブ
ツ
ブ
し
か
見
え
な
い
屈
指
の
地
味
な
パ
ン
で
あ
る
一
方
で
、
脂
質
が
そ

こ
ま
で
多
く
な
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
そ
れ
は
、
糖
が
枯
渇
し
た
私

に
と
っ
て
本
能
的
に
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
手
に
取
る
と
ず
し
っ
と
き

て
、
あ
の
ほ
ど
よ
い
光
沢
性
の
あ
る
あ
ん
が
ふ
ん
だ
ん
に
詰
ま
っ
て
い
る

の
を
感
じ
、
思
わ
ず
口
に
す
る
と
、
上
品
な
甘
さ
と
潰
し
す
ぎ
な
い
絶
妙

な
舌
触
り
を
感
じ
、
他
の
こ
と
は
一
切
忘
れ
、
あ
ん
ぱ
ん
を
口
に
ふ
く
ん

だ
幸
せ
に
酔
い
痴
れ
て
い
た
。 

（
傍
線
・
太
字
は
引
用
者
に
よ
る
）

　

こ
の
作
品
は
、
国
語
の
学
習
（
特
に
小
説
作
品
を
読
む
こ
と
）
に
対
し
て
苦

手
意
識
を
持
っ
て
い
る
生
徒
の
も
の
で
あ
る
。
苦
手
意
識
を
持
ち
な
が
ら
も
、

指
示
語
の
効
果
を
き
ち
ん
と
生
か
し
な
が
ら
表
現
が
で
き
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

一
度
ず
つ
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、「
そ
れ
」
は
文
中
に
あ
る
指
示
対
象
（
あ

ん
ぱ
ん
）
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
あ
の
ほ
ど
よ
い
光
沢
性
の
」
と
使
わ
れ

て
い
る
「
あ
の
」
は
あ
ん
ぱ
ん
の
光
沢
を
直
接
描
写
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
し
、

読
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
賦
活
す
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
あ
ん
ぱ
ん
を
知
る
読
者

の
側
に
は
ど
う
い
う
光
沢
か
、
し
っ
か
り
伝
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
効
果
を
生
か
し
な
が
ら
書
け
た
こ
と
に
、
当
該
生
徒
は
喜
び
、
小
説
な
ど

の
文
学
作
品
に
も
少
し
は
前
向
き
に
取
り
組
も
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
と

述
べ
て
い
た
。
な
お
、
そ
の
他
の
生
徒
作
品
例
の
一
部
を
本
稿
末
尾
に
参
考
資

料
1
と
し
て
あ
げ
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　

こ
こ
ま
で
を
整
理
す
れ
ば
、
生
徒
た
ち
は
、
文
脈
の
中
で
表
れ
る
「
言
語
活

動
と
し
て
の
こ
と
ば
の
は
た
ら
き
」
に
着
目
す
る
「
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か

せ
る
こ
と
で
、
指
導
事
項
か
ら
見
い
だ
せ
る
「
文
章
を
読
ん
で
、
書
き
手
の
意

図
や
、
人
物
、
情
景
、
心
情
の
描
写
な
ど
を
的
確
に
と
ら
え
、
表
現
を
味
わ
う

こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
う
「
資
質
・
能
力
」
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
文

章
を
書
く
上
で
も
「
言
葉
の
働
き
を
意
識
し
な
が
ら
効
果
的
に
表
現
す
る
」
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
指
示
語
へ
の
着
目
を
く
ど
い
ほ
ど
に
し
た
あ
と
に
、
岡
真
理
「
虚

ろ
な
ま
な
ざ
し
」
を
読
ん
だ
。
紙
幅
の
都
合
上
、
省
略
す
る
が
、
当
該
文
章
で

も
「
そ
れ
」
と
「「
そ
れ
」」
が
使
い
分
け
ら
れ
、
読
み
取
り
に
大
き
く
影
響
す

る
部
分
が
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
を
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
、
読
み
深
め
る
こ

と
が
で
き
て
い
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

（
二
）「
お
も
て
歌
の
こ
と
」（『
無
名
抄
』）
の
授
業
実
践

︻
実
施
年
度
・
対
象
・
科
目
︼

　

平
成
二
十
八
年
度　

広
島
県
立
神
辺
旭
高
等
学
校　

三
年
次
生　

古
典
Ｂ

︻
学
習
指
導
目
標
︼

・
古
典
の
内
容
や
表
現
の
特
色
を
理
解
し
て
読
み
味
わ
い
、
作
品
の
価
値
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
古
典
Ｂ　

2　

内
容
（
1
）
エ
）

︻
学
習
活
動
の
流
れ
︼

1　

俊
恵
の
評
を
も
と
に
、
藤
原
俊
成
の
歌
の
第
三
句
を
改
変
す
る

2　

原
作
と
比
較
し
て
改
め
て
自
ら
の
も
の
の
見
方
に
従
い
、
俊
成
の
歌
を

評
価
す
る
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↓　

文
脈
の
中
の
言
葉
の
意
味
を
お
さ
え
て
、
言
語
作
品
と
し
て

の
和
歌
の
評
価
を
す
る

　
﹃
無
名
抄
﹄
本
文
で
は
、
俊
恵
に
自
身
の
代
表
歌
を
尋
ね
ら
れ
た
俊
成
が
、

夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
染
み
て
う
づ
ら
鳴
く
な
り
深
草
の
里

の
句
を
答
え
た
こ
と
を
受
け
、
俊
恵
が
う
ち
う
ち
に
鴨
長
明
に
対
し
て
、

か
の
歌
は
、「
身
に
染
み
て
」
と
言
ふ
腰
の
句
の
い
み
じ
う
無
念
に
お
ぼ
ゆ

る
な
り
。
こ
れ
ほ
ど
に
な
り
ぬ
る
歌
は
、
景
気
を
言
ひ
流
し
て
、
た
だ
そ

ら
に
身
に
染
み
け
ん
か
し
と
思
は
せ
た
る
こ
そ
、
心
に
く
く
も
優
に
も
侍

れ
。
い
み
じ
く
言
ひ
も
て
ゆ
き
て
、
歌
の
詮
と
す
べ
き
ふ
し
を
さ
は
さ
は

と
言
ひ
表
し
た
れ
ば
、
む
げ
に
こ
と
浅
く
な
り
ぬ
る
な
り
。

と
述
べ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
俊
恵
の
評
か
ら
考
え
れ
ば
、
直
接

的
に
感
覚
を
詠
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
な
く
伝
わ
る
よ
う
に
景
色
を
配
置
す

る
の
が
良
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
を

論
じ
た
部
分
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
本
文
を
使
っ
て
、
生
徒
に
和

歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
本
当
に
適
切
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

考
え
さ
せ
る
た
め
に
、
腰
の
句
で
あ
る
「
身
に
染
み
て
」
の
部
分
を
あ
え
て
改

変
さ
せ
、
元
の
歌
と
比
較
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
生
徒
が
作
っ
た
改
作
案
が
次
の
も
の
で
あ
る
。

　

夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風　

身
に
染
み
て　

う
づ
ら
鳴
く
な
り
深
草
の
里

　

1　

渡
り
け
り　
　

2　

花
散
ら
し　
　

3　

吹
き
抜
け
て

　

4　

ふ
く
お
り
に　

5　

よ
を
さ
そ
ひ　

6　

雲
つ
れ
て

　

1
、
3
は
、
そ
の
ま
ま
野
辺
の
秋
風
が
吹
い
て
い
く
様
子
、
2
、
6
は
野
辺

の
秋
風
に
よ
っ
て
、
他
の
景
物
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
様
子
、
4
は
時
間
を

切
り
取
っ
た
も
の
、
5
は
少
し
読
み
に
く
い
が
、
生
徒
に
よ
れ
ば
「
よ
」
に

「
男
女
の
関
係
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
、「
深
草
の
里
」
や
「
う
づ
ら
」
が

﹃
伊
勢
物
語
﹄
百
二
十
三
段
の
女
性
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、「
男
女
関

係
を
誘
う
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
作
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
四

人
程
度
の
グ
ル
ー
プ
で
作
成
し
た
も
の
で
、
生
徒
は
よ
く
考
え
て
い
た
。
こ
れ

ら
を
並
べ
た
後
、
元
の
歌
と
比
較
を
さ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
、
生
徒
は
「
身
に
染

み
て
」
の
感
覚
が
出
て
く
る
の
は
や
は
り
元
の
歌
で
あ
る
と
考
え
、
翻
っ
て
元

の
歌
の
表
現
の
良
さ
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　

こ
れ
を
整
理
す
れ
ば
、「
言
語
作
品
と
し
て
成
立
さ
せ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て

の
こ
と
ば
を
意
識
す
る
」
と
い
う
「
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ
と
で
、

そ
の
ま
ま
本
文
を
読
ん
で
い
く
だ
け
だ
と
何
気
な
く
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
い
か

ね
な
い
歌
の
良
さ
を
「
読
み
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
「
資
質
・
能
力
」

を
育
む
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
よ
う
。

四　

新
学
習
指
導
要
領
下
に
お
け
る
授
業
提
案

　

以
上
の
よ
う
な
実
践
を
踏
ま
え
て
、
新
学
習
指
導
要
領
下
で
の
授
業
を
、「
文

学
国
語
」
の
「
書
く
こ
と
」、「
読
む
こ
と
」、
及
び
「
言
語
文
化
」
の
「
読
む
こ
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と
」
に
わ
け
て
三
つ
提
案
す
る
こ
と
と
す
る
。

①　

文
学
国
語
（
例
1
）

︻
学
習
指
導
目
標
︼

・
文
体
の
特
徴
や
修
辞
の
は
た
ら
き
な
ど
を
考
慮
し
て
、
読
み
手
を
引
き

つ
け
る
独
創
的
な
文
章
に
な
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
2　

内
容　
︹
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
︺
Ａ　

書
く
こ
と　

ウ
）

・
言
葉
に
は
、
想
像
や
心
情
を
豊
か
に
す
る
働
き
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。（
2　

内
容　
︹
知
識
及
び
技
能
︺（
1
）
ア
）

︻
授
業
案
︼（
時
間
数
は
目
安
）

・「
陰
翳
礼
讃
」
を
読
み
、
指
示
語
や
文
の
長
さ
、
語
と
語
の
つ
な
が
り
に

着
目
し
な
が
ら
、
文
体
分
析
を
行
う
。（
2
時
間
）

・
谷
崎
の
文
体
を
真
似
し
な
が
ら
、「
お
は
ぎ
」「
み
た
ら
し
団
子
」「
ケ
ー

キ
」「
ラ
ー
メ
ン
」「
炊
き
込
み
ご
飯
」
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
、
料

理
の
魅
力
が
引
き
立
つ
よ
う
に
四
百
字
程
度
の
文
章
を
書
く
。（
1
時

間
）

・
相
互
に
批
評
を
し
合
い
、
批
評
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
推
敲
す
る
。

（
1
時
間
）

批
評
の
観
点
:
谷
崎
の
文
体
分
析
で
確
認
し
た
事
項
、
読
み
手
と

し
て
の
感
覚

　

実
践
事
例
（
一
）
を
踏
ま
え
た
授
業
案
で
あ
る
。
実
践
で
は
、「
読
む
こ
と
」

を
中
心
に
指
導
を
す
る
た
め
に
授
業
を
組
ん
で
い
っ
た
が
、
そ
の
中
で
谷
崎
の

文
体
を
取
り
入
れ
て
優
れ
た
作
品
を
作
っ
て
い
く
生
徒
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、「
文
学
国
語
」
に
お
け
る
「
書
く
こ
と
」
の
指
導
を
す
る
た
め
に
組
ん

だ
授
業
が
本
授
業
案
で
あ
る
。

　

先
に
詳
し
く
は
述
べ
な
か
っ
た
が
、
実
践
の
中
で
、
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
た

ク
ラ
ス
に
お
い
て
生
徒
に
「
陰
翳
礼
讃
」
の
特
徴
を
考
え
さ
せ
、
一
人
一
つ
黒

板
に
書
か
せ
る
と
い
う
活
動
を
し
た
。
つ
ま
り
、「
文
体
の
特
徴
や
修
辞
の
は
た

ら
き
」
を
考
え
さ
せ
て
み
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
た
と
え
ば
、

一
文
の
呼
吸
が
長
い
こ
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
ゆ
ら
ぎ
の
あ
る
文
体
に
な
っ

て
い
る
こ
と
、
擬
音
語
や
色
の
表
現
が
多
い
こ
と
、
擬
人
法
が
多
く
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
、
な
ど
の
指
摘
を
生
徒
が
し
て
い
た
。
こ
の
分
析
で
一
時
間
使
う
こ

と
に
な
っ
た
が
、
十
分
な
時
間
を
取
っ
た
こ
と
で
生
徒
た
ち
自
身
が
さ
ま
ざ
ま

な
気
付
き
を
得
て
い
た
。
指
示
語
に
加
え
て
こ
れ
ら
の
分
析
を
、「
書
く
」
前
の

段
階
で
行
わ
せ
、
言
葉
の
は
た
ら
き
を
意
識
さ
せ
る
。

　

そ
の
上
で
、
身
近
な
も
の
で
あ
る
食
品
に
つ
い
て
、
谷
崎
の
文
体
を
ま
ね
な

が
ら
書
き
、
言
葉
の
働
き
を
意
識
し
な
が
ら
表
現
活
動
を
す
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
り
、
た
だ
た
ん
に
感
覚
で
書
く
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
と
ば
の
適
切

な
、
あ
る
い
は
効
果
的
な
使
い
方
と
い
う
こ
と
を
意
識
化
し
て
習
得
さ
せ
る
。

　

そ
の
後
、
自
分
た
ち
が
挙
げ
た
谷
崎
の
文
体
分
析
の
結
果
や
読
み
手
と
し
て

の
感
覚
に
基
づ
き
、
相
互
批
評
さ
せ
る
。
文
体
分
析
の
結
果
を
使
っ
て
批
評
す

る
の
は
、
言
葉
の
は
た
ら
き
を
意
識
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
、

読
み
手
と
し
て
の
感
覚
を
使
う
の
は
表
現
効
果
が
適
切
に
表
れ
て
い
る
か
を
確

か
め
る
た
め
で
あ
る
。
感
覚
を
使
う
以
上
、
可
能
な
限
り
複
数
人
に
批
評
し
て

も
ら
う
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
五
〇
分
授
業
で
あ
れ
ば
、
四
か
ら
五
人
は
回
し
読

み
し
て
批
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
批
評
を
も
と
に
最
後
に
振
り
返
り
を
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す
れ
ば
、
書
き
手
で
あ
る
生
徒
自
身
が
さ
ら
に
言
葉
の
は
た
ら
き
や
表
現
効
果

に
つ
い
て
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
、
以
降
の
表
現
活
動
に
も
学
び
を
活
か

せ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②　

文
学
国
語
（
例
2
）

︻
学
習
指
導
目
標
︼

・
他
の
作
品
と
比
較
す
る
な
ど
し
て
、
文
体
の
特
徴
や
効
果
に
つ
い
て
考

察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
2　

内
容　
︹
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力

等
︺
Ｂ　

読
む
こ
と　

ウ
）

・
文
学
的
な
文
章
に
お
け
る
文
体
の
特
徴
や
修
辞
な
ど
の
表
現
技
法
に
つ

い
て
、
体
系
的
に
理
解
し
使
う
こ
と
が
で
き
る
。（
2　

内
容　
︹
知
識

及
び
技
能
︺（
2
）
エ
）

︻
授
業
案
︼

・「
陰
翳
礼
讃
」
を
読
み
、
初
読
の
感
想
を
記
述
す
る
。
そ
の
際
に
、
ど
う

い
う
点
が
そ
の
感
想
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
か
、
根
拠
を
明
ら
か
に
し

な
が
ら
書
く
。（
1
時
間
）

・
指
示
語
を
改
変
し
た
文
章
（
参
考
資
料
2
）
と
比
較
し
、「
陰
翳
礼
讃
」

に
お
け
る
指
示
語
の
効
果
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。（
2
時
間
）

　
（
時
間
に
余
裕
が
あ
る
場
合
、
初
読
の
感
想
の
中
の
、
他
の
部
分
に
つ
い

て
の
言
及
も
取
り
上
げ
て
分
析
さ
せ
る
）

・
宮
沢
賢
治
「
永
訣
の
朝
」
を
、「
こ
」
系
の
指
示
語
の
効
果
に
着
目
し
な

が
ら
読
み
、
単
元
を
通
じ
て
学
ん
だ
韻
文
を
含
む
文
章
の
中
に
お
け
る

指
示
語
の
働
き
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。（
2
時
間
）

　

こ
れ
も
実
践
事
例
（
一
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
修
辞
と
し
て
の
指
示

語
を
活
か
し
た
文
体
と
も
い
え
る
「
陰
翳
礼
讃
」
を
活
用
し
て
、
特
定
の
文
体
、

文
脈
で
使
わ
れ
る
指
示
語
の
修
辞
的
機
能
を
分
析
さ
せ
る
授
業
で
あ
る
。

　

指
示
語
の
効
果
を
理
解
す
る
に
は
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
使
わ
れ
て

い
な
い
も
の
を
比
較
す
る
の
が
早
い
。
そ
こ
で
、
授
業
者
の
側
で
指
示
語
を
改

変
し
た
文
章
を
用
意
し
て
読
み
比
べ
を
さ
せ
、
指
示
語
の
効
果
を
考
え
さ
せ
る
。

読
み
飛
ば
し
て
し
ま
い
そ
う
な
も
の
で
も
、
実
は
読
み
手
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
こ
と
を
生
徒
が
理
解
で
き
れ
ば
よ
い
。

　

そ
の
う
え
で
、
指
示
語
が
使
わ
れ
て
い
る
他
の
文
学
作
品
、
た
と
え
ば
「
永

訣
の
朝
」
な
ど
を
指
示
語
に
着
目
し
て
読
ま
せ
る
。
そ
の
こ
と
で
、
な
ん
と
な

く
読
み
が
ち
な
詩
作
品
を
こ
と
ば
に
即
し
て
読
む
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

「
永
訣
の
朝
」
で
言
え
ば
、「
こ
の
」
な
ど
の
「
こ
」
系
の
指
示
語
が
多
い
。
一

通
り
抜
き
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

・
青
い
蓴
菜
の
も
や
う
の
つ
い
た
／
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
か
け
た
陶
椀
に

・
わ
た
く
し
は
ま
が
つ
た
て
つ
ぱ
う
だ
ま
の
や
う
に
／
こ
の
く
ら
い
み
ぞ
れ

の
な
か
に
飛
び
だ
し
た

・
こ
ん
な
さ
つ
ぱ
り
し
た
雪
の
ひ
と
わ
ん
を
／
お
ま
へ
は
わ
た
く
し
に
た
の

ん
だ
の
だ

・
す
き
と
ほ
る
つ
め
た
い
雫
に
み
ち
た
／
こ
の
つ
や
や
か
な
松
の
え
だ
か
ら

・
み
な
れ
た
ち
や
わ
ん
の
こ
の
藍
の
も
や
う
に
も
／
も
う
け
ふ
お
ま
へ
は
わ

か
れ
て
し
ま
ふ

・
こ
の
雪
は
ど
こ
を
え
ら
ば
う
に
も
／
あ
ん
ま
り
ど
こ
も
ま
つ
し
ろ
な
の
だ

・
あ
ん
な
お
そ
ろ
し
い
み
だ
れ
た
そ
ら
か
ら
／
こ
の
う
つ
く
し
い
雪
が
き
た
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の
だ

・（
う
ま
れ
で
く
る
た
て
／
こ
ん
ど
は
こ
た
に
わ
り
や
の
ご
と
ば
か
り
で
／
く

る
し
ま
な
あ
よ
に
う
ま
れ
て
く
る
）

・
お
ま
へ
が
た
べ
る
こ
の
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
に
／
わ
た
く
し
は
い
ま
こ
こ
ろ

か
ら
い
の
る

・
ど
う
か
こ
れ
が
天
上
の
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
に
な
つ
て
／
お
ま
へ
と
み
ん
な

と
に
聖
い
資
糧
を
も
た
ら
す
や
う
に

　

こ
の
「
こ
」
系
の
指
示
語
に
気
を
つ
け
な
が
ら
読
む
と
、
原
則
、
妹
で
あ
る

と
し
子
が
食
べ
る
「
雪
」
や
そ
れ
を
す
く
う
椀
に
関
わ
る
語
に
の
み
「
こ
」
系

の
指
示
語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
例
外
は
と
し
子
の
発
言
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
、
作
中
の
視
点
人
物
（
賢
治
の
分
身
と
い
っ

て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）
が
、
目
の
前
の
「
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
」
に
相
当
な

思
い
入
れ
を
も
っ
て
い
る
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
意
識
の
上
で
「
ふ
た
わ

ん
の
ゆ
き
」
へ
の
接
近
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
作
品
を
書
く

側
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
、
無
意
識
的
か
も
し
れ
な
い
が
、「
ふ
た
わ
ん
の
ゆ
き
」

へ
の
思
い
入
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
不
必
要
な
ほ
ど
に
多
い
指
示
語
を
あ
え
て

使
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
内
容
面
に
お
け
る
効
果
だ

け
で
な
く
、
独
特
の
リ
ズ
ム
も
生
ま
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
学
習
を
も
と
に
、
特
定
の
文
体
・
文
脈
に
お
け
る
指
示
語
の

効
果
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
ま
と
め
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
以
後
の
学

習
に
お
け
る
読
み
取
り
に
お
い
て
も
、
本
単
元
で
学
ん
だ
こ
と
を
活
か
せ
る
よ

う
に
な
ろ
う
。

③　

言
語
文
化
（
例
3
）

︻
学
習
指
導
目
標
︼

・
作
品
や
文
章
の
成
立
し
た
背
景
や
他
の
作
品
な
ど
と
の
関
係
を
踏
ま
え
、

内
容
の
解
釈
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
2　

内
容　
︹
思
考
力
、
判

断
力
、
表
現
力
等
︺
Ｂ　

読
む
こ
と　

エ
）

・
言
葉
に
は
、
文
化
の
継
承
、
発
展
、
想
像
を
支
え
る
働
き
が
あ
る
こ
と

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
2　

内
容　
︹
知
識
及
び
技
能
︺（
1
）

ア
）

・
時
間
の
経
過
や
地
域
の
文
化
的
特
徴
な
ど
に
よ
る
文
字
や
言
葉
の
変
化

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
つ
な
が
り

に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
2　

内
容　
︹
知
識
及
び
技
能
︺

（
2
）
エ
）

︻
授
業
案
︼

・「
お
も
て
歌
の
こ
と
」、
正
岡
子
規
「
十
た
び
歌
詠
み
に
与
ふ
る
書
」
を

読
み
、
俊
恵
の
批
評
し
て
い
る
内
容
や
正
岡
子
規
の
短
歌
に
対
す
る
考

え
方
を
理
解
す
る
。（
1
・
5
時
間
）

※
生
徒
実
態
に
応
じ
て
、
和
歌
以
外
は
口
語
訳
を
使
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

・
万
葉
集
、
古
今
集
、
新
古
今
集
、
近
現
代
短
歌
そ
れ
ぞ
れ
を
読
む
エ
キ

ス
パ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
和
歌
・
短
歌
の
特
徴
を
俊
恵
や
正
岡
子

規
の
も
つ
視
点
を
踏
ま
え
て
分
析
す
る
。
そ
の
際
に
、
教
科
書
等
に

載
っ
て
い
る
和
歌
の
修
辞
技
法
に
つ
い
て
一
読
さ
せ
、
担
当
す
る
和
歌

の
中
に
使
わ
れ
て
い
る
修
辞
技
法
に
つ
い
て
も
ま
と
め
て
お
く
。（
2
・
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5
時
間
）

・
ジ
グ
ソ
ー
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
前
時
ま
で
に
ま
と
め
た
こ
と
を
共
有
し
、

時
代
ご
と
に
共
通
点
や
相
違
点
が
な
い
か
、
考
察
す
る
。（
2
時
間
）

　

実
践
事
例
（
二
）
に
基
づ
き
設
計
し
た
案
で
あ
る
。
言
語
文
化
と
い
う
科
目

の
特
徴
と
し
て
、
言
葉
の
文
化
を
通
時
的
に
理
解
し
て
い
く
側
面
が
あ
る
。
そ

の
面
を
意
識
し
た
授
業
展
開
で
あ
る
。
使
う
教
材
は
韻
文
の
中
で
も
、
和
歌
・

短
歌
で
あ
る
。
同
じ
五
七
五
七
七
と
い
う
形
式
で
あ
り
な
が
ら
も
、
時
代
に

よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
あ
る
和
歌
・
短
歌
を
通
時
的
に
見
て
い
く
こ
と
で
、

単
独
で
和
歌
・
短
歌
を
扱
う
よ
り
、
時
代
的
特
徴
が
際
立
っ
て
く
る
た
め
、
言

語
文
化
の
流
れ
を
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
組
み
立
て
た
。

　

ま
ず
、
和
歌
・
短
歌
に
つ
い
て
の
批
評
文
を
読
む
。
さ
ま
ざ
ま
な
批
評
文
が

考
え
ら
れ
る
が
、
一
つ
は
鎌
倉
時
代
の
「
お
も
て
歌
の
こ
と
」（﹃
無
名
抄
﹄）、

も
う
ひ
と
つ
は
正
岡
子
規
の
「
十
た
び
歌
詠
み
に
与
ふ
る
書
」
を
使
用
し
て
み

る
。
前
者
は
、
実
践
事
例
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
ど
う
い
う
和
歌
が
よ
い
和

歌
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、
と
い
う
一
つ
の
見
方
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
後

者
は
、
紙
幅
の
都
合
で
引
用
は
省
略
す
る
が
和
歌
と
近
代
短
歌
が
ど
う
異
な
る

か
と
い
う
視
点
を
得
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
、
和
歌
・

短
歌
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
整
理
す
る
。

　

そ
の
後
、
万
葉
集
、
古
今
集
、
新
古
今
集
、
近
現
代
短
歌
そ
れ
ぞ
れ
を
読
む

エ
キ
ス
パ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
和
歌
を
読
解
さ
せ
る
。
基
本
的
に
、
教
科

書
に
載
っ
て
い
る
も
の
を
使
い
、
時
間
数
等
に
よ
っ
て
数
の
調
整
を
す
る
。
一

グ
ル
ー
プ
一
首
だ
と
少
な
い
の
で
、
三
首
く
ら
い
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
分
析
の
過
程
の
中
で
、
和
歌
や
短
歌
を
読
む
上
で
必
要
な
修
辞
技
法

に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
も
、
教
科
書
や
文
法
書
、
便
覧
な
ど
を
使
っ
て
整
理

を
さ
せ
て
お
く
。
分
析
の
際
に
は
、
参
考
に
し
た
二
つ
の
文
章
は
、
あ
く
ま
で

も
分
析
の
指
針
と
す
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
外
れ
て
く
る
歌
も
当
然
な
が

ら
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
伝
え
て
お
き
、
二
つ
の
文
章
か
ら
得
た
視
点
で
は
分
析

で
き
な
い
部
分
は
、
ど
う
い
う
特
徴
が
あ
る
か
、
生
徒
た
ち
自
身
に
整
理
さ
せ

る
。
そ
れ
に
よ
り
、
生
徒
が
自
ら
こ
と
ば
に
着
目
し
、
分
析
的
に
読
ん
で
い
こ

う
と
い
う
目
が
多
少
な
り
と
も
養
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

分
析
し
た
結
果
を
も
と
に
、
ジ
グ
ソ
ー
グ
ル
ー
プ
に
な
り
、
時
代
ご
と
の
相

違
点
や
共
通
点
を
見
出
し
、
和
歌
・
短
歌
の
通
時
的
な
理
解
に
つ
な
げ
て
い
く
。

　

ど
の
よ
う
な
和
歌
を
選
ぶ
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
悩
ま
し
い
が
、

生
徒
実
態
を
踏
ま
え
て
興
味
・
関
心
を
持
ち
そ
う
な
も
の
を
中
心
に
選
ぶ
の
が

よ
い
だ
ろ
う
。

　

注
意
し
て
お
く
べ
き
は
、
こ
の
単
元
だ
け
で
完
全
に
和
歌
・
短
歌
の
歴
史
を

理
解
さ
せ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
数
時
間
の
授
業
の
中
で
、
千
年

以
上
に
も
わ
た
る
和
歌
・
短
歌
の
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
し
、

現
実
的
で
も
な
い
。
今
回
、
扱
う
こ
と
に
し
た
も
の
に
し
て
も
、
室
町
・
江
戸

の
和
歌
や
連
歌
な
ど
を
扱
っ
て
い
な
い
。
本
単
元
で
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
中
心

と
し
た
言
葉
に
着
目
し
な
が
ら
、
和
歌
・
短
歌
を
読
み
解
く
見
方
・
考
え
方
を

刺
激
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
と
考
え
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
、
つ
た
な
い
実
践
を
も
と
に
、
三
つ
の
授
業
提
案
を
行
っ
た
。「
文
学
国

語
」
に
し
て
も
「
言
語
文
化
」
に
し
て
も
、
今
ま
で
の
授
業
研
究
の
積
み
重
ね
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の
上
に
授
業
を
組
み
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
育
成
す
べ
き
資
質
・

能
力
や
、
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
た
め
に
働
か
せ
て
い
く
「
言
葉
に
よ
る
見

方
・
考
え
方
」
を
ど
う
授
業
構
想
の
中
に
組
み
入
れ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
な
る
。
今
回
、
提
案
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
一
案
に
過
ぎ
ず
、
改
善

の
余
地
は
あ
ろ
う
と
思
う
。
諸
先
生
方
の
ご
批
正
を
仰
ぎ
た
い
。

　

ま
た
、
今
回
は
文
学
教
材
を
中
心
に
提
案
を
し
た
が
、
評
論
文
教
材
を
は
じ

め
と
す
る
他
の
教
材
を
活
用
し
た
単
元
構
想
、
あ
る
い
は
「
話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
に
関
す
る
授
業
構
想
な
ど
、
考
え
る
べ
き
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
多
く
存
在

す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

︻
参
考
資
料
︼

1　
「
陰
翳
礼
讃
」
の
授
業
で
の
生
徒
作
品
例
（
原
文
マ
マ
）

「
み
た
ら
し
だ
ん
ご
」

　

以
前
、
旅
行
先
の
京
都
の
茶
屋
で
食
べ
た
も
の
を
思
い
返
し
て
み
る
。
そ
こ

で
は
、
2
本
、
串
に
さ
さ
っ
た
も
の
が
、
深
緑
の
長
皿
に
の
せ
ら
れ
、
出
て
き

た
。
団
子
な
ど
、
普
段
あ
ま
り
好
ん
で
食
べ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
久
し
ぶ

り
に
目
に
し
た
気
が
し
た
。
や
は
り
、
寺
に
隣
接
す
る
茶
屋
と
も
な
る
と
、

ス
ー
パ
ー
で
、
パ
ッ
ク
に
入
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
は
違
っ
て
、
皿
に
、
ベ

チ
ョ
ベ
チ
ョ
と
、
み
つ
が
垂
れ
て
い
る
こ
と
も
、
も
ち
の
形
が
異
様
に
整
っ
て

い
た
り
崩
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
手
に
と
る
と
、
小
腹
を
満
た
す
に

は
十
分
な
重
さ
を
感
じ
、
日
光
に
あ
た
っ
て
、
て
ら
て
ら
と
、
輝
く
み
つ
は
、

そ
の
奥
に
隠
し
た
、
団
子
の
焼
き
目
を
、
う
ま
い
具
合
に
透
か
し
て
い
た
。
同

じ
こ
げ
茶
だ
と
言
う
の
に
、
み
つ
は
、
焼
き
目
を
、
更
に
う
ま
そ
う
に
見
せ
て

く
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
一
口
で
食
べ
き
れ
る
と
思
っ
て
口
に
含
ん
だ
が
、
意
外

に
も
、
一
つ
が
大
き
く
、
少
し
残
し
て
か
み
き
っ
た
。
そ
の
弾
力
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
か
み
き
っ
た
前
歯
に
ベ
タ
ベ
タ
と
し
つ
こ
く
つ
き
ま
と
っ
て
こ
な
い

の
も
団
子
と
し
て
の
う
ま
さ
を
増
長
さ
せ
る
よ
う
だ
っ
た
。
口
の
中
で
、
み
つ

が
と
ろ
り
と
団
子
の
上
か
ら
舌
の
上
へ
と
、
落
ち
、
融
け
、
の
ど
奥
に
流
れ
て

い
き
そ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
慌
て
て
、
舌
先
で
す
く
い
上
げ
、
団
子
と
共
に
か

み
し
め
る
。
あ
の
、
丸
々
と
し
た
、
白
く
少
し
湿
っ
た
よ
う
な
肌
が
、
段
々
と
、

ぶ
つ
切
り
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
、
切
り
口
に
は
、
口
の
中
の
こ

と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
地
良
さ
さ
え
感
じ
る
。
の
み
こ
む
ま
で
数
分

と
か
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間
、
私
は
誰
よ
り
も
幸
福
そ
う
な
顔
だ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。

「
や
き
い
も
」

　

私
が
幼
い
頃
、
秋
も
中
頃
に
な
り
、
半
袖
か
ら
長
袖
へ
の
衣
替
え
を
す
る
辺

り
の
頃
だ
っ
た
の
だ
が
、
祖
母
は
そ
の
頃
に
よ
く
や
き
い
も
を
買
っ
て
き
て
く

れ
た
も
の
だ
っ
た
。
当
時
、
私
は
小
学
生
だ
っ
た
の
で
、
黒
い
上
着
に
身
を
包

み
、
手
を
こ
す
り
な
が
ら
帰
る
と
、
家
の
机
の
上
に
あ
る
湯
気
だ
っ
た
や
き
い

も
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
は
温
か
く
、
う
ま
そ
う
に
見
え
た
。

　

そ
し
て
手
を
洗
い
、
さ
ら
に
冷
た
く
な
っ
た
手
が
や
き
い
も
に
触
れ
る
こ
と

の
な
ん
と
あ
た
た
か
い
こ
と
か
。
じ
ん
わ
り
と
し
た
温
も
り
と
、
ど
っ
し
り
と

し
た
重
み
が
手
に
つ
た
わ
り
、
し
ば
ら
く
は
離
す
の
が
惜
し
い
ほ
ど
だ
。

　

思
う
に
焼
き
い
も
は
あ
の
な
ん
と
も
い
え
な
い
上
品
な
紫
の
う
す
か
わ
に
包

ま
れ
て
い
る
か
ら
よ
い
の
だ
。
あ
の
薄
皮
の
ざ
ら
ざ
ら
と
し
た
感
じ
と
、
中
身

の
温
か
さ
を
伝
え
る
薄
み
。
そ
し
て
丁
ね
い
に
上
か
ら
皮
を
む
い
た
と
き
、
つ

や
つ
や
と
し
た
黄
金
色
の
身
が
で
て
き
た
と
き
の
感
動
。
ぷ
ん
、
と
に
お
い
た
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つ
あ
の
甘
い
香
り
は
、
身
の
甘
さ
を
伝
え
て
く
る
。
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
一
口
食

べ
た
と
き
、
口
の
中
で
身
が
潰
れ
、
滑
ら
か
な
ク
リ
ー
ム
状
に
な
っ
た
と
き
、

い
も
の
甘
さ
が
口
の
中
を
満
た
す
。
い
も
の
あ
の
秋
の
香
り
を
ふ
ん
だ
ん
に
混

ぜ
た
深
い
甘
み
と
比
べ
れ
ば
、
砂
糖
を
ふ
ん
だ
ん
に
つ
か
っ
た
甘
み
の
な
ん
と

薄
っ
ぺ
ら
な
こ
と
か
。

2　
「
陰
翳
礼
讃
」（
改
変
例
。
一
部
の
指
示
語
を
削
除
、
一
部
は
改
変
）

　

私
は
、
吸
い
物
椀
を
前
に
し
て
、
椀
が
微
か
に
耳
の
奥
へ
沁
む
よ
う
に
ジ
イ

と
鳴
っ
て
い
る
、
遠
い
虫
の
音
の
よ
う
な
お
と
を
聴
き
つ
ゝ
こ
れ
か
ら
食
べ
る

物
の
味
わ
い
に
思
い
を
ひ
そ
め
る
時
、
い
つ
も
自
分
が
三
昧
境
に
惹
き
入
れ
ら

れ
る
の
を
覚
え
る
。
茶
人
が
湯
の
た
ぎ
る
お
と
に
尾
上
の
松
風
を
連
想
し
な
が

ら
無
我
の
境
に
入
る
と
云
う
の
も
、
恐
ら
く
自
分
が
吸
い
物
椀
を
前
に
し
た
と

き
に
似
た
心
持
な
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
料
理
は
食
う
も
の
で
な
く
て
見
る
も

の
だ
と
云
わ
れ
る
が
、
私
は
見
る
も
の
で
あ
る
以
上
に
瞑
想
す
る
も
の
で
あ
る

と
云
お
う
。
そ
う
し
て
日
本
料
理
を
味
わ
う
こ
と
は
、
闇
に
ま
た
ゝ
く
蝋
燭
の

灯
と
漆
の
器
と
が
合
奏
す
る
無
言
の
音
楽
の
作
用
な
の
で
あ
る
。
か
つ
て
漱
石

先
生
は
「
草
枕
」
の
中
で
羊
羹
の
色
を
讃
美
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

そ
う
云
え
ば
色
な
ど
は
や
は
り
瞑
想
的
で
は
な
い
か
。
玉
の
よ
う
に
半
透
明
に

曇
っ
た
肌
が
、
奥
の
方
ま
で
日
の
光
り
を
吸
い
取
っ
て
夢
み
る
如
き
ほ
の
明
る

さ
を
啣
ん
で
い
る
感
じ
、
色
あ
い
の
深
さ
、
複
雑
さ
は
、
西
洋
の
菓
子
に
は
絶

対
に
見
ら
れ
な
い
。
ク
リ
ー
ム
な
ど
は
羊
羹
に
比
べ
る
と
何
と
云
う
浅
は
か
さ
、

単
純
さ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
羊
羹
の
色
あ
い
も
、
羊
羹
を
塗
り
物
の
菓
子
器
に
入

れ
て
、
肌
の
色
が
辛
う
じ
て
見
分
け
ら
れ
る
暗
が
り
へ
沈
め
る
と
、
ひ
と
し
お

瞑
想
的
に
な
る
。
人
は
羊
羹
と
い
う
冷
た
く
滑
か
な
も
の
を
口
中
に
ふ
く
む
時
、

あ
た
か
も
室
内
の
暗
黒
が
一
箇
の
甘
い
塊
に
な
っ
て
舌
の
先
で
融
け
る
の
を
感

じ
、
ほ
ん
と
う
は
そ
う
旨
く
な
い
羊
羹
で
も
、
味
に
異
様
な
深
み
が
添
わ
る
よ

う
に
思
う
。

注（
1
）
藤
森
裕
治
﹃
学
力
観
を
問
い
直
す　

国
語
科
の
資
質
・
能
力
と
見
方
・
考

え
方
﹄
第
4
章
「「
見
方
・
考
え
方
」
を
"
家
を
建
て
る
"
こ
と
で
紐
解

く
」（
明
治
図
書
、
二
〇
一
八
年
）。
以
下
、
藤
森
氏
の
指
摘
は
同
書
に
よ

る
。

（
広
島
県
教
育
委
員
会
高
校
教
育
指
導
課
）




