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

0　

は
じ
め
に

　

本
協
議
会
の
趣
旨
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
平
成
三
十
年
七
月
に

示
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
の
総
則
編
で
は
、「
主
体
的
・
対
話
的

で
深
い
学
び
」
の
実
現
に
向
け
た
授
業
改
善
の
推
進
に
お
い
て
、
特
に
「
深
い

学
び
」
の
鍵
と
し
て
、「
各
教
科
等
の
見
方
・
考
え
方
」=「
ど
の
よ
う
な
視
点
で

物
事
を
捉
え
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
思
考
し
て
い
く
の
か
」
と
い
う
そ
の
教

科
等
な
ら
で
は
の
物
事
を
捉
え
る
視
点
や
考
え
方
、
を
自
在
に
働
か
せ
る
こ
と

が
重
要
に
な
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
各
教
科
等
の
見
方
・
考
え
方
」
に
つ
い
て
は
、
田
村
学
（
2
0
1
8＊1
）
が
、

次
の
よ
う
に
整
理
を
し
て
い
る
。

見
方
:
ど
の
よ
う
に
対
象
を
捉
え
る
か
（
教
科
等
固
有
の
対
象
を
捉
え
る

視
点
）

考
え
方
:
ど
の
よ
う
に
対
象
と
関
わ
り
、
対
象
に
迫
る
か
（
教
科
等
固
有

の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
、
プ
ロ
セ
ス
） 

（p. 33

）

そ
の
上
で
、
田
村
は
、「﹃
見
方
・
考
え
方
﹄
は
教
科
の
本
質
、
そ
の
中
核
」（
同

p. 31

）
で
あ
り
、
そ
れ
を
働
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
教
科
等
固
有
の
学
び

に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
」（
同p. 31

）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
国
語
科
に
お

い
て
は
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
が
こ
の
「
教
科
と
し
て
の
本
質
」
で

あ
り
、
子
供
た
ち
が
自
在
に
働
か
せ
る
こ
と
で
、
国
語
科
の
「
深
い
学
び
」
に

向
か
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
鍵
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
国
語

科
の
授
業
に
お
い
て
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
こ
と
と
し
て
あ
り
、
国
語
科
が
育
成
を
目
指
す
資
質
・

能
力
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
の
か
、
整
理
し
て
お
き
た
い
。

【
第
62
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
3

言
葉
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
、
言
葉
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
く
た
め
に

大

　塚

　崇

　史
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1　

言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
〜
言
葉
に
こ
だ
わ
る
こ

と
の
意
味
〜

　

そ
も
そ
も
、
国
語
科
の
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
は
、
他
教
科
の

「
見
方
・
考
え
方
」
と
は
少
し
、
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
地
歴
・
公
民
は
「
社
会

的
な
見
方
・
考
え
方
」、
数
学
は
「
数
学
的
な
見
方
・
考
え
方
」、
理
科
は
「
理

科
の
見
方
・
考
え
方
」、
芸
術
科
書
道
は
「
書
に
関
す
る
見
方
・
考
え
方
」、
言

語
に
関
す
る
教
科
で
あ
る
外
国
語
に
関
し
て
も
、「
外
国
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
見
方
・
考
え
方
」
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、
国
語
科
は

「
国
語
的
な
~
」
や
、「
国
語
の
~
」
や
、「
言
葉
に
関
す
る
~
」
で
は
な
く
、

「
言
葉
に
よ
る

0

0

0

」
な
の
か
。
学
習
指
導
要
領
解
説
の
国
語
編
に
は
次
の
よ
う
に
示

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

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
。

（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編　

p. 23　

下
線
:
稿
者
）

　

国
語
科
の
学
習
内
容
は
、
言
語
理
解
と
言
語
表
現
、
す
な
わ
ち
、
言
葉
を
通

し
て
深
く
理
解
し
、
思
考
し
、
言
葉
を
使
っ
て
豊
か
に
表
現
す
る
こ
と
。
そ
の

た
め
の
資
質
・
能
力
の
育
成
を
目
指
す
の
が
国
語
科
の
本
質
で
あ
り
、
国
語
を

学
ぶ
こ
と
の
目
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、「
言
葉
に
よ
る
」
と
い
う
表
現
に
示

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
「
対
象
と
言
葉
と
の
関
係
」
つ
ま
り
、
対
象
を
言
葉
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
捉

え
、
理
解
し
、
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
「
言
葉
と
言
葉
と
の
関

係
」、
言
葉
と
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
り
ど
の
よ
う
な
意
味
を
形
成
し
て
い

る
の
か
、
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
か
、
表
現
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
意
識
し
、
目
の
前
の
テ
ク
ス
ト
（
文
章
や
話
）
の
理
解
を
深
め

た
り
、
自
分
の
表
現
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・

考
え
方
を
働
か
せ
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
「
対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言
葉
と
の
関
係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働

き
、
使
い
方
等
に
着
目
し
て
捉
え
た
り
問
い
直
し
た
り
す
る
」
と
は
、
言

葉
で
表
さ
れ
る
話
や
文
章
を
、
意
味
や
働
き
、
使
い
方
な
ど
の
言
葉
の

様
々
な
側
面
か
ら
総
合
的
に
思
考
・
判
断
し
、
理
解
し
た
り
表
現
し
た
り

す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
理
解
や
表
現
に
つ
い
て
、
改
め
て
言
葉
に
着
目

し
て
吟
味
す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。

　
（
中
略
）

　

国
語
科
に
お
い
て
授
業
改
善
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
言
葉
の
特
徴

や
使
い
方
な
ど
の
「
知
識
及
び
技
能
」
や
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め
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る
た
め
の
「
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
」
と
い
っ
た
指
導
事
項
に
示

す
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
も
国
語
科
の
授
業
実
践
の

中
で
取
り
組
ま
れ
て
き
た
よ
う
に
、
生
徒
が
言
葉
に
着
目
し
、
言
葉
に
対

し
て
自
覚
的
に
な
る
よ
う
、
学
習
指
導
の
創
意
工
夫
を
図
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

（
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編　

p. 275　

下
線
:
稿
者
）

　

こ
こ
で
着
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
そ
の
理
解
や
表
現
に
つ
い
て
、
改
め
て

言
葉
に
着
目
し
て
吟
味
す
る
こ
と
」「
生
徒
が
言
葉
に
着
目
し
、
言
葉
に
対
し
て

自
覚
的
に
な
る
よ
う
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
同
様
に
、
吉
田
裕
久
（
2
0
1

7＊2
）
は
、「
言
葉
を
理
解
し
た
り
、
表
現
し
た
り
す
る
際
に
、
言
葉
そ
の
も
の
を

見
つ
め
て
、
吟
味
し
た
り
、
判
断
し
た
り
、
評
価
し
た
り
し
て
理
解
・
表
現
す

る
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
言
葉
を
通
し
て
理
解
し
、
表
現
す
る
そ
の
営
み
や
プ
ロ
セ
ス
自
体
を

対
象
化
し
、
メ
タ
化
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
言
葉
自
体
が
認
識
の
対
象
と
し
て
の
「
も
の
」
や
「
こ
と
」
自
体
を

定
義
し
た
り
分
節
し
た
り
位
置
づ
け
た
り
す
る
機
能
を
持
ち
、
そ
の
射
程
は
言

葉
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
。
対
象
を
メ
タ
化
し
、
そ
の
言
葉
自
体

も
メ
タ
化
す
る
の
が
言
葉
の
持
つ
機
能
で
あ
り
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
が
、

一
貫
し
て
「
言
葉
に
こ
だ
わ
る
」
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
も
、
言
葉
の

持
つ
こ
の
よ
う
な
機
能
に
意
識
が
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
学
習
者
が
言
葉
を
見
つ
め
る
こ
と
で
メ
タ
化
し
て
い
く
対
象
は
、

書
か
れ
、
話
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
言
葉
を
通
し
て
理
解

し
、
表
現
し
て
い
る
主
体
、
話
し
手
や
書
き
手
そ
れ
自
体
、
あ
る
い
は
同
じ
よ

う
に
言
葉
を
通
し
て
理
解
し
表
現
し
て
い
る
言
語
主
体
と
し
て
の
学
習
者
自
身

で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
自
明
の
こ
と
で
あ
る

た
め
、
学
習
指
導
要
領
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
対
象
と
言
葉
、
言
葉
と
言

葉
と
の
関
係
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
「
言
語
主
体
」
を
置
く
必
要
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
書
き
手
、
話
し
手
が
、
対
象
を
言
葉
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

る
の
か
、
そ
の
背
後
に
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
り
、
思
考
が
あ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
を
、
言
葉
そ
の
も
の
に
こ
だ
わ
り
、
見
つ
め
て
吟
味
し
、
判
断
し
、
評

価
し
て
い
く
こ
と
が
、
国
語
科
の
目
標
で
あ
る
、
言
語
理
解
と
言
語
表
現
の
資

質
・
能
力
の
育
成
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

2　
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ
と
と

国
語
科
の
資
質
・
能
力
の
育
成
〜
言
葉
に
よ
っ
て
つ

な
ぎ
、
言
葉
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
こ
と
〜

　

実
際
の
授
業
に
お
い
て
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
と
い

う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
立
ち
現
れ
て
く
る
の
か
。
以
下
は
、
稿
者
が
か

つ
て
在
職
し
て
い
た
高
等
学
校
で
の
「
こ
こ
ろ
」
の
授
業
に
お
け
る
生
徒
の
話

し
合
い
の
記
録
の
一
部＊3
で
あ
る
。「
Ｋ
」
に
最
初
に
告
白
を
受
け
た
直
後
の

「
私
」
が
、「
Ｋ
」
の
こ
と
を
「
一
種
の
魔
物
の
よ
う
に
思
え
た
」
と
言
っ
て
い

る
こ
と
に
対
し
て
、
四
人
程
度
の
小
グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
わ
せ
た
記
録
で
あ
る
。

Ａ　
「
魔
物
」
っ
て
、
な
ん
か
怖
い
と
か
、
強
い
と
か
…

Ｂ　
「
相
手
に
す
る
の
が
変
に
気
味
が
悪
い
」
っ
て
あ
る
か
ら
、
相
手
と
し

て
考
え
た
と
き
に
不
気
味
だ
っ
て
こ
と
？
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Ａ　

お
嬢
さ
ん
を
め
ぐ
っ
て
戦
う
相
手
と
し
て
考
え
た
と
き
に
、
イ
ヤ
だ

な
ぁ
っ
て
い
う
感
覚
な
ん
じ
ゃ
な
い
？

Ｃ　

こ
の
最
後
の
、「
い
く
ら
歩
い
て
も
動
か
す
こ
と
が
と
う
て
い
で
き
な

い
の
だ
」
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？

Ａ
、
Ｂ　

…
…

Ｔ
（
授
業
者
）　

さ
っ
き
、
な
ん
の
た
め
に
「
私
」
は
街
に
出
た
っ
て
言
っ

て
た
っ
け
？

Ａ　

あ
ぁ
、
Ｋ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
。

Ｔ　

と
言
う
こ
と
は
、
Ｋ
の
こ
と
ば
か
り
を
頭
で
考
え
て
散
歩
し
と
っ

た
っ
て
こ
と
だ
よ
な
。

Ｃ　

あ
ぁ
、
す
ぐ
前
に
あ
る
や
ん
。「
夢
中
に
町
の
中
を
歩
き
な
が
ら
、
自

分
の
室
に
じ
っ
と
座
っ
て
る
彼
の
容
貌
を
始
終
目
の
前
に
描
き
出
し
ま

し
た
」

Ａ　

想
像
の
中
の
Ｋ
の
姿
が
動
か
せ
ん
っ
て
こ
と
？

Ｂ　

考
え
て
も
考
え
て
も
理
解
で
き
ん
っ
て
こ
と
や
ろ
。
じ
ゃ
か
ら
、
怖

い
し
、
不
気
味
な
ん
じ
ゃ
ろ
。
何
考
え
と
る
か
わ
か
ら
ん
や
つ
と
対
決

す
る
の
っ
て
怖
い
も
ん
な
。
得
体
が
知
れ
ん
っ
て
い
う
か
…
な
ん
か
武

器
も
っ
と
る
か
も
し
れ
ん
し
（
笑
）

　
（
中
略
）

Ａ　

結
局
、
な
ん
で
Ｋ
が
お
嬢
さ
ん
の
こ
と
を
急
に
好
き
に
な
っ
た
ん
か

よ
く
わ
か
ら
ん
か
ら
Ｋ
の
こ
れ
か
ら
の
行
動
も
予
測
が
つ
か
ん
し
、
お

嬢
さ
ん
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
く
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
か
ら

「
魔
物
」、
得
体
が
知
れ
な
い
も
の
の
よ
う
に
感
じ
て
、
恐
れ
て
い
る
っ

て
い
う
こ
と
か
な
。

Ｂ　

ん
ー
…
も
う
い
っ
こ
思
う
ん
は
、「
私
」
は
こ
れ
ま
で
Ｋ
の
こ
と
が
わ

か
っ
て
た
気
に
な
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
か
な
ぁ
…
わ
か
っ
て
た
気
に

な
っ
と
っ
た
Ｋ
が
突
然
わ
か
ら
ん
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
不
気
味
な
ん

じ
ゃ
な
い
？　

最
初
っ
か
ら
、
あ
い
つ
よ
ー
わ
か
ら
ん
奴
だ
よ
な
ぁ
っ

て
思
っ
て
い
る
奴
が
予
想
外
の
行
動
し
た
っ
て
、
別
に
ど
う
と
も
思
わ

ん
や
ろ
。
こ
こ
に
も
「
平
生
の
彼
は
ど
こ
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ

た
の
か
」
と
か
書
い
て
あ
る
や
ん
。

Ｃ　

あ
ー
そ
れ
、
わ
か
る
か
も
。

Ａ　
「
私
は
彼
の
強
い
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
彼
の
真
面
目
な
こ
と
を

知
っ
て
い
ま
し
た
」
っ
て
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
よ
な
。

Ｂ　

う
ん
。
わ
か
っ
て
た
は
ず
の
身
近
な
人
間
が
違
う
顔
を
見
せ
た
こ
と

が
よ
っ
ぽ
ど
シ
ョ
ッ
ク
や
っ
た
ん
や
ろ
。
じ
ゃ
か
ら
「
魔
物
」。

　

こ
こ
で
は
生
徒
た
ち
が
、「
Ｋ
」
と
対
峙
す
る
「
私
」
の
心
情
の
細
か
な
変
化

を
、「
私
」
が
「
Ｋ
」
を
「
魔
物
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
捉
え
、
認
識
し
、
理

解
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
、
読
み
を
深
め
て
い
く
過
程

が
見
ら
れ
る
。

　

最
初
は
「
魔
物
」
と
い
う
言
葉
が
も
つ
イ
メ
ー
ジ
=「
気
味
が
悪
い
」
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
語
り
手
が
「
魔
物
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
、「
私
」
の
「
Ｋ
」
に
対
す
る
恐
怖
、
畏
怖
を
、

細
か
な
描
写
を
拾
い
上
げ
な
が
ら
、
読
み
取
り
、
解
釈
を
深
め
て
い
る
。

　

同
時
に
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
が
、
言
葉
そ
の
も
の
を
見
つ
め
て

テ
ク
ス
ト
と
関
わ
っ
て
い
く
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考

え
方
」
を
捉
え
直
し
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
授
業
と
い
う
場
に
お
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い
て
は
、
互
い
の
、
言
葉
を
通
し
て
対
象
や
言
葉
を
つ
な
い
で
い
く
過
程
、
対

象
や
言
葉
と
つ
な
が
っ
て
い
く
過
程
そ
の
も
の
が
、
言
葉
を
通
し
て
捉
え
、
吟

味
、
判
断
、
評
価
し
て
い
く
対
象
と
な
る
。

　

国
語
科
の
学
び
に
お
い
て
、「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ

と
、
そ
れ
は
、
言
葉
を
通
し
て
目
の
前
の
対
象
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
い
で
い
く

の
か
、
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
言
葉
を
通
し
て
目
の
前
の
対
象
と
、
他
者
と
、

世
界
と
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

3　
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
を
「
自
分
の
も
の
と

し
て
使
い
こ
な
す
こ
と
」
へ

　

も
う
一
つ
、
事
例
を
挙
げ
る
。
同
様
に
、
稿
者
が
か
つ
て
在
職
し
て
い
た
高

等
学
校
で
、
1
年
生
を
対
象
と
し
た
赤
坂
憲
雄
「
木
を
伐
る
人
／
植
え
る
人
」

と
い
う
評
論
文
の
授
業
で
あ
る
。
こ
の
評
論
は
、
人
間
と
自
然
と
の
関
わ
り
方

を
、
木
を
伐
る
人
=
自
然
を
破
壊
す
る
者
、
木
を
植
え
る
人
=
自
然
を
保
護
す

る
者
、
と
い
う
二
項
対
立
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
こ
の
両
者
が
分
か
ち
が

た
く
、
人
間
の
な
か
で
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
三
内
丸
山
遺

跡
や
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
具
体
例
と
し
て
取
り
上
げ
な
が
ら
述
べ
た
も
の
で
あ

る
。

　

授
業
で
は
、
筆
者
の
用
い
て
い
る
、「
木
を
伐
る
人
／
木
を
植
え
る
人
」、「
自

然
の
論
理
／
人
の
論
理
」
と
い
う
二
つ
の
二
項
対
立
の
図
式
確
認
し
な
が
ら
筆

者
の
論
展
開
を
確
認
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一
つ
め
の
二
項
対
立
か
ら
二

つ
め
の
二
項
対
立
へ
と
論
を
シ
フ
ト
さ
せ
て
き
て
い
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意

図
が
あ
る
か
を
考
え
さ
せ
る
た
め
、
第
二
段
落
で
筆
者
が
用
い
て
い
る
三
内
丸

山
遺
跡
の
具
体
例
を
通
し
て
、
筆
者
の
「
す
で
に
縄
文
と
い
う
時
代
は
原
始
的

な
段
階
に
は
な
か
っ
た
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
で
考
え
さ

せ
た
。

Ｂ　
「
生
活
の
た
め
に
ナ
ラ
や
カ
エ
デ
の
木
を
伐
る
」
の
が
「
木
を
伐
る

人
」、「
伐
っ
た
後
に
木
を
植
え
る
」
の
が
「
木
を
植
え
る
人
」
じ
ゃ
ろ
。

ま
ん
ま
じ
ゃ
が
。

Ｃ　
（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
き
込
む
）

Ａ　

で
も
、
こ
れ
二
項
対
立
な
ん
？　

対
立
し
て
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
ん
？

Ｃ　

ど
っ
ち
も
縄
文
人
の
行
動
じ
ゃ
か
ら
…

Ｂ　

だ
か
ら
こ
の
時
代
は
「
自
然
と
共
生
」
し
て
た
か
ら
、「
木
を
伐
る
／

植
え
る
」
の
対
立
は
な
か
っ
た
っ
て
こ
と
じ
ゃ
ろ
う
？
「
牧
歌
的
な
共

生
関
係
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
て
い
る
」
っ
て
あ
る
か
ら
…

Ａ　

そ
れ
違
う
違
う
。「
わ
た
し
た
ち
は
勝
手
に
想
像
す
る
」
っ
て
書
い
て

あ
る
け
ん
、「
共
生
」
は
し
て
な
か
っ
た
っ
て
こ
と
じ
ゃ
ろ
。

Ｂ　

で
も
、
木
を
伐
っ
て
、
後
に
植
え
る
ん
じ
ゃ
か
ら
、
一
段
落
の
「
折

り
合
い
」
を
つ
け
と
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
？

Ｔ
（
授
業
者
）　

縄
文
人
は
何
の
た
め
に
木
を
植
え
る
の
？　

何
の
木
？

Ｂ　

ク
リ
！　

食
糧
。

Ｔ　

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
た
ち
が
利
用
す
る
た
め
よ
な
。

Ｃ　

環
境
保
護
と
か
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
よ
ね
。「
共
生
」
で
は
な

い
け
ど
、
Ｂ
が
言
っ
た
「
折
り
合
い
」
は
つ
け
と
っ
た
っ
て
こ
と
だ
と

思
う
。

Ｂ　

二
項
対
立
の
説
明
の
と
き
に
、
評
論
で
は
二
項
対
立
が
一
つ
に
ま
と
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め
ら
れ
て
い
く
、
っ
て
い
う
、
あ
れ
か
な
。

　

こ
こ
で
の
話
し
合
い
で
は
、「
自
然
と
の
共
生
」
と
い
う
言
葉
を
、
筆
者
が
き

わ
め
て
否
定
的
に
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
せ
て
お
き
た
か
っ
た
の

で
、
Ｂ
の
発
言
を
機
に
指
導
者
が
介
入
し
た
。
一
連
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、

Ｂ
は
授
業
者
が
二
項
対
立
の
説
明
を
し
た
と
き
に
、
評
論
で
は
筆
者
は
し
ば
し

ば
二
項
対
立
を
提
示
し
て
論
を
す
す
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
止
揚
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
を
知
識
と
し
て
教
え
て
い
た
こ
と
に
、
Ｃ
が
指
摘
し
た
「
折
り
合
い
を

付
け
る
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

発
表
の
段
階
で
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
三
内
丸
山
遺
跡
の
具
体
例
は
、「
木
を
伐

る
人
／
木
を
植
え
る
人
」
と
い
う
二
項
対
立
が
成
立
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て

「
自
然
の
論
理
／
人
の
論
理
」
の
二
項
対
立
が
存
在
し
つ
つ
、
木
を
伐
ら
な
け
れ

ば
生
き
ら
れ
な
い
人
の
論
理
が
満
た
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
「
食
糧
の
た
め

に
新
た
な
木
を
植
え
て
二
次
林
を
作
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、「
か
ろ
う
じ

て
折
り
合
い
を
つ
け
ら
れ
て
」
い
る
と
い
う
こ
と
の
具
体
例
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
鋭
く
指
摘
し
た
。

　

グ
ル
ー
プ
発
表
後
、
Ｂ
が
書
い
た
学
習
を
通
し
て
の
感
想
の
記
述
は
以
下
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

縄
文
時
代
は
、
生
活
の
た
め
に
木
を
伐
り
、
後
の
暮
ら
し
を
よ
り
豊
か

に
す
る
た
め
に
木
を
植
え
て
き
た
、
二
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
意
識
さ
れ
、
保

た
れ
て
き
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
昔

の
人
た
ち
は
「
自
然
と
共
生
し
て
い
た
」
と
い
う
考
え
は
う
さ
ん
く
さ
く

感
じ
ら
れ
る
。
筆
者
が
「
木
を
伐
る
人
／
木
を
植
え
る
人
」
の
二
項
対
立

を
使
っ
た
の
は
、「
自
然
と
の
共
生
」
と
い
う
言
葉
の
嘘
を
指
摘
す
る
た
め

な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　

こ
の
一
連
の
過
程
を
通
し
て
、
Ｂ
は
自
分
自
身
の
な
か
に
あ
る
「
人
と
自
然

と
の
共
生
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
見
方
を
大
き
く
変
化
さ
せ
、
更
新
さ
せ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、「
木
を
伐
る
人
／
木
を
植
え
る
人
」
と
い
う
二

項
対
立
の
図
式
を
筆
者
が
な
ぜ
持
ち
出
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
筆
者
の
論

展
開
に
沿
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、
グ
ル
ー
プ
の
話
し
合
い
に
お
い
て
、「
折
り
合
い
を
つ
け
る
」
と
い
う
言
葉

に
対
す
る
Ｃ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
触
れ
た
結
果
で
も
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
Ｂ
の
グ
ル
ー
プ
発
表
を
聞
い
た
後
の
、
他
の
グ
ル
ー
プ
の
生
徒

Ｄ
の
感
想
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

　

縄
文
時
代
は
す
で
に
自
然
と
人
と
が
牧
歌
的
な
共
生
関
係
で
は
つ
な
が

れ
て
お
ら
ず
、〈
木
を
伐
る
人
〉
と
〈
木
を
植
え
る
人
〉
は
近
代
の
よ
う
に

対
峙
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
の
生
活
の
糧
を
得
る
た
め
に
隣

り
合
う
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
私
た
ち
は
人
間
Ｖ
Ｓ

自
然
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
で
も
の
ご
と
を
考
え
が
ち
だ
け
れ
ど
、
実

際
は
そ
う
い
う
風
に
簡
単
に
振
り
分
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、
筆
者
は
敢
え
て
わ
か
り
や
す
い
図
式
を
使
っ
て
読
み
手
に
違
和
感

を
持
た
せ
る
よ
う
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
Ｄ
の
「
近
代
の
よ
う
に
対
峙
し
た
も
の
で
は
な
く
、
隣
り
合
う
も
の
」

と
い
う
記
述
に
は
、
Ｂ
の
グ
ル
ー
プ
の
発
表
に
触
れ
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
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る
。
そ
の
上
で
、
Ｄ
は
筆
者
が
二
項
対
立
の
図
式
を
敢
え
て
用
い
な
が
ら
そ
れ

を
論
展
開
の
な
か
で
ず
ら
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
意
図
を
推
察
し
て

い
る
。

　

こ
の
後
、
単
元
の
ま
と
め
で
あ
る
第
三
次
で
は
、「
自
然
と
人
間
」
を
め
ぐ
る

他
の
三
つ
の
文
章
と
読
み
比
べ
を
し
な
が
ら
、
筆
者
が
最
後
に
提
起
し
た
「
新

し
い
人
と
自
然
と
を
つ
な
ぐ
モ
ラ
ル
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
グ
ル
ー
プ

で
話
し
合
い
、
ま
と
め
、
発
表
さ
せ
た
。
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
筆
者
が
こ
の

文
章
で
用
い
た
、
二
項
対
立
の
図
式
を
用
い
な
が
ら
、
そ
の
両
極
端
に
あ
る
も

の
を
止
揚
さ
せ
て
い
く
と
い
う
論
展
開
の
あ
り
方
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
用
い

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

先
程
の
Ｂ
の
生
徒
を
含
む
グ
ル
ー
プ
は
、
本
文
も
含
め
た
資
料
に
示
さ
れ
た

考
え
方
を
「
自
然
と
の
共
生
に
向
け
て
努
力
す
る
」
と
い
う
視
点
と
、
そ
の
対

極
に
あ
る
「
人
間
が
自
然
を
完
全
に
支
配
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
」
と
い
う
二

項
対
立
に
よ
っ
て
整
理
し
た
上
で
、
自
分
た
ち
の
「
新
し
い
人
と
自
然
と
を
つ

な
ぐ
モ
ラ
ル
」
を
「
中
立
的
立
場
」
と
し
て
、
そ
の
両
極
を
止
揚
し
て
い
く
形

で
考
え
て
い
た
。

　

ま
た
、
Ｄ
の
生
徒
を
含
む
別
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、「
自
然
を
完
全
に
破
壊
し
つ

く
し
た
後
、
人
間
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
自
然
だ
け
を
計
画
的
、
人
工
的
に

作
っ
て
い
け
ば
良
い
」
と
い
う
考
え
方
と
、「
自
然
環
境
を
守
る
た
め
に
は
、
徹

底
し
て
自
然
中
心
主
義
を
貫
き
、
自
然
を
守
る
た
め
に
は
人
間
の
絶
滅
す
ら
辞

さ
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
極
論
を
仮
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
伴
っ
て
起
き
る
問
題

を
分
析
し
た
結
果
か
ら
、
そ
の
極
端
な
二
項
対
立
を
止
揚
し
て
い
く
と
い
う
形

で
自
分
た
ち
の
考
え
を
ま
と
め
て
い
く
方
法
を
と
っ
た
。

　

ど
ち
ら
も
、
対
象
を
二
項
対
立
的
に
捉
え
な
が
ら
検
証
し
、
弁
証
法
的
に
止

揚
し
て
い
く
と
い
う
方
略
を
用
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

ま
さ
に
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
「
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
く
の
か
」
と
い
う

部
分
が
意
識
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
学
習
者
た
ち
は
、
筆
者
が
対
象
に
対
し
て
ど
の
よ

う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
つ
な
げ
、
何

を
問
題
化
し
、
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
な
が
ら
テ

ク
ス
ト
と
対
峙
し
、
筆
者
や
教
室
の
他
者
と
の
対
話
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

新
た
な
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」、
言
葉
を
通
し
た
対
象
に
対
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
の
仕
方
、
思
考
と
表
現
の
方
略
を
、
自
分
の
も
の
と
し
て
使
い
こ
な
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

授
業
の
場
に
お
い
て
、
様
々
な
言
語
活
動
を
通
し
て
、
言
葉
そ
の
も
の
を
み

つ
め
な
が
ら
、
様
々
な
テ
ク
ス
ト
と
対
話
し
て
い
く
こ
と
で
、「
言
葉
に
よ
る
見

方
・
考
え
方
」
を
自
在
に
働
か
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
自
分
の
も
の
と
し
て
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
が
、
国
語
科
が
目
指
す
資
質
・
能
力
の
育
成
の
た
め
に
、
重
要
と

な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

4　

お
わ
り
に

　

人
気
ア
ニ
メ
「
鬼
滅
の
刃
」
の
劇
中
、
主
人
公
の
竈
門
炭
治
郎
が
、
戦
い
で

ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
と
き
に
心
の
な
か
で
「
俺
は
長
男
だ
か
ら
我
慢
で
き
た
け

ど
次
男
だ
っ
た
ら
我
慢
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
発
す
る
場
面

が
あ
る
。
ア
ニ
メ
を
見
て
い
る
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
笑
い
が
起
こ
る
場
面
な
の

だ
そ
う
だ
が
、
提
案
者
は
こ
の
言
葉
を
非
常
に
興
味
深
く
聞
い
た
。
お
そ
ら
く
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炭
治
郎
は
、「
俺
は
長
男
だ
。
子
供
の
頃
か
ら
我
慢
ば
か
り
し
て
き
た
。
長
男
だ

か
ら
大
変
な
こ
と
、
し
ん
ど
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
き
た
。

だ
か
ら
こ
の
痛
み
も
我
慢
で
き
る
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
う
。

た
だ
た
だ
、
単
純
に
「
長
男
だ
か
ら
我
慢
で
き
た
」
と
心
か
ら
そ
う
考
え
て
い

る
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
竈
門
炭
治
郎
の
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
が
色

濃
く
表
れ
て
い
る
。

　

言
葉
は
人
を
縛
る
。
私
た
ち
は
言
葉
を
通
し
て
し
か
物
事
を
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
目
の
前
の
対
象
を
捉
え
、
対
象
と
対
象

を
つ
な
げ
、
そ
し
て
対
象
で
あ
る
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
そ
の
「
つ
な
げ

方
」
と
「
つ
な
が
り
方
」
に
私
た
ち
は
縛
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
を

縛
っ
て
い
る
も
の
を
意
識
し
、
そ
れ
を
自
分
自
身
で
捉
え
直
し
、
自
分
の
も
の

と
し
て
使
い
こ
な
し
て
い
く
こ
と
で
、
縛
っ
て
い
る
も
の
か
ら
、
少
し
だ
け
自

由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

炭
治
郎
の
「
長
男
だ
か
ら
」
と
い
う
言
葉
は
、
炭
治
郎
と
い
う
人
間
の
思
考

や
行
動
を
確
か
に
縛
っ
て
い
る
が
、
炭
治
郎
は
そ
れ
に
極
め
て
意
識
的
で
あ
る
。

最
初
は
家
族
や
両
親
に
「
あ
な
た
は
長
男
な
の
だ
か
ら
我
慢
し
な
く
て
は
」「
長

男
な
の
だ
か
ら
し
っ
か
り
し
な
け
れ
ば
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
言
葉
に
縛
ら
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
炭
治
郎
は
そ
の
言
葉
を
自
分
自
身
の
思
考
や
行
動

を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
そ
れ
を
自
ら
の
存
在
を
形
成
し
て

い
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
直
し
、
使
い
こ
な
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

（
稿
者
自
身
、
長
男
で
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
の
感
覚
に
つ
い
て
は
よ
く
理
解
で
き

る
。）
そ
し
て
、
そ
の
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
は
炭
治
郎
に
と
っ
て
、

失
っ
た
家
族
の
た
め
に
、
そ
し
て
鬼
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
妹
、
禰
豆
子
を
人
間

に
戻
す
た
め
に
戦
う
力
と
な
っ
て
い
る
。
彼
が
戦
う
理
由
は
一
つ
、「
長
男
だ
か

ら
」
な
の
で
あ
る
。

　
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
」
の
学
び
は
、
自
ら
の
世
界
の
つ
な
ぎ
方
、
世

界
と
の
つ
な
が
り
方
を
意
識
化
す
る
と
と
も
に
、
他
者
と
の
対
話
を
通
し
て
そ

れ
を
捉
え
直
し
、
更
新
し
て
い
く
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
そ
の
過
程
の
な
か
で

こ
そ
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
力
が
、
個
々

の
学
習
者
の
生
き
方
や
在
り
方
と
有
機
的
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
、
確
か

に
育
成
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
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