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周
知
の
通
り
、
花
田
勝
実
は
一
九
八
一
年
を
境
に
国
語
教
育
に
関
す
る

発
言
を
一
切
や
め
て
い
る
。
二
○
年
後
の
国
語
教
育
の
現
状
を
、
益
田
は

ど
う
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
益
田
が
、
定
時
制
高
校
の
国
語
教
師
と
し
て
最
初
の
実
践

報
告
を
行
っ
て
か
ら
は
、
既
に
半
世
紀
が
経
過
し
た
。
そ
れ
は
、
「
戦
後
」

に
お
け
る
文
学
教
育
の
本
格
的
な
ス
タ
ー
ト
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
日
本
文
学
協
会
を
中
心
に
旺
盛
な
活
躍
が
続
く
。
先
行
研
究
は

一
九
六
○
年
頃
に
、
一
つ
の
転
機
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、

そ
の
背
景
や
内
実
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

益
田
が
高
校
教
師
か
ら
大
学
勤
務
の
研
究
者
と
な
る
に
と
も
な
い
、
国

語
教
育
に
関
し
て
は
主
に
筑
摩
書
房
の
高
校
国
語
科
教
科
書
の
編
集
委
員

と
し
て
、
活
躍
す
る
場
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
教
科
書
編
集
者
と
し

て
の
益
田
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
と
も
に
編
集
委
員
を
務
め
た
鈴
木
醇
爾

は
じ
め
に

益
田
勝
実
国
語
教
育
論
の
軌
跡

Ｉ
文
学
教
育
に
お
け
る
「
戦
後
」

の
詳
細
な
整
理
が
あ
り
、
鈴
木
は
そ
こ
で
益
田
の
き
わ
め
て
行
動
的
か
つ

多
彩
な
能
力
と
活
動
の
跡
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
と
も
に
、
沈
黙
し
た
続

田
の
そ
の
後
を
夢
想
し
て
も
い
る
。
ま
た
、
本
来
の
研
究
領
域
に
立
っ
た

古
典
教
育
論
に
つ
い
て
は
内
藤
一
志
が
そ
の
特
徴
把
握
、
用
語
分
析
を
試

ｚ

み
て
い
る
。
内
藤
が
一
一
一
口
う
よ
う
に
、
益
田
の
古
典
教
育
そ
れ
自
体
に
つ
い

て
の
主
張
は
概
ね
一
貫
し
て
お
り
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
文
学

教
育
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
「
戦
後
」
と
い
う
時
代
の
変
遷
と
と
も
に

そ
の
発
言
に
濃
淡
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

も
と
よ
り
約
三
○
年
に
わ
た
る
国
語
教
育
研
究
者
と
し
て
の
益
田
勝
実

の
、
多
領
域
に
及
ぶ
歩
み
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
小
論
で

は
、
「
戦
後
」
を
生
き
た
益
田
の
、
主
と
し
て
文
学
教
育
論
の
生
成
・
展

開
を
追
い
な
が
ら
、
そ
の
特
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
と
も
に
、
底
流
に

一
貫
し
て
注
が
れ
て
い
る
〈
こ
と
ば
〉
観
の
個
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く

こ
と
で
、
益
田
勝
実
国
語
教
育
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
と
し
た
い
。

幸
田
国
広
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一
、
「
戦
後
」
を
生
き
る
文
学
教
育
の
誕
生

ｌ
出
発
点
と
し
て
の
「
文
学
教
育
の
問
題
点
」
’

一
九
五
二
年
十
月
、
益
田
勝
実
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
一
一
一
一
口
語
生
活

飛
義
と
と
も
に
、
文
学
を
言
語
と
し
て
の
伽
か
ら
の
み
把
握
す
る
時
枝
誠

記
、
そ
の
双
方
へ
の
批
判
を
行
っ
た
上
で
、
「
話
す
、
聴
く
、
読
む
、
書

く
」
と
い
う
一
両
調
教
育
を
、
「
考
え
、
感
じ
と
り
、
新
し
い
精
神
文
化
を

３

創
り
Ⅲ
す
」
方
向
へ
と
延
長
す
る
人
間
形
成
の
国
語
教
育
を
唱
え
た
。
こ

れ
は
、
ｕ
小
文
字
協
会
の
大
会
（
第
七
Ⅲ
）
が
は
じ
め
て
国
語
教
育
の
部

を
設
け
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
益
川
は
、
「
化
徒
達
が
文
学
か
ら
生
き
方
を
学
び
と
り
、
蝦
か

な
心
的
生
活
の
素
材
を
摂
取
す
る
と
同
時
に
、
生
徒
達
が
文
学
を
武
器
と

し
て
現
実
と
の
対
決
に
立
ち
向
か
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
」
こ
と
を

強
調
し
、
さ
ら
に
「
文
学
と
生
活
を
分
離
し
す
ぎ
な
い
」
こ
と
を
付
け
加

え
た
ｔ
で
、
同
校
一
年
の
授
業
に
お
け
る
「
ふ
ぶ
き
の
一
夜
」
（
石
島
武

郎
）
の
実
践
を
報
杵
し
た
。
こ
の
統
川
鞭
告
は
、
折
か
ら
の
川
氏
文
学
論

の
強
い
影
響
下
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
報
併
の
前

年
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
術
和
条
約
と
と
も
に
Ｈ
米
安
保
条
約
が
締
結
さ

れ
、
国
家
の
現
実
的
危
機
に
対
し
て
企
回
民
が
「
民
族
」
的
な
向
覚
の
も

と
新
た
な
国
民
文
学
を
他
み
だ
そ
う
と
い
う
時
代
の
空
気
の
中
で
、
森
川

一
⑩

蔽
雄
や
伊
豆
利
彦
等
の
提
起
を
受
け
止
め
て
は
じ
め
て
登
場
し
た
実
践
報

告
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
益
田
報
告
は
経
験
朶
義
国
語
教
育
の
ヨ
ス
モ

ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
へ
の
批
判
と
国
民
文
学
論
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
ｋ

に
成
り
立
っ
た
実
践
で
あ
る
と
こ
ろ
に
時
代
的
な
特
徴
が
あ
る
（
当
時
の

左
派
系
の
論
調
に
お
い
て
「
民
族
」
は
、
「
民
衆
」
や
「
人
民
」
と
ほ
ぼ

同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
）
。

報
告
さ
れ
た
「
ふ
ぶ
き
の
一
夜
」
の
実
践
で
は
、
生
徒
が
自
分
た
ち
の

現
実
と
重
ね
合
わ
せ
て
作
品
を
読
み
、
そ
の
読
み
を
通
し
て
現
実
認
識
を

も
深
め
て
い
っ
た
。
生
徒
の
生
活
・
現
実
に
根
ざ
し
た
文
学
の
読
み
の
実

践
が
な
さ
れ
た
意
義
は
戦
後
文
学
教
育
に
お
い
て
画
期
的
な
出
来
事
で
あ

っ
た
。
表
層
的
な
言
語
技
術
の
指
導
に
傾
き
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
、
「
這

い
ま
わ
る
経
験
主
義
」
と
も
恕
評
さ
れ
た
活
動
的
な
授
業
の
現
状
を
批

判
し
、
「
現
実
と
対
決
す
る
」
こ
と
ば
の
主
体
と
し
て
生
徒
を
育
て
よ
う

と
す
る
、
人
間
形
成
の
国
語
教
育
が
こ
う
し
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
田
近

洵
一
は
こ
の
益
田
報
告
を
「
現
象
と
し
て
一
一
一
一
口
語
技
術
主
義
に
堕
し
た
一
一
一
一
口
語

生
活
主
義
教
育
を
、
そ
の
恩
想
の
次
元
で
よ
み
が
え
ら
せ
、
そ
れ
を
さ
ら

Ｈ

に
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
」
の
実
践

報
告
は
、
後
に
西
尾
実
が
問
題
意
識
喚
起
の
文
学
教
育
を
提
唱
す
る
契
機

と
な
る
荒
木
繁
「
民
族
教
育
と
し
て
の
古
典
教
育
ｌ
万
葉
集
を
中
心
に

ｌ
」
を
生
む
こ
と
に
も
な
る
．

初
期
統
田
の
国
語
教
育
論
・
文
学
教
育
論
を
考
え
る
ｔ
で
淵
友
荒
木
繁

の
存
在
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
維
川
論
が
荒
木
諭
を
生
む
「
導
き

の
鰹
」
と
表
現
し
た
米
川
利
昭
は
一
九
六
七
年
、
艦
川
の
「
文
学
教
育
の

問
迦
点
」
を
取
り
ｋ
げ
て
、
そ
の
実
践
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
「
の
ほ
う

ず
な
Ⅱ
る
さ
」
と
表
現
し
、
ま
た
そ
の
災
践
は
「
統
川
氏
の
強
い
腕
力
」

と
「
人
な
み
は
ず
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
力
や
演
技
性
」
に
よ
る
も
の

と
し
て
、
「
つ
ま
り
は
、
新
し
い
人
間
が
、
新
し
い
社
会
を
作
り
、
そ
の

過
程
に
新
し
い
国
民
文
学
が
生
ま
れ
る
、
と
い
う
戦
後
の
民
主
主
義
の
昂

揚
期
が
唯
み
だ
し
た
明
る
さ
で
は
な
い
か
」
と
椰
楡
気
味
に
語
っ
た
。
実

際
、
初
期
の
益
田
に
は
時
代
状
況
の
切
迫
感
に
苛
立
ち
を
隠
せ
ず
に
「
文
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学
の
機
能
と
社
会
変
革
と
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
つ
け
た
一
つ
の
極
端
を

い
く
」
発
言
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
座
談
会
「
文
学
教
育
を
め
ぐ

っ
』

っ
て
」
に
お
い
て
、
荒
木
実
践
に
対
す
る
広
末
保
・
西
郷
信
綱
の
研
究
者

側
か
ら
の
批
判
と
対
時
し
て
益
田
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

文
学
を
教
え
る
こ
と
は
、
た
だ
文
学
を
理
解
さ
せ
る
の
で
は
な
く

て
、
社
会
の
変
革
を
さ
せ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
は

決
し
て
行
き
す
ぎ
で
は
な
い
。
文
学
そ
の
も
の
の
機
能
の
中
に
あ
る

の
で
す
。

こ
う
し
た
初
期
益
田
の
ラ
ジ
カ
ル
な
文
学
教
育
観
に
対
す
る
批
判
は
、

３

近
年
に
お
い
て
も
根
強
く
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
国
語
科
が
脚
本
の
読
み
方
や
、
ラ
ジ
オ
の
聴
き
方
、

新
聞
の
書
き
方
と
い
っ
た
実
用
本
位
の
「
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
と
も

見
紛
う
学
習
に
堕
し
て
お
り
、
一
方
で
植
民
地
化
に
よ
る
民
族
の
危
機

と
い
っ
た
差
し
迫
っ
た
状
況
を
前
に
、
国
語
教
師
と
し
て
現
状
を
打
開
す

べ
く
、
あ
る
理
想
に
向
か
っ
て
取
り
組
ま
れ
た
実
践
と
し
て
は
、
き
わ
め

て
ア
ク
チ
ュ
ァ
ル
な
価
値
を
有
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

実
践
は
、
田
近
の
言
う
よ
う
に
、
こ
と
ば
を
表
面
的
な
実
用
の
レ
ベ
ル
で

捉
え
ず
、
生
徒
の
生
活
現
実
に
根
ざ
し
た
こ
と
ば
の
育
成
に
主
眼
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
続
く
日
文
協
第
八
回
大
会

で
の
荒
木
報
告
へ
と
発
展
的
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

荒
木
は
、
ア
メ
リ
カ
の
従
属
国
と
い
う
現
実
、
「
民
族
」
的
危
機
の
中

で
「
民
族
の
文
学
遺
産
の
継
承
」
を
目
指
し
、
憶
良
や
防
人
の
歌
を
、
生

徒
の
生
活
上
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
読
ま
せ
た
。
討
論
の
成
り
立
ち
に

く
い
高
校
生
の
間
に
、
防
人
の
歌
を
読
ん
で
と
き
な
ら
ぬ
抵
抗
論
争
が
わ

き
起
こ
っ
た
と
い
う
衝
撃
性
は
、
西
尾
実
を
感
動
さ
せ
、
後
に
問
題
意
識

喚
起
の
文
学
教
育
を
提
唱
さ
せ
る
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
西
尾
に
お
け
る

「
戦
後
」
と
の
出
会
い
を
も
意
味
し
た
。
戦
前
の
解
釈
学
的
国
語
教
育
の

理
論
、
す
な
わ
ち
行
的
認
識
に
基
づ
く
素
読
の
重
視
「
国
語
国
文
の
教

育
』
他
）
か
ら
、
読
者
の
主
体
を
重
ん
じ
た
鑑
賞
の
回
復
へ
と
西
尾
理
論

が
発
展
し
て
い
く
、
い
わ
ば
跳
躍
点
で
あ
っ
た
。

先
に
挙
げ
た
座
談
会
「
文
学
教
育
を
め
ぐ
っ
て
」
の
中
で
、
益
田
は
荒

木
報
告
を
積
極
的
に
支
持
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
文
学
と
し
て
深
め
る
、

ま
た
、
文
学
教
育
の
固
有
性
を
ど
の
よ
う
に
高
め
て
い
く
の
か
、
と
い
っ

た
観
点
か
ら
批
判
を
行
っ
た
広
末
や
西
郷
と
、
む
し
ろ
荒
木
以
上
に
前
面

に
出
て
反
論
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
広
末
は
、
益
田
・

荒
木
等
の
性
急
さ
に
対
し
て
現
実
的
な
視
座
か
ら
の
、
ま
た
文
学
の
リ
ア

リ
ズ
ム
と
い
う
研
究
者
ら
し
い
立
場
か
ら
の
意
見
を
強
く
提
示
す
る
。
司

会
の
西
尾
か
ら
も
益
田
の
発
言
は
「
文
学
教
育
と
し
て
い
う
と
、
少
く
と

も
せ
っ
か
ち
で
す
」
と
箸
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
や
り
と

り
を
経
た
二
年
後
、
益
田
は
「
し
あ
わ
せ
を
つ
く
り
出
す
国
語
教
育
に
つ

い
て
」
を
『
日
本
文
学
』
に
発
表
す
る
。
こ
れ
は
荒
木
繁
宛
て
の
「
覚
え

書
」
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
書
か
れ
た
益
田
の
発
展
的
な
国
語
教
育
論
で

あ
り
、
「
文
学
教
育
の
問
題
点
」
以
降
、
特
に
荒
木
報
告
を
め
ぐ
る
諸
氏

と
の
応
酬
の
中
で
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
応
答
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
五
二
年
の
益
田
報
告
が
翌
年
の
荒
木
報
告
を
生
み
だ

し
、
そ
し
て
ま
た
荒
木
報
告
が
そ
の
後
の
益
田
論
を
鍛
え
上
げ
て
い
っ
た

と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
相
互
参
照
項
と
し
て
の
益
田
・
荒
木
の
関
係
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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益田勝実国語教育論の軌跡
二
、
構
造
的
視
点
の
内
包

Ｉ
Ｄ
あ
わ
せ
を
つ
く
り
出
す
国
語
教
育
に
つ
い
て
」
の
特
質
ｌ

（
｜
）
｜
｜
｜
｜
ロ
語
教
育
と
文
学
教
育
と
の
止
揚

一
九
五
五
年
、
『
日
本
文
学
』
七
、
八
月
号
に
分
載
さ
れ
た
「
し
あ
わ
せ

を
つ
く
り
出
す
国
語
教
育
に
つ
い
て
」
は
、
つ
づ
く
大
会
へ
の
問
題
提
起

で
も
あ
り
、
戦
後
十
年
を
ふ
ま
え
て
の
総
括
と
展
望
と
い
う
広
い
射
程
の

中
で
、
従
来
か
ら
の
問
題
意
識
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
特

に
、
荒
木
報
告
以
降
の
様
々
な
反
応
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
述
べ
た
よ
う

に
そ
れ
ら
へ
の
益
田
な
り
の
応
答
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
論
は
、
一
九
六
○
年
代
半
ば
に
文
学
教
育
理
論
の
歴
史
的
検
討
を
行

４

つ
た
磯
貝
英
夫
を
し
て
「
最
も
感
動
的
な
も
の
」
と
言
わ
し
め
た
、
初
期

益
田
に
お
け
る
到
達
点
と
も
言
う
べ
き
論
文
で
あ
る
。

こ
こ
で
益
田
は
、
教
育
基
本
法
の
精
神
を
守
り
押
し
広
げ
る
立
場
か

ら
、
一
層
「
真
の
言
葉
の
教
育
」
を
重
視
し
、
四
つ
の
言
語
活
動
領
域

を
本
当
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
、
生
活
を
明
る
く
し
、
人
間
を
解
放
す

る
と
い
う
位
置
づ
け
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
「
人
と
人
と
を
結
ぶ
言
葉
の

本
来
的
な
機
能
を
、
さ
ら
に
積
極
的
に
お
し
す
す
め
る
の
が
文
学
教
育
の

任
務
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
か
く
・
は
な
す
．
よ
む
・
き
く
と
い
う
こ
と

の
ほ
ん
と
う
の
意
味
は
、
文
学
教
育
の
中
で
一
層
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
」
と
い
う
統
一
的
な
把
握
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
と
も

す
る
と
言
語
教
育
と
文
学
教
育
と
を
分
裂
さ
せ
、
二
元
論
的
思
考
に
陥
り

が
ち
な
問
題
を
、
萌
芽
な
が
ら
も
構
造
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
視
点
が
内

包
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
米
田
利
昭
は
前
掲
論
文
中
、
「
し
あ
わ
せ

を
つ
く
り
出
す
国
語
教
育
に
つ
い
て
」
に
関
し
て
、
「
こ
こ
で
は
、
軽
蔑

し
て
い
た
四
つ
の
言
語
生
活
の
形
態
に
ピ
タ
ッ
と
く
っ
つ
い
て
い
る
」
と

述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
が
些
か
本
質
か
ら
そ
れ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
米
田
の
皮
肉
め
い
た
語
り
口
か
ら
は
、
「
理

想
主
義
か
ら
現
実
主
義
」
へ
の
変
貌
が
匂
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
米
田
自

身
断
定
的
に
書
け
な
か
っ
た
よ
う
に
、
そ
う
単
純
に
は
言
え
な
い
こ
と
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
、
「
文
学
教
育
の
問
題
点
」
に
お
い
て
も
、
既
に
益

田
に
は
四
つ
の
言
語
生
活
形
態
を
「
考
え
．
感
じ
と
り
．
新
し
い
精
神
文

化
を
創
り
出
す
」
方
向
へ
「
延
長
」
す
る
、
と
リ
ニ
ア
な
イ
メ
ー
ジ
で
の

繋
が
り
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
は
さ
ら

に
、
そ
う
し
た
線
的
な
把
握
か
ら
構
造
的
な
把
握
へ
と
、
国
語
科
教
育
の

立
体
的
イ
メ
ー
ジ
へ
発
展
し
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
「
し
あ
わ
せ
を
つ
く
り
出
す
国
語
教
育
に
つ
い
て
」
の

後
半
で
展
開
さ
れ
る
荒
木
報
告
と
そ
の
反
応
、
お
よ
び
西
尾
実
の
提
起
に

対
す
る
、
益
田
自
身
の
関
わ
り
方
の
中
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
四
つ
の

言
語
生
活
形
態
に
関
す
る
教
育
を
、
生
徒
の
鋭
い
現
実
認
識
へ
向
け
て
発

展
さ
せ
る
文
学
教
育
を
具
体
的
に
ど
う
深
め
る
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
、

荒
木
報
告
を
め
ぐ
っ
て
出
さ
れ
た
諸
氏
の
批
判
を
吟
味
し
、
そ
こ
で
問
題

と
な
っ
た
二
つ
の
方
向
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
二
つ
の
方
向
と

は
「
現
実
と
密
着
さ
せ
て
読
む
」
と
い
う
方
向
と
、
「
深
く
作
品
を
分
析

す
る
」
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
、
益
田

は
「
文
学
の
本
質
的
な
機
能
」
を
生
か
し
「
生
徒
の
日
常
的
な
よ
み
方
を

国
民
的
な
よ
み
方
に
高
め
て
い
く
こ
と
」
を
「
根
本
的
立
場
」
と
し
て
提

起
す
る
。「
文
学
の
本
質
的
な
機
能
」
に
即
し
た
よ
み
方
、
と
い
う
の
は
、
作

品
の
生
命
を
重
ん
じ
た
よ
み
方
で
す
が
、
そ
れ
は
文
学
研
究
者
的
な
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よ
み
方
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
よ
み
な
が
ら
笑
っ
た
り
、

悲
し
く
な
っ
て
涙
が
出
た
り
そ
れ
を
こ
ら
え
た
り
、
つ
ま
ら
な
い
の

で
途
中
で
投
げ
出
し
た
り
す
る
、
あ
の
日
常
的
な
文
学
作
品
の
よ
み

方
で
す
。
（
中
略
）
そ
の
よ
み
方
の
中
で
、
そ
の
中
に
ふ
く
ま
れ
て

い
る
高
度
な
芸
術
享
受
の
可
能
性
を
の
ば
し
て
い
く
よ
み
方
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
全
民
衆
の
作
品
の
よ
み
方
を
ほ
ん
と
う
に

科
学
的
に
も
芸
術
的
に
も
高
め
て
い
っ
て
、
国
民
的
な
よ
み
方
を
確

立
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
志
向
さ
れ
た
、
文
学
作
品
と
の
ぶ
つ
か
り

方
が
ほ
し
い
の
で
す
。

荒
木
の
立
場
、
苦
悩
、
逵
巡
を
我
が
こ
と
と
し
、
広
末
や
西
郷
等
か
ら

突
き
つ
け
ら
れ
た
批
判
を
こ
の
よ
う
に
内
側
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
益
田

の
文
学
教
育
論
は
よ
り
具
体
性
を
増
し
た
と
一
一
一
一
口
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

「
国
民
的
な
よ
み
方
」
へ
と
い
う
方
向
性
を
可
能
に
す
る
「
結
節
点
」
を
、

形
象
の
重
視
に
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
り
文
学
の
こ
と

ば
そ
の
も
の
に
着
目
し
よ
う
、
ま
た
そ
の
こ
と
か
ら
文
学
教
育
は
は
じ
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
強
い
意
志
表
示
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

の
、
自
身
を
含
む
文
学
教
育
の
「
弱
点
」
克
服
の
道
と
し
て
、
祐
田
が
掴

ん
だ
一
つ
の
結
論
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
以
前
の
性
急
さ
、
焦
燥
感
が
前

に
出
て
社
会
変
革
へ
と
直
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
相
当
に
抑
制
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
こ
と
ば
の
教
育
」
と
し
て
の
認
識
の
深
化
が
益
田

の
国
語
教
育
論
を
構
造
化
し
て
い
く
上
で
は
決
定
的
と
も
い
え
る
モ
メ
ン

ト
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
文
学
教
育
の
位
置
付
け
が
形
象
を
重
ん
じ

る
と
い
う
、
文
学
の
読
み
方
の
原
点
と
も
言
う
べ
き
基
盤
を
ふ
ま
え
て
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
益
田
は
論
文
の
最
後
で
西
尾
理
論
に
対
す
る
修
正

（
二
）
生
活
綴
方
教
育
と
の
結
合

「
し
あ
わ
せ
を
つ
く
り
出
す
国
語
教
育
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
荒
木
へ

の
呼
び
か
け
の
中
で
、
益
田
は
し
き
り
と
生
活
綴
方
教
育
運
動
と
の
連
携

強
化
の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
ら
の
文
学
教
育
論
の
ベ
ー
ス

に
「
書
く
こ
と
」
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
具
体
的
か
つ
発
展
的
な
実
践
の

方
向
性
を
提
示
し
た
。
初
期
益
田
の
文
学
教
育
の
特
質
に
つ
い
て
、
い
ち

５

早
く
生
活
綴
方
と
の
近
似
性
を
指
摘
し
た
の
は
増
田
修
で
あ
っ
た
。
増
田

は
、
す
で
に
「
ふ
ぶ
き
の
一
夜
」
実
践
の
中
に
、
生
活
綴
方
的
な
リ
ァ
リ

、
、
、
、
、
、

ズ
ム
、
つ
ま
り
「
作
文
に
よ
っ
て
ま
ず
自
己
と
自
己
を
と
り
ま
く
現
実
を

、
、
、

意
見
と
１
‐
）
て
、
「
問
題
意
識
の
た
め
の
文
学
教
育
」
（
西
尾
）
対
「
問
題
意

、
、
、
、

識
に
レ
ー
｛
ろ
文
学
教
育
」
（
荒
木
）
を
統
一
す
る
「
問
題
意
識
に
貫
か
れ
た

文
学
教
育
」
（
傍
点
マ
マ
－
以
下
同
じ
）
を
提
案
す
る
．
そ
し
て
そ
の

た
め
に
は
、
「
作
品
と
生
徒
だ
け
の
関
係
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
な
い
で
、

ク
ラ
ス
と
い
う
、
教
師
も
い
れ
ば
級
友
も
い
る
集
団
の
場
で
あ
り
、
集
団

が
問
題
意
識
に
貫
か
れ
て
作
品
と
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
点
こ
そ
大
切
」
だ
と

述
べ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
文
学
教
育
の
問
題
点
」
以
来
一
興
し
た
教
室
の

集
団
に
よ
る
話
し
合
い
、
読
み
深
め
と
い
う
実
践
的
立
場
が
確
認
で
き
よ

う
。
ま
た
、
ク
ラ
ス
集
団
の
重
視
と
い
う
観
点
は
後
に
太
田
正
夫
の
「
十

人
十
色
を
生
か
す
文
学
教
育
」
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
の
益
田
に
と
っ
て
言
語
教
育
と
は
、
無
論
、
口

常
生
活
・
社
会
生
活
に
必
要
な
実
用
的
一
一
両
語
獲
得
を
目
指
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
時
益
川
は
教
育
基
本
法
の
一
一
一
一
口
う
「
真
理
と
平
和
を
希
求

す
る
人
間
形
成
」
の
た
め
に
必
要
な
「
画
く
の
言
葉
の
教
育
」
と
い
う
内
実

を
明
瞭
に
志
向
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
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益田勝実凶iiW教育論の軌跡
リ
ア
ル
に
み
つ
め
さ
せ
、
そ
れ
を
対
象
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
現
実
を
批

判
的
に
み
る
目
を
つ
け
さ
せ
」
ろ
指
導
方
法
と
の
同
質
性
を
見
い
だ
し
、

益
田
は
生
活
綴
方
の
伝
統
を
「
発
展
的
に
継
承
」
し
た
と
捉
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
益
田
は
生
活
綴
方
の
那
辺
に
注
目
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

益
田
は
「
し
あ
わ
せ
を
つ
く
り
出
す
国
語
教
育
に
つ
い
て
」
に
先
立
つ

一
九
五
一
二
年
十
一
月
、
「
た
ど
た
ど
し
い
作
文
教
室
か
ら
Ｉ
定
時
制
高

６

校
の
場
合
ｌ
」
を
発
表
す
る
．
こ
こ
で
は
、
生
活
綴
方
の
伝
統
と
意
義

を
基
本
的
に
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
を
「
継
承
・
発
展
さ
せ
」
ろ
立
場
か

ら
、
し
か
し
高
校
現
場
で
は
、
生
活
綴
方
の
限
界
性
に
突
き
当
た
り
、
そ

こ
か
ら
い
か
に
実
践
を
お
し
す
す
め
た
ら
よ
い
か
と
い
う
苦
悩
が
吐
露

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
「
た
だ
あ
り
の
ま
ま
を
評
く
」
と
い
う

自
己
表
現
に
と
ど
め
ず
、
具
体
的
に
、
書
く
こ
と
に
よ
る
自
己
発
見
と
い

う
観
点
か
ら
書
き
直
し
を
さ
せ
る
と
い
う
指
導
に
よ
っ
て
、
「
書
き
手
の

立
場
の
あ
い
ま
い
さ
」
を
問
題
に
し
、
人
間
形
成
の
内
的
過
程
と
し
て
の

作
文
指
導
を
報
告
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
西
尾
突
珊
論
の
言
う
問
題

意
識
喚
起
の
後
に
は
自
然
と
作
文
に
結
び
つ
く
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、

「
生
活
の
現
実
を
生
活
の
現
実
と
し
て
拙
く
に
は
問
題
意
識
と
同
時
に
生

活
の
現
実
に
対
す
る
社
会
科
学
的
な
知
識
も
必
要
」
と
反
論
を
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
目
に
見
え
た
あ
り
の
ま
ま
を
書
か
せ
る
と
い
う
生
活
綴
方

に
加
え
て
、
社
会
科
学
的
な
知
識
・
方
法
を
交
差
さ
せ
て
い
く
地
点
に
、

真
に
現
実
認
識
を
深
め
さ
せ
て
い
く
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
の
作
文
指
導
を

提
案
し
た
の
で
あ
る
。

７

ま
た
、
そ
の
翌
年
行
わ
れ
た
共
同
討
議
「
国
民
文
学
と
国
民
教
育
」
に

お
い
て
も
同
様
に
、
生
活
綴
方
の
限
界
性
の
指
摘
と
発
展
的
な
方
法
の
必

要
性
を
力
説
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
両
尾
の
、
子
ど
も
の
綴
方
・
作
文
が

同
氏
文
学
の
迦
動
に
つ
な
が
る
方
向
に
も
っ
と
日
を
開
く
べ
き
だ
と
い
う

充
一
一
一
一
口
と
、
そ
れ
を
受
け
た
増
淵
恒
吉
発
言
に
続
い
て
異
論
を
唱
え
る
の
で

あ
る
。
益
田
は
、
「
多
摩
の
子
」
と
い
う
綴
方
文
集
に
掲
載
さ
れ
た
「
う

め
ぽ
し
」
と
い
う
子
ど
も
の
詩
を
取
り
上
げ
ろ
。
「
朝
ご
は
ん
の
と
き
／

か
あ
ち
ゃ
ん
が
／
う
め
ぼ
し
を
、
だ
し
た
／
ぼ
く
は
／
う
め
ぽ
し
を
、
た

べ
な
い
で
／
じ
っ
と
、
見
て
い
た
／
「
と
し
あ
き
、
ど
う
し
た
の
」
／

と
、
か
あ
ち
ゃ
ん
が
い
っ
た
／
「
お
ら
、
う
め
ぼ
し
、
い
や
だ
」
／
と
い

っ
た
ら
／
か
あ
ち
ゃ
ん
の
目
か
ら
／
な
み
だ
が
で
た
／
ぼ
く
は
、
す
ぐ
／

「
う
め
ぼ
し
で
い
い
」
／
と
い
っ
た
」
。
こ
の
詩
を
書
い
た
十
歳
の
少
年
が

貧
乏
を
苦
に
し
た
父
親
に
公
衆
便
所
で
殺
さ
れ
た
こ
と
が
週
刊
誌
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
こ
の
詩
が
子
ど
も
の
詩
と
し
て
は
「
非
常

に
美
し
い
も
の
」
で
は
あ
っ
て
も
、
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
綴
方
と
し
て
は
限

界
に
き
て
い
る
作
品
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

過
去
の
日
本
の
国
語
教
育
の
伝
統
の
中
か
ら
築
き
上
げ
ら
れ
て
来

た
生
活
綴
方
教
育
は
す
ば
ら
し
い
と
お
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
日

の
実
際
の
中
で
は
、
そ
う
い
う
詩
を
作
っ
て
も
、
そ
の
子
ど
も
は
父

親
に
絞
め
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
子
供
の
父

親
を
変
え
て
行
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
。
い
わ
ば
現
実
の
前
に

文
学
は
無
力
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
わ
け

で
す
。
（
中
略
）
そ
こ
に
一
つ
、
例
え
ば
国
語
教
育
な
ら
国
語
教
育
、

綴
方
教
育
な
ら
綴
方
教
育
の
中
に
、
今
ま
で
の
伝
統
的
な
方
法
だ
け

じ
ゃ
な
く
て
、
伝
統
の
中
か
ら
、
も
う
出
な
い
と
い
け
な
い
点
が
あ

る
の
じ
や
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
益
田
の
生
活
綴
方
観
は
、
そ
の
意
義
を
継

承
し
つ
つ
も
現
実
変
聴
の
人
間
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
限
界
を
見
っ
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め
、
伝
統
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
な
い
新
た
な
方
法
を
志
向
し
て
い
た
。
そ

し
て
こ
こ
に
現
実
認
識
の
方
法
と
し
て
の
生
活
綴
方
と
文
学
作
品
の
〈
読

み
〉
と
の
結
合
に
よ
る
強
力
な
現
実
変
革
の
文
学
教
育
が
構
想
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
内
実
を
持
つ
も
の
と
し
て
「
し
あ
わ
せ
を
つ
く
り
出
す
国
語

教
育
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
綴
方
教
育
運
動
と
の
積
極
的
提
携
と
い
っ
た

方
針
提
起
、
「
書
く
こ
と
」
と
「
読
む
こ
と
」
の
「
は
っ
き
り
し
た
関
係

づ
け
」
と
い
う
問
題
提
起
等
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
益
田
は
け
っ
し

て
伝
統
的
な
生
活
綴
方
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
み
、
そ
れ
で
良
し
と

は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
孤
高
の
文
学
教
育
で
は
な

く
、
述
べ
た
よ
う
に
文
学
教
育
自
体
を
豊
か
に
深
め
る
視
点
と
と
も
に
、

運
動
論
と
し
て
の
立
体
性
ま
で
も
が
模
索
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
留
め

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
戦
後
」
と
と
も
に
歩
ん
だ
益
田
の
国
語
教
育

論
は
こ
こ
に
一
つ
の
到
達
点
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
諸
氏
の
指
摘
に
あ
る
と
お
り
、
祐
田
勝
実
の
国
語
教

育
論
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
’
九
六
一
年
十
月
の
二
つ
の
試
み
’
十

８

年
目
の
報
告
ｌ
」
と
い
う
論
文
が
大
き
な
転
機
を
示
し
て
い
る
こ
と
に

気
付
か
さ
れ
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
定
時
制
高
校
で
の
実
践
十

年
目
に
そ
れ
ま
で
の
自
己
の
歩
み
を
振
り
返
り
総
括
を
行
っ
て
お
り
、
益

田
自
身
が
こ
の
報
告
を
一
つ
の
区
切
り
に
し
よ
う
と
も
く
ろ
ん
だ
こ
と
、
、

が
窺
え
る
。
そ
の
冒
頭
で
益
田
は
、
「
わ
た
し
の
欠
陥
と
わ
た
し
の
う
ら

｜
｜
｜
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
国
語
教
育
へ

ｌ
「
｜
っ
の
試
み
」
「
国
語
教
可
わ
が
主
体
』

、
、
、

み
ご
と
」
と
題
し
て
、
「
『
指
導
要
領
』
の
一
一
一
口
語
生
活
経
験
主
義
に
反
対
し

つ
つ
、
歴
史
科
学
的
思
考
を
教
え
こ
も
う
と
強
調
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ

ん
」
と
か
つ
て
の
自
分
を
厳
し
く
批
判
し
、
「
〈
考
え
る
国
語
教
育
〉
」
を

掲
げ
な
が
ら
、
そ
の
内
実
が
「
〈
既
成
の
も
の
〉
に
依
存
し
な
が
ら
、
何

か
を
夢
見
て
い
た
」
空
疎
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。
そ
し

て
、
「
教
育
を
め
ぐ
る
現
実
の
反
教
育
的
・
反
民
主
的
な
環
境
と
の
闘
争

に
、
教
育
の
力
を
発
展
さ
せ
る
余
裕
さ
え
失
っ
て
い
く
日
本
の
青
年
教
師

た
ち
、
苦
闘
し
つ
つ
痩
せ
て
い
る
国
語
教
師
が
無
数
に
あ
り
、
そ
の
事
実

を
抜
き
に
し
て
は
、
国
語
教
育
の
あ
り
方
を
考
え
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る

理
想
図
に
と
ど
ま
る
」
と
の
き
わ
め
て
ク
ー
ル
な
現
状
認
識
を
吐
露
し
た

上
で
、
必
要
な
の
は
、
「
国
語
そ
の
も
の
の
〈
こ
と
ば
の
持
つ
考
え
る
機

能
〉
〈
こ
と
ば
の
考
え
て
い
く
生
き
た
力
〉
に
即
し
て
、
国
語
教
育
を
展

開
す
る
」
こ
と
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
の
、
こ
と
ば
と
思
考
に
基
盤
を

お
い
た
発
想
は
、
後
年
「
〈
内
な
る
こ
と
ば
の
国
〉
建
設
」
と
い
う
表
現

に
結
実
す
る
言
語
の
教
育
観
に
ま
で
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
六
○
年
代

以
降
益
田
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
用
法
や
「
正
し
い
国
語
」
を
教

え
る
と
い
う
通
念
に
対
し
て
、
表
現
主
体
の
内
部
に
た
く
わ
え
ら
れ
た
こ

と
ば
、
内
言
の
重
視
を
訴
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
前
の

よ
う
な
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
と
も
に
打
ち
出
さ
れ
る
文
学
教
育
の
主
張
は
影

を
潜
め
る
よ
う
に
な
る
。

で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
転
換
が
益
田
に
お
と
ず
れ
た
の
か
。

増
田
修
が
指
摘
す
る
の
は
、
生
徒
の
基
礎
学
力
の
不
足
と
い
う
現
実
的

な
問
題
が
契
機
と
な
っ
た
と
し
て
、
「
『
文
学
教
育
の
問
題
点
』
が
学
校
づ

く
り
の
端
緒
に
お
け
る
困
難
さ
を
背
景
に
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
『
｜

つ
の
試
み
』
は
学
校
づ
く
り
が
一
定
の
前
進
を
示
し
た
時
点
で
の
困
難
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益田勝実Ilil譜教育論のIlm跡
さ
を
背
景
に
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
時
代
の
進
行
に
伴
う
、
前
進
の
帰
結

と
し
て
の
新
た
な
問
題
へ
の
対
応
で
あ
る
。
ま
た
、
基
礎
学
力
問
題
は
高

度
経
済
成
長
と
と
も
に
明
瞭
か
つ
広
汎
な
、
ま
さ
に
教
育
問
題
の
中
心
と

な
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
言
語
と
思
考
の
問
題
も
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
、
学
問
的
に
も
精
力
的
に
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
国
語
教
育
に

お
い
て
も
、
た
と
え
ば
ヴ
ィ
ゴ
ッ
キ
ー
の
理
論
を
紹
介
し
導
入
し
た
柴
田

幾
松
ヨ
ト
バ
の
発
達
と
認
識
の
発
達
」
が
『
教
育
科
学
凋
語
教
育
』
に

連
載
さ
れ
た
の
も
ほ
ぼ
こ
の
時
期
（
九
六
○
年
一
二
月
～
一
九
六
一
年

川
Ⅲ
）
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
墹
田
の
一
一
一
い
う
と
お
り
統
川
は
倒
語
学

力
、
一
一
一
一
口
語
と
思
考
の
関
係
等
に
つ
い
て
の
課
題
を
先
取
り
し
て
い
た
と
言

え
よ
う
。
こ
こ
で
も
袖
田
は
時
代
の
先
端
を
鋭
く
察
知
し
て
い
る
の
で
あ

る
。二
つ
の
試
み
」
と
ほ
ぼ
同
時
に
発
表
さ
れ
た
「
国
語
教
師
・
わ
が
主

体
」
で
は
、
益
田
凹
身
の
反
省
と
変
容
が
よ
り
率
直
に
、
よ
り
自
己
言

及
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
さ
に
こ
と
ば
を
教
え
る
国
語
教
師

と
し
て
の
日
己
自
身
の
こ
と
ば
を
疑
い
、
そ
こ
に
自
分
の
こ
と
ば
を
も
っ

て
い
な
い
空
虚
な
ｎ
口
を
発
見
し
、
そ
れ
ま
で
の
国
語
教
育
珊
諭
を
「
観

念
的
」
で
あ
っ
た
と
し
て
退
け
る
。
弓
憲
法
』
『
基
本
法
』
か
ら
、
上
か

ら
考
え
て
き
て
の
、
民
主
社
会
の
建
設
↓
民
主
的
な
一
一
両
語
化
活
の
確
立
↓

〈
旅
し
い
こ
と
ば
〉
〈
科
学
的
な
こ
と
ば
〉
〈
人
間
愛
の
こ
も
っ
た
こ
と
ば
〉

の
観
念
的
な
規
定
を
う
し
ろ
め
た
く
思
い
つ
づ
け
て
き
た
」
「
そ
れ
を
下

か
ら
、
民
族
の
歴
史
的
状
況
と
今
Ⅱ
的
状
況
の
か
さ
な
り
あ
う
地
点
、
ぼ

く
自
身
の
自
己
変
革
と
若
い
世
代
の
新
し
い
人
間
の
形
成
上
の
要
求
と

が
重
な
り
あ
う
点
か
ら
つ
か
み
直
し
、
そ
の
上
で
ぼ
く
の
教
育
上
の
目
的

意
識
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
ｆ
か
ら
の
国
語
教
育
で
は
な
く
、

下
か
ら
の
国
語
教
育
へ
、
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
の
変
更
が
、
益
田
の
内
省
に

よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
て
い
る
点
に
注
Ⅱ
し
た
い
。
「
ぼ
く
自
身
の
自
己
変

革
」
を
基
点
に
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
で
も
内
側
か
ら
込
み
上

げ
て
く
る
こ
と
ば
の
確
立
で
あ
る
。
そ
の
契
機
に
柳
田
国
男
の
「
喜
談
日

録
」
、
今
井
誉
次
郎
の
「
作
文
憲
法
第
一
条
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
告
白
さ

れ
て
い
る
が
、
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
内
省
と
自
己
変
革
を
求
め
よ
う
と

す
る
維
川
の
内
的
動
機
、
あ
る
い
は
忠
想
的
な
背
景
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

け
っ
し
て
生
徒
の
基
礎
学
力
問
題
や
、
現
場
と
指
導
要
領
の
双
方
を
に
ら

み
な
が
ら
の
教
科
響
編
集
を
通
し
た
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
よ
る
も
の
だ
け
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
否
、
そ
う
し
た
こ
と
は
表
層
に
現
れ
た
現
象
の
一

部
で
あ
り
、
問
題
の
根
は
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

須
貝
千
里
は
戦
後
文
学
教
育
を
総
括
し
、
五
○
年
代
か
ら
六
○
年
代

の
文
学
教
育
へ
の
移
行
の
中
に
「
ベ
ク
ト
ル
の
大
転
換
」
を
見
る
。
そ

の
要
因
と
し
て
五
○
年
代
に
進
行
し
た
社
会
主
義
国
に
対
す
る
幻
滅
意
識

の
拡
大
、
国
内
民
主
勢
力
の
戦
線
の
混
迷
、
体
制
側
の
反
動
攻
勢
等
を
あ

げ
、
五
○
年
代
の
そ
れ
が
一
見
敗
北
に
見
え
た
と
し
て
も
、
実
は
そ
う
で

”一

は
な
い
こ
と
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

あ
る
べ
き
理
想
像
を
先
に
設
定
し
て
、
そ
れ
に
子
ど
も
た
ち
を
引

き
化
げ
る
、
あ
ろ
は
子
供
た
ち
が
、
ら
そ
こ
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
に

期
待
す
る
と
い
う
形
の
教
育
の
あ
り
方
に
対
し
て
の
反
省
が
、
あ
た

ら
し
い
文
学
教
育
の
あ
り
方
の
模
索
を
す
す
め
た
か
ら
だ
。
内
面
的

な
自
己
検
討
を
経
る
こ
と
に
よ
る
深
部
か
ら
の
「
人
間
形
成
」
が
求

め
ら
れ
出
し
た
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
一
見
戦
線
の
後
退
を
よ
ぎ
な
く

さ
れ
た
中
で
の
、
し
か
し
そ
の
内
部
で
進
行
し
た
主
体
的
な
日
己
変

革
の
営
み
を
評
価
し
な
け
れ
ば
、
民
衆
の
側
の
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
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ム
キ
〒
と
ら
え
そ
こ
な
う
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
民
主
主
義
と
い
う
思
想
と
民
衆
と
の
内
的
な
出
会
い
」

が
六
○
年
代
初
頭
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
後
、
須
貝
は
直
接
こ
の

「
一
つ
の
試
み
」
に
言
及
し
、
益
田
の
反
省
の
弁
を
捉
え
て
そ
こ
に
五
○

年
代
文
学
教
育
の
不
毛
性
を
み
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ

し
て
逆
に
須
貝
は
益
田
が
「
〈
五
○
年
代
〉
の
『
考
え
る
国
語
教
育
』
の

真
の
発
展
を
め
ざ
す
が
ゆ
え
に
、
自
己
の
〈
五
○
年
代
〉
を
厳
し
く
総

括
し
て
い
る
」
と
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
‘
も
－
Ｙ
も
益
田
の
自
己
批
判

に
、
敗
北
感
や
挫
折
の
影
が
感
じ
取
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
理
想
に
向

け
て
昂
揚
し
て
い
た
時
代
の
熱
気
が
醒
め
た
後
に
漂
う
、
六
○
年
安
保
以

少
一

後
の
時
代
の
特
有
な
空
気
そ
の
心
も
の
の
影
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
こ
で
文

学
教
育
に
お
け
る
「
戦
後
」
は
た
し
か
に
一
つ
の
〈
壁
〉
に
突
き
あ
た
っ

た
。
益
田
の
ベ
ク
ト
ル
の
転
換
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
か

っ
て
「
政
治
と
文
学
」
論
争
で
中
野
電
治
を
批
判
し
た
荒
正
人
、
平
野
雛

が
、
今
度
は
「
市
民
」
的
立
場
の
奥
野
健
男
（
「
『
政
治
と
文
学
』
理
論
の

破
産
」
）
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
の
が
一
九
六
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
高

度
経
済
成
長
と
Ｌ
〒
も
に
、
「
戦
後
」
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
が
変
容
し
は

じ
め
る
。

だ
が
同
時
に
、
須
貝
が
言
う
よ
う
に
、
益
田
は
そ
の
挫
折
感
か
ら
己
を

奮
い
立
た
せ
、
地
に
立
つ
足
元
か
ら
見
直
し
、
明
日
の
国
語
教
育
を
も
う

一
度
根
本
か
ら
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
益
田
に
と
っ
て
、

こ
と
ば
の
使
い
手
と
し
て
の
、
ま
た
国
語
教
師
と
し
て
の
自
己
の
主
体
を

問
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
五
○
年
代
の
益
田
の
理

論
と
実
践
は
、
緊
迫
し
た
時
代
状
況
と
切
り
結
ん
だ
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
た

歴
史
的
な
必
然
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
益
田
自
身
の
自
己
批
判
に
も
関
わ

四
、
集
大
成
『
国
語
科
教
育
法
』
に
お
け
る
文
学
教
育
の
位
置

こ
の
よ
う
に
「
戦
後
」
と
い
う
時
代
の
変
遷
に
と
も
な
う
言
語
観
・
文

学
観
の
変
容
・
深
化
の
過
程
に
益
田
勝
実
文
学
教
育
論
の
特
質
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

述
べ
た
よ
う
に
六
○
年
代
以
降
、
言
語
の
教
育
か
、
文
学
教
育
か
、
と

い
う
二
元
論
を
真
に
克
服
す
る
道
を
、
益
田
の
場
合
こ
と
ば
の
働
き
そ
の

も
の
ｌ
特
に
内
言
の
重
視
Ｉ
に
求
め
、
「
内
な
る
こ
と
ば
の
国
」
建

設
と
い
う
目
標
論
に
辿
り
着
い
た
。
そ
れ
は
、
研
究
者
と
し
て
も
「
歴
史

社
会
学
的
方
法
」
か
ら
「
歴
史
社
会
学
的
立
場
」
へ
と
い
う
〈
方
法
〉
の

直
接
的
な
駆
使
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
「
微
視
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ

っ
て
、
「
こ
と
ば
の
中
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
る
歴
史
性
・
社
会
性
」
を
見

る
こ
と
で
対
象
に
迫
ろ
う
と
す
る
〈
立
場
〉
へ
と
シ
フ
ト
し
つ
つ
も
、
そ

の
〈
立
場
〉
そ
の
も
の
は
一
貫
し
て
い
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か

し
、
表
面
的
に
は
、
文
学
教
育
論
は
後
景
に
退
き
、
か
わ
っ
て
主
に
筑

摩
書
房
教
科
書
編
集
の
活
動
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
新
単
元
や
新
教
材
の

提
案
が
、
活
動
と
し
て
は
前
景
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
筑
摩
の
Ｐ

Ｒ
誌
『
国
語
通
信
』
を
通
じ
て
そ
う
し
た
新
し
い
提
案
を
現
場
に
投
げ
か

け
、
国
語
教
育
の
実
質
的
な
刷
新
を
図
ろ
う
と
精
力
的
な
発
言
を
繰
り
返

し
た
。

ら
ず
、
か
っ
て
の
論
は
否
定
し
尽
く
せ
る
も
の
で
も
な
く
、
「
文
学
教
育

の
問
題
点
」
か
ら
「
一
つ
の
試
み
」
に
至
る
十
年
は
、
益
田
自
身
の
〈
こ

と
ば
〉
観
、
ひ
い
て
は
言
語
の
教
育
と
は
何
か
、
と
い
う
根
源
的
な
命
題

へ
の
認
識
の
深
ま
り
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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益田勝突国語教育論の軌跡
一
九
八
一
年
、
以
後
益
田
が
国
語
教
育
に
つ
い
て
口
を
閉
ざ
す
こ
の
年

の
三
月
、
法
政
大
学
通
信
教
育
用
テ
キ
ス
ト
『
国
語
科
教
育
法
』
が
完
成

す
る
。
益
田
国
語
教
育
論
の
集
大
成
と
も
言
え
る
こ
の
著
作
は
全
五
章
か

ら
成
り
、
ト
ー
タ
ル
な
国
語
科
全
体
の
把
握
と
と
も
に
、
き
め
細
か
な

学
習
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
ま
で
が
盛
り
込
ま
れ
た
、
豊
富
な
内
容
の
テ
キ
ス

ト
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
第
一
章
国
語
教
育
の
諸
前
提
」
に
は
益
田
国

語
教
育
論
の
到
達
点
が
凝
縮
さ
れ
た
形
で
し
か
も
体
系
的
に
示
さ
れ
て
い

る
。
「
正
し
い
国
語
」
を
教
え
る
と
い
う
「
母
国
語
の
現
状
維
持
」
に
国

語
教
育
の
原
点
を
お
く
の
で
は
な
く
、
「
異
質
な
す
ぐ
れ
た
こ
と
ば
と
さ

ま
ざ
ま
に
出
会
い
、
そ
れ
で
自
分
の
こ
と
ば
を
樽
ち
、
自
分
の
こ
と
ば
を

鍛
え
て
い
く
」
こ
と
で
「
よ
り
新
し
い
よ
り
よ
い
現
代
語
を
創
造
す
る
学

習
」
に
原
点
が
修
正
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
続
田
の
国
語
教
育
論
の
基
礎

が
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
か
つ
て
の
「
現
実
変
革
」
と
い
っ

た
大
上
段
の
構
え
で
は
な
い
、
「
微
視
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
よ
る
確
か

な
教
育
論
と
し
て
の
成
熟
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の

と
き
文
学
教
育
の
位
置
が
明
瞭
な
存
在
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
蘇
え
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
ば
を
養
い
育
て
て
い
く
基
盤
と
な

っ
て
い
る
、
こ
の
内
部
の
こ
と
ば
と
文
学
の
助
け
合
い
を
忘
れ
て
、

外
に
現
れ
て
い
る
こ
と
ば
の
こ
と
だ
け
を
考
え
る
言
語
教
育
は
、
真

に
は
言
語
教
育
た
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
人
は
、
文
学
作
品
の
こ
と

ば
で
な
く
て
も
、
多
く
の
こ
と
ば
を
自
己
の
内
部
に
イ
ン
プ
ッ
ト
し

ま
す
。
蒔
き
つ
け
る
と
い
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
は
必
ず
イ
ン
タ
レ
ス
ト
と
と
も
に
受
け
と
め
た
こ
と
ば
、
衝
迫
を

感
じ
た
こ
と
ば
で
な
け
れ
ば
、
受
け
入
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
だ
か

ら
、
ど
ん
な
時
、
こ
と
ば
が
最
も
差
し
込
ん
で
く
る
か
と
い
う
問
題

と
し
て
、
文
学
と
い
う
こ
と
ば
の
芸
術
の
機
能
を
、
国
語
教
育
は
無

６

視
で
き
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
文
学
の
こ
と
ば
が
ｎ
分
の
「
内
部
の
こ
と
ば
」
を
「
楠

ち
」
「
鍛
え
る
」
契
機
と
な
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
こ
と
ば
自
体
が
痩
せ
た
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
つ
ま
り
そ
う
し
た

文
学
教
育
の
側
か
ら
の
言
語
の
教
育
の
問
い
直
し
こ
そ
八
○
年
代
に
至
っ

て
益
田
が
逢
着
し
た
文
学
教
育
の
可
能
性
と
位
置
な
の
で
あ
る
。
古
典
教

育
も
含
め
て
、
内
な
る
こ
と
ば
を
「
樽
ち
」
「
鍛
え
る
」
異
質
な
こ
と
ば

の
批
評
性
こ
そ
が
そ
の
文
学
教
育
論
の
核
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。し
か
し
、
益
田
は
そ
の
後
程
な
く
沈
黙
す
る
。

同
年
九
月
、
’
○
月
と
続
け
て
岩
波
書
店
の
雑
誌
『
文
学
』
は
国
語

教
育
の
特
集
を
組
む
。
そ
の
九
月
号
掲
載
の
座
談
会
「
国
語
教
育
へ
の
提

言
」
で
、
「
文
学
偏
重
の
国
語
教
育
」
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
や
り
と
り

の
中
、
益
田
は
「
高
等
学
校
教
科
書
を
ず
っ
と
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
も
う
絶
壇
し
て
や
め
た
ん
で
す
」
と
述
べ
、

「
師
と
仰
い
で
い
た
西
尾
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
を
機
会
に
し
て
」
以

後
一
切
関
係
し
な
い
こ
と
の
理
由
に
「
現
場
教
師
へ
の
不
信
感
」
を
あ

げ
て
い
る
。
一
九
七
八
年
学
習
指
導
要
領
が
「
表
現
」
重
視
を
調
い
な
が

ら
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
手
当
を
何
ら
行
わ
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
一
日

も
ス
ト
を
打
た
な
い
、
つ
ま
り
端
か
ら
や
ろ
う
と
し
な
い
現
場
の
無
関
心

さ
、
自
然
科
学
や
社
会
科
学
に
関
す
る
教
材
を
現
場
が
扱
お
う
と
し
な
い

保
守
性
を
「
文
学
偏
重
」
の
現
状
を
生
み
だ
し
た
背
景
と
し
て
語
る
。
こ

れ
は
一
見
、
文
学
教
育
否
定
の
発
言
の
よ
う
に
も
と
れ
る
が
、
そ
う
で
は
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な
い
。
テ
キ
ス
ト
『
国
語
科
教
育
法
』
に
お
い
て
も
、
杉
森
久
英
の
「
文

学
臭
い
授
業
」
が
多
く
も
っ
と
読
み
書
き
を
き
ち
ん
と
教
え
よ
と
い
う

批
判
を
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
現
状
の
存
在
を
一
万
で
は
認
め
つ
つ

も
、
そ
れ
は
国
文
科
や
教
育
学
部
出
身
の
教
師
に
よ
る
「
文
学
的
知
識
の

授
業
」
で
あ
っ
て
「
真
の
文
学
の
授
業
」
で
は
な
く
、
「
文
学
作
品
を
教

室
で
理
屈
や
知
識
的
趣
味
で
こ
れ
く
り
ま
わ
す
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
っ

て
も
、
文
学
作
品
の
す
ぐ
れ
た
こ
と
ば
の
表
現
に
接
し
な
い
よ
う
に
す
べ

し
、
と
い
う
議
論
で
は
な
い
」
と
断
っ
て
い
る
。
益
田
が
当
時
文
学
教
育

に
対
し
て
そ
う
し
た
微
妙
な
ね
じ
れ
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
だ

が
、
益
田
は
そ
の
座
談
会
に
続
く
翌
月
『
文
学
』
の
論
文
「
古
典
教
育
と

よ
ば
れ
る
も
の
」
が
国
語
教
育
に
関
す
る
最
後
の
発
言
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
約
三
○
年
に
わ
た
る
益
田
の
国
語
教
育
論
は
一
九
六

○
年
頃
を
境
に
、
「
上
か
ら
の
国
語
教
育
」
か
ら
「
下
か
ら
の
国
語
教
育
」

へ
と
ベ
ク
ト
ル
の
変
更
を
経
な
が
ら
も
、
主
体
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
ば

の
育
成
と
い
う
点
で
は
一
貫
し
て
深
め
ら
れ
、
絶
え
ず
時
代
状
況
に
敏
感

に
反
応
し
、
そ
の
先
端
の
矛
盾
と
切
り
結
ぶ
形
で
構
想
さ
れ
て
き
た
。
特

に
文
学
教
育
論
は
潜
在
顕
在
を
問
わ
ず
常
に
そ
の
中
核
に
位
置
し
、
そ
の

意
味
づ
け
は
今
日
に
お
い
て
も
強
烈
な
光
彩
を
放
ち
続
け
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
益
田
の
沈
黙
の
意
味
は
重
い
。
ど
の
よ
う

に
文
学
の
こ
と
ば
と
出
会
わ
せ
る
か
、
今
、
そ
の
原
理
と
方
法
の
探
求
が

強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
や
が
て
バ
ブ
ル
を
む
か
え
る
八
○
年
代
の
虚
妄

の
明
る
さ
は
、
「
必
要
」
か
ら
「
欲
望
」
へ
と
人
々
の
経
済
原
理
を
質
的

に
変
え
、
都
市
化
や
脱
産
業
化
に
よ
っ
て
未
曾
有
の
消
費
社
会
・
情
報
化

社
会
を
整
え
る
。
も
は
や
「
戦
後
」
の
残
淳
す
ら
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き

な
い
時
代
の
入
り
口
で
益
田
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
「
真
の
文

学
の
授
業
」
が
衰
退
し
、
「
文
学
的
知
識
の
授
業
」
が
今
な
お
、
否
ま
す

ま
す
蔓
延
し
て
い
る
二
一
世
紀
初
頭
を
、
益
田
勝
実
は
ど
こ
か
で
鋭
敏
に

予
測
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

注
ｌ
「
益
田
勝
実
教
科
書
編
集
の
歩
み
」
『
日
本
文
学
』
第
四
○
巻
第
八
号

一
九
九
一
年
八
月

２
「
益
田
勝
実
の
古
典
教
育
論
に
つ
い
て
の
検
討
」
『
語
学
文
学
』
第

一
一
一
一
号
一
九
九
一
一
一
年
一
一
一
月
、
「
益
田
勝
夷
氏
の
古
典
教
育
論
再
読
」
『
日

本
文
学
』
第
四
五
巻
第
九
号
一
九
九
六
年
九
月

３
「
文
学
教
育
の
問
題
点
」
『
日
本
文
学
の
伝
統
と
創
造
』
岩
波
書
店

一
九
五
三
年
五
月

４
本
多
秋
五
は
そ
の
端
緒
で
あ
る
竹
内
好
の
国
民
文
学
論
に
つ
い
て
こ

う
語
っ
た
。

「
つ
ま
り
、
竹
内
好
の
国
民
文
学
論
は
、
日
本
の
現
行
文
学
に
対
す

る
全
面
的
な
不
信
を
、
彼
の
解
す
る
意
味
の
中
国
文
学
の
プ
リ
ズ
ム
を

通
し
て
、
構
造
的
に
と
ら
え
直
し
た
と
こ
ろ
に
発
し
て
い
る
。
ア
メ
リ

カ
の
占
領
下
に
あ
っ
て
、
日
本
が
植
民
地
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
眼
前

の
事
実
が
、
こ
こ
に
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
」

（
『
物
語
戦
後
文
学
史
』
一
九
六
六
年
三
月
）

５
「
文
学
教
育
の
動
向
」
『
文
学
』
一
九
五
一
年
三
月

６
「
文
学
教
育
の
任
務
と
方
法
」
『
文
学
』
’
九
五
二
年
一
一
一
月

７
一
九
四
○
年
代
後
半
か
ら
五
○
年
代
半
ば
ま
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
心

情
を
表
す
言
説
や
用
語
に
つ
い
て
は
次
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
い
。

小
熊
英
二
貝
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉
戦
後
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
公
共
性
』
新
曜
社
二
○
○
二
年
十
月

８
『
戦
後
国
語
教
育
問
題
史
』
大
修
館
書
店
一
九
九
一
年
一
二
月
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益田勝実国語教育論の軌跡
９
「
民
族
教
育
と
し
て
の
古
典
教
育
ｌ
万
葉
集
を
中
心
に
ｌ
」
『
日

本
文
学
』
第
二
巻
第
九
号
一
九
五
一
一
一
年
二
月

Ⅲ
「
荒
木
・
西
尾
・
益
田
・
大
河
原
」
『
日
本
文
学
』
第
一
六
巻
第
五
号

一
九
六
七
年
六
月

Ⅱ
浜
本
純
逸
『
戦
後
文
学
教
育
方
法
論
史
』
明
治
図
書
一
九
七
八
年
九

月

胆
座
談
会
「
文
学
教
育
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
文
学
』
第
二
巻
第
七
号

一
九
五
三
年
九
月

田
紅
野
謙
介
「
教
材
の
多
様
化
と
文
学
主
義
の
解
体
」
『
日
本
文
学
』

第
四
五
巻
第
四
号
一
九
九
六
年
四
月
、
ま
た
直
接
益
田
へ
の
論
及
で

は
な
い
が
、
澁
谷
孝
の
文
学
教
育
批
判
等
も
視
野
に
入
れ
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
『
人
間
教
育
』
な
ど
と
い
う
莊
漠
と
し
た
意
味
を
持
つ

こ
と
ば
を
使
う
こ
と
自
体
、
文
学
教
育
論
の
目
標
が
通
俗
的
な
常
識

論
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
主
要
な
原
因
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
人

間
教
育
と
し
て
の
文
学
教
育
と
は
、
結
果
と
し
て
は
特
定
の
立
場

の
思
想
教
育
に
な
り
や
す
い
。
」
「
文
学
教
育
論
批
判
』
明
治
図
書

一
九
八
八
年
一
○
月
）

ｕ
「
文
学
教
育
理
論
の
歴
史
的
検
討
ｌ
日
本
文
学
協
会
の
理
論
史
を

中
心
に
ｌ
」
『
日
本
文
学
』
第
一
五
巻
第
九
号
一
九
六
六
年
一
○

’
二
月

旧
「
現
実
と
対
決
す
る
文
学
教
育
ｌ
益
田
勝
実
そ
の
初
期
の
仕
事

ｌ
」
『
ｕ
本
文
学
』
第
二
二
巻
第
一
一
号
一
九
七
三
年
一
一
一
月

旧
「
た
ど
た
と
し
い
作
文
教
室
か
ら
」
『
日
本
文
学
』
第
二
巻
第
九
号

一
九
五
三
年
一
一
月

Ⅳ
共
同
討
議
「
国
民
文
学
と
国
民
教
育
」
『
日
本
文
学
』
第
一
一
一
巻
第

三
号
一
九
五
四
年
三
月

肥
．
っ
の
試
み
ｌ
十
年
目
の
報
告
ｌ
」
『
日
本
文
学
』
第
十
巻
第

2３ 2２ 2１２０ ９

六
号
一
九
六
一
年
八
月

「
〈
内
な
る
こ
と
ば
の
国
〉
建
設
の
た
め
に
」
『
国
語
通
信
』
第
二
一
六
号
筑

摩
書
房
一
九
七
九
年
五
月

注
旧
と
同
じ

「
国
語
教
師
・
わ
が
主
体
」
日
本
文
学
協
会
編
『
教
師
の
た
め
の
国

語
』
河
出
書
房
新
社
一
九
六
一
年
一
○
月

「
文
学
教
育
の
歴
史
と
展
望
③
一
九
六
○
年
代
の
文
学
教
育
」
日

本
文
学
協
会
編
『
日
本
文
学
講
座
皿
文
学
教
育
』
大
修
館
書
店

一
九
八
八
年
三
月

益
田
自
身
の
当
時
（
五
○
年
代
）
の
述
懐
と
し
て
『
西
尾
実
国
語
教

育
全
集
第
八
巻
』
解
説
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
こ
の
（
荒
木
報
告
を
受
け
て
の
ｌ
引
用
者
注
）
民
族
教
育
論
議

に
は
、
当
時
の
日
本
の
占
領
軍
政
か
ら
の
解
放
に
よ
る
国
民
的
自

覚
、
眼
前
の
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
箪
の
ア
ジ
ア
介
入
の
仕

万
に
対
す
る
強
い
お
そ
れ
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
抜
き
に
し
、
ま
た

国
民
文
学
論
的
な
文
学
へ
の
接
近
の
風
潮
を
抜
き
に
し
て
、
今
日
是

非
を
云
々
し
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
も
の
が
確
か
に
あ
る
。
あ
の
時
、

お
そ
ら
く
、
〈
民
族
〉
の
契
機
を
持
ち
込
ん
だ
荒
木
氏
は
荒
木
氏
な

り
に
、
ま
た
、
も
っ
と
一
般
的
に
現
実
の
社
会
状
況
と
向
き
合
う
教

育
を
考
え
て
い
た
わ
た
く
し
は
わ
た
く
し
な
り
に
、
問
題
を
少
し
は

ぐ
ら
か
さ
れ
た
と
感
じ
な
が
ら
も
、
西
尾
先
生
の
あ
の
理
論
的
収
赦

の
し
か
た
に
、
ハ
ツ
と
息
を
呑
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

ま
し
て
、
荒
木
氏
は
デ
ッ
チ
上
げ
ら
れ
た
事
件
の
た
め
に
、
教
室

を
離
れ
た
。
わ
た
く
し
も
ま
た
、
自
分
の
定
時
制
高
校
生
に
対
す
る

労
働
者
教
育
へ
の
権
力
介
入
を
お
そ
れ
て
、
具
体
的
な
実
践
報
告
を

や
め
、
一
方
で
地
下
運
動
的
な
政
治
活
動
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と

で
、
自
分
を
文
学
教
育
の
理
論
的
追
求
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
。
」

日本文學誌要第６７号2３

Hosei University Repository



（
こ
う
だ
く
に
ひ
ろ
・
一
九
八
九
年
卒
／
二
中
高
教
諭
・
人
間
環

境
学
部
兼
任
講
師
）
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別
「
歴
史
社
会
的
方
法
か
ら
歴
史
社
会
的
立
場
へ
」
『
日
本
文
学
』
第

注
酪
と
同
じ

『
国
語
科
教
育
法
』
は
文
部
省
認
可
通
信
教
育
用
テ
キ
ス
ト
。
法
政

大
学
通
信
教
育
部
の
発
行
。
非
売
品
。

座
談
会
「
国
語
教
育
へ
の
提
言
」
『
文
学
』
第
四
九
巻
第
九
号

一
九
八
一
年
九
月
。
メ
ン
バ
ー
は
益
田
の
他
、
大
村
は
ま
、
加
藤
周

一
、
金
田
一
春
彦
。

一
六
巻
第
九
号
一
九
六
七
年
一
○
月
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