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１　

は
じ
め
に

　

通
常
、
語
彙
力
を
高
め
る
に
は
、「
漢
字
」「
こ
と

わ
ざ
」「
慣
用
句
」「
四
字
熟
語
」「
故
事
成
語
」「
類

義
語
・
対
義
語
」「
同
音
異
義
語
」「
同
訓
異
字
」
な

ど
の
指
導
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
前
述
の
指
導
を
丁
寧
に
行
い
、
語
彙
を

習
得
さ
せ
る
必
要
性
は
十
分
認
め
つ
つ
も
、
あ
え
て

こ
こ
で
は
、「
言
語
感
覚
を
磨
く
」
指
導
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
に
す
る
。な
ぜ
言
語
感
覚
か
と
い
え
ば
、

語
彙
習
得
の
中
核
を
成
す
も
の
と
し
て
言
語
感
覚
が

重
要
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

２　

俳
句
は
、粋
な
こ
と
ば
遊
び

　

言
語
感
覚
を
磨
く
に
は
、「
こ
と
ば
遊
び
」
が
有

効
で
あ
る
。
こ
と
ば
遊
び
は
、
駄
洒
落
、
語
呂
合
わ

せ
や
早
口
こ
と
ば
の
よ
う
に
、
楽
し
み
な
が
ら
自
然

と
言
語
感
覚
を
習
得
で
き
る
も
の
が
多
い
。

３　

俳
句
鑑
賞
の
ツ
ボ
を
示
す

　

最
近
の
教
科
書
で
は
、
俳
句
を
取
り
立
て
て
指
導

す
る
場
面
が
減
っ
て
き
て
い
る
。
確
か
に
、
短
歌
や

俳
句
に
つ
い
て
の
指
導
事
項
は
、
学
習
指
導
要
領
の

中
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
私
は
俳
句
学

習
に
こ
そ
語
彙
力
や
言
語
感
覚
を
高
め
る
効
果
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　

特
に
、
江
戸
時
代
に
は
、
駄
洒
落
（
自
嘲
的
な
言

い
方
だ
が
）
の
こ
と
を
「
地
口
」
と
い
っ
て
、
粋
な

男
性
の
嗜
み
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
同
時

に
、
冗
談
話
（
ジ
ョ
ー
ク
）
も
大
切
な
素
養
だ
っ
た

ら
し
い
。
そ
こ
か
ら
、
俳
諧
が
生
ま
れ
、
川
柳
や
俳

句
が
発
展
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、ま
さ
に
俳
句
は「
粋

な
こ
と
ば
遊
び
」
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
和
歌
（
短

歌
）
に
も
「
掛
詞
」「
縁
語
」「
序
詞
」「
枕
詞
」
と
い
っ

た
一
級
品
の
こ
と
ば
遊
び
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で

は
割
愛
さ
せ
て
も
ら
う
。

　

つ
ま
り
、
俳
句
に
は
「
粋
の
文
化
」
が
息
づ
い
て

い
る
。
す
べ
て
を
語
り
尽
く
さ
ず
互
い
の
共
通
感
覚

を
前
提
と
し
た
こ
と
ば
の
や
り
取
り
が
あ
る
の
だ
。

「
ツ
ー
と
言
え
ば
カ
ー
」
と
い
っ
た
合
意
シ
ス
テ
ム

や
「
松
に
鶴
」「
梅
に
鶯
」「
紅
葉
に
鹿
」
と
い
っ
た

連
想
ゲ
ー
ム
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
こ
そ
日
本
特
有
の
言
語
感
覚
で
あ
り
、
共
通

感
覚
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

私
は
、
右
の
俳
句
を
俳
句
の
説
明
の
た
め
に
よ
く

用
い
る
。
誰
も
が
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
で
い
て
最
も

俳
句
ら
し
い
作
品
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
何
気

な
く
読
ん
で
し
ま
え
ば
、「
あ
あ
、
蛙
が
池
に
飛
び

込
ん
だ
の
か
。
ふ
ー
ん
。」
で
流
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

し
か
し
、
一
語
一
語
の
こ
と
ば
に
着
目
し
て
、
よ

く
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
俳
句
は
、事
実
の
描
写（
写

生
・
情
景
描
写
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
事
実
の
描
写

か
ら
作
者
の
心
情
を
推
測
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

鑑
賞
を
深
め
る
た
め
の
発
問
と
し
て
は
、

①�

「
古
池
」
が
内
包
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り

→
池
の
大
き
さ
、
周
囲
の
様
子
な
ど

②
「
蛙
」
が
内
包
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り

　

→
蛙
の
種
類
、
大
き
さ
、
色
、
数
な
ど
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③�
「
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
と
い
う
部
分
が
内
包
し

て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り

　

→
水
の
音
の
大
き
さ
や
余
韻
な
ど

こ
れ
ら
一
連
の
思
考
過
程
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、

「
静
け
さ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
静
か
だ
」
と
い
う

こ
と
ば
を
用
い
ず
に
静
け
さ
を
表
現
す
る
こ
と
で
、

奥
行
き
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
言
語
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す
場
面
で
あ
る
と
と
も

に
、「
古
池
に
」
で
は
な
く
て
「
古
池
や
」
と
切
れ

字
を
用
い
る
効
果
も
理
解
さ
せ
ら
れ
る
。

４　

五・
七
・
五
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル（
創
作
）

　

俳
句
学
習
の
醍
醐
味
は
、
鑑
賞
だ
け
で
は
な
い
。

実
際
に
自
分
で
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば

へ
の
執
着
心
が
生
ま
れ
、
言
語
感
覚
が
磨
か
れ
る
。

そ
し
て
、
創
作
す
る
こ
と
で
語
彙
力
も
高
ま
る
。

　

俳
句
は
限
ら
れ
た
音
数
の
中
で
、
最
大
限
の
余
韻

を
漂
わ
せ
る
表
現
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
、
一
つ
一
つ
の
こ
と
ば
を
精
選
し
、
推
敲
し
、

句
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
の
中
で
、
効
果

的
な
こ
と
ば
を
選
び
、
見
出
し
、
使
用
す
る
と
い
っ

た
こ
と
ば
の
評
価
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
段
階
に
な
る
と
、こ
と
ば
の
重
要
性
を
感
じ
、

「
季
語
」
が
存
在
す
る
意
味
も
理
解
さ
れ
て
く
る
。

そ
こ
で
、
資
料
集
（
便
覧
）
や
歳
時
記
、
国
語
辞
典

を
用
い
て
創
作
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

【
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
】

５　

お
わ
り
に

　

俳
句
学
習
は
、
語
彙
（
こ
と
ば
）
を
探
求
し
て
い

く
学
習
で
あ
る
。
指
導
計
画
の
終
盤
に
、「
句
会
」

を
開
い
て
互
い
に
批
評
し
合
う
こ
と
を
薦
め
た
い
。

「
上
の
五
音
と
下
の
五
音
を
入
れ
替
え
た
ほ
う
が
余

韻
が
残
る
よ
」、「
寒
い
朝
よ
り
も
白
い
息
の
ほ
う
が

写
実
的
だ
よ
」、「
別
の
季
語
は
な
い
の
か
な
」
な
ど

と
互
い
の
俳
句
を
基
に
し
て
考
え
を
述
べ
合
う
こ
と

で
、
語
彙
（
こ
と
ば
）
へ
の
感
覚
が
鋭
く
な
る
。

　

互
い
の
俳
句
か
ら
語
彙
に
関
す
る
「
情
報
を
取
り

出
し
」、
語
彙
に
つ
い
て
「
解
釈
」
し
、
語
彙
に
つ

い
て
「
熟
考
・
評
価
」
し
合
い
、
さ
ら
に
良
い
句
へ

と
高
め
さ
せ
る
と
い
う
過
程
は
、
P
I
S
A
型
読
解

力
の
育
成
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
完
成
し
た
句
を
ク
ラ
ス
の
俳
句
集
な
ど

に
す
れ
ば
、
生
徒
の
感
慨
も
ひ
と
し
お
だ
と
思
う
。

い
ま
い　

や
す
し　

群
馬
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
教
諭
。

国
語
科
の
授
業
は
、「
教
科
書
だ
け
に
頼
っ
て
は
い
け
な
い
」

と
考
え
、
学
習
素
材
を
探
し
て
い
る
毎
日
。
生
徒
と
共
に
国

語
力
を
磨
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

①�

感
情
の
直
接
表
現
（
形
容
詞
・
形
容
動
詞
）

を
用
い
ず
、
事
実
の
描
写
（
情
景
や
行
動
の

描
写
）
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
心
情
を
推
測

さ
せ
る
句
に
す
る
こ
と
。

②�

「
季
語
」
が
内
包
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら

想
像
力
を
働
か
せ
る
句
に
す
る
こ
と
。

（
こ
と
ば
で
絵
を
描
く
イ
メ
ー
ジ
で
）

③�

最
も
余
韻
が
残
る
で
あ
ろ
う
語
順
に
配
慮
し

て
句
を
組
み
立
て
る
こ
と
。

　

こ
の
俳
句
に
は
、
二
つ
の
物
が
詠
み
込
ま
れ
て
い

る
。
一
つ
は
遠
景
と
し
て
の
「
万
緑
」
と
、
も
う
一

つ
は
近
景
と
し
て
の
「
吾
子
の
歯
」
で
あ
る
。

　

一
見
何
も
関
係
な
い
物
が
ド
ッ
キ
ン
グ
し
て
い
る

こ
の
句
は
、
こ
と
の
本
質
を
見
抜
い
た
鋭
い
洞
察
力

が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
句
で
は
、
万
緑

と
吾
が
子
の
成
長
が
重
な
り
、
生
命
力
へ
の
感
激
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
る
な
ら
ば
、
大
喜
利
な

ど
で
行
わ
れ
る「
謎
掛
け
問
答
」と
同
じ
で
あ
る
。「
こ

の
季
節
の
万
緑
と
掛
け
て
、
前
歯
が
生
え
始
め
た
吾

が
子
と
解
く
、
そ
の
心
は
…
生
命
力
に
満
ち
あ
ふ
れ

て
い
ま
す
。」
と
い
っ
た
言
語
感
覚
で
あ
る
。




