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教室で辞典を引く

　

現
代
文
の
授
業
中
、
生
徒
の
机
上
に
国
語
辞
典
が
載
っ

て
い
る
の
は
理
想
だ
が
、
重
い
、
か
さ
ば
る
、
使
わ
な
い

等
々
の
理
由
を
挙
げ
て
、
持
っ
て
く
る
生
徒
が
少
な
い
の

は
残
念
で
あ
る
。
国
語
辞
典
な
ら
、
授
業
が
退
屈
な
と
き

に
引
い
て
遊
べ
て
叱
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
の
に
、
と
思
う

の
だ
が
。
だ
か
ら
新
し
い
教
材
に
入
る
と
き
、
家
庭
学
習

で
語
句
の
意
味
調
べ
を
さ
せ
、
授
業
中
に
確
認
す
る
の
が

常
で
あ
る
。
私
自
身
は
授
業
に
必
ず
携
行
し
、
事
あ
る
ご

と
に
引
い
て
読
み
上
げ
る
。
教
卓
の
横
の
生
徒
が
手
を
伸

ば
し
、
勝
手
に
私
の
辞
書
を
引
い
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　

私
が
教
え
て
い
る
生
徒
た
ち
は
、
抽
象
的
な
概
念
を

表
す
語
彙
が
特
に
苦
手
で
あ
る
。
教
材
「
コ
イ
ン
は
円
形

か
」（
佐
藤
信
夫
）
で
は
、「
認
識
」「
論
理
」「
実
証
的
」

な
ど
の
言
葉
に
拒
否
反
応
を
示
す
。
一
応
辞
書
は
引
い
て

あ
っ
て
も
、
十
分
理
解
で
き
ず
本
文
解
釈
の
妨
げ
と
な
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
中
で
特
に
「
人
間
の
認
識
一

般
」「
発
見
的
認
識
」「
認
識
的
な
思
い
や
り
」
と
繰
り
返

し
使
わ
れ
る
「
認
識
」
に
つ
い
て
は
、
文
章
理
解
の
鍵
と

な
る
語
な
の
で
、
丁
寧
に
確
認
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

ま
ず
「
認
識
」
の
辞
書
的
な
意
味
を
問
う
。「
物
事
を

正
し
く
理
解
す
る
こ
と
」「
他
の
も
の
と
区
別
す
る
こ
と
」

等
の
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
板
書
し
て
「
認
識
」
と
「
思

う
こ
と
」
と
の
違
い
を
確
か
め
、「
確
認
」「
識
別
」
等
の

熟
語
作
り
を
し
、「
認
識
」
の
意
味
を
認
識
さ
せ
る
。

　

次
に
「
自
分
の
認
識
が―

―

し
た
が
っ
て
自
分
の
言
葉

が―
―

」
と
い
う
部
分
に
触
れ
、
な
ぜ
「
認
識
＝
言
葉
」

な
の
か
を
考
え
る
。「
言
葉
」
の
意
味
を
調
べ
始
め
る
生

徒
も
い
る
の
で
、読
み
上
げ
て
も
ら
い
板
書
す
る
。「
認
識
」

＝
「
他
の
も
の
と
区
別
す
る
こ
と
」
を
手
が
か
り
に
、「
認

識
」
と
「
言
葉
」
の
共
通
点
を
挙
げ
さ
せ
る
と
、「
犬
と

い
う
言
葉
は
、
犬
を
他
の
動
物
と
区
別
し
て
い
る
」
な
ど

と
意
見
が
出
て
き
て
、
生
徒
た
ち
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
事

物
が
分
節
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
き
始
め
る
。
こ
の
よ
う
な

作
業
を
通
じ
て
、
彼
ら
は
「
言
葉
が
認
識
を
示
す
」
と
い

う
こ
と
を
多
少
な
り
と
も
実
感
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　

抽
象
的
な
語
彙
の
理
解
に
は
、
辞
書
で
意
味
を
調
べ
、

そ
の
意
味
を
ま
た
辞
書
で
調
べ
、
と
い
う
繰
り
返
し
を
要

求
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
ま
に
は
国
語
辞
典
を
開
い
て

一
語
の
解
釈
に
時
間
を
か
け
、
生
活
体
験
と
結
び
つ
け
て

実
感
さ
せ
る
授
業
も
、
楽
し
い
と
思
う
。

国語辞典で「認識」を引く
 ●愛知県立東浦高等学校教諭　小崎早苗（こざき・さなえ）

【教材「コインは円形か」の授業】

教室で辞典を引く
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定
時
制
の
生
徒
に
辞
書
を
引
か
せ
る
の
は
大
変
だ
。「
メ

ン
ド
ク
セ
ー
」「
い
や
だ
あ
」「
引
い
た
こ
と
な
い
よ
」
な

ど
ブ
ー
イ
ン
グ
の
数
々
。
そ
れ
に
も
負
け
ず
、
そ
な
え
つ

け
の
国
語
辞
典
を
用
意
さ
せ
る
。「
で
は
、さ
っ
そ
く
質
問
。

教
科
書
の
文
章
に
出
て
く
る
こ
と
ば
な
ら
国
語
辞
典
に
は

の
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。」
と
た
ず
ね
る
。「
そ
れ
は
当
然

の
っ
て
い
る
よ
。」

　

そ
こ
で
、
三
省
堂
『
新
編
国
語
総
合
』
の
教
材
「
も
う

一
つ
の
時
間
」（
星
野
道
夫
）
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

こ
こ
か
ら
「
よ
し
、
キ
ャ
ン
バ
ス
（
Ｐ
11
Ｌ
３
）
と
い
う

こ
と
ば
を
調
べ
て
み
よ
う
」。
と
こ
ろ
が「
キ
ャ
ン
パ
ス
」

は
の
っ
て
い
る
が
、「
キ
ャ
ン
バ
ス
」
は
の
っ
て
い
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。「
え
ー
、
役
に
立
た
な
い
！
」
と
い
う

非
難
の
声
。
実
は「
キ
ャ
ン
バ
ス
」は
見
出
し
語
に
は
な
っ

て
い
な
い
が
、「
カ
ン
バ
ス
」
を
引
く
と
「
〔
油
絵
の
〕

画
布
。
キ
ャ
ン
バ
ス
。」
と
出
て
く
る
の
だ
。

　

こ
こ
か
ら
、
二
つ
の
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
は
、
教
科

書
程
度
の
文
章
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
も
国
語
辞
典

に
す
べ
て
が
の
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

ペ
ー
ジ
数
に
制
限
が
あ
る
以
上
、
あ
た
り
ま
え
と
い
え
ば

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
。
新
語
や
流
行
語
は
採
用
さ
れ
に

く
い
。
辞
書
が
流
通
し
始
め
た
と
き
に
そ
の
こ
と
ば
が
死

語
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
キ
ャ

ン
バ
ス
」
は
も
と
も
と
日
本
語
で
は
「
カ
ン
バ
ス
」
だ
っ
た
。

画
材
用
語
で
も
「
カ
ン
バ
ス
」
で
あ
る
。「
キ
ャ
ン
バ
ス
」

は
新
し
い
表
記
の
し
か
た
で
あ
る
。
し
か
し
、
星
野
道
夫

氏
の
持
つ
語
彙
体
系
で
は
お
そ
ら
く
「
キ
ャ
ン
バ
ス
」
が

自
然
に
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

も
う
一
つ
は
、今
回
の
よ
う
に
、せ
っ
か
く
語
釈
に
の
っ

て
い
て
も
見
出
し
語
を
知
ら
な
け
れ
ば
（
思
い
つ
か
な
け

れ
ば
）
た
ど
り
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し

た
現
象
は
外
来
語
だ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の

電
子
辞
書
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
辞
書
で
は
語
釈
か
ら
も

検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、「
キ
ャ
ン
バ
ス
」
を
検

索
す
れ
ば
「
カ
ン
バ
ス
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
。

だ
か
ら
、
こ
う
し
た
心
配
は
い
ら
な
い
。

　

大
事
な
こ
と
は
、
辞
書
を
引
く
習
慣
を
つ
け
さ
せ
る
こ

と
。
生
徒
相
手
に
苦
心
惨
憺
の
毎
日
で
あ
る
。

国語辞典で「キャンバス」を引く
 ●東京都立雪谷高等学校定時制教諭　宮岡良成（みやおか・よしなり）

【教材「もう一つの時間」の授業】
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現
代
文
の
授
業
で
短
歌
を
教
え
よ
う
と
思
う
。
下
調
べ

を
し
な
が
ら
、
い
い
歌
だ
な
と
し
ば
し
感
慨
に
ふ
け
っ
た

り
す
る
が
、
授
業
に
は
私
情
は
さ
し
挟
ま
な
い
。
ほ
と
ん

ど
の
生
徒
に
と
っ
て
、
短
歌
は
興
味
が
な
い
。
短
歌
の
授

業
は
海
抜
０
メ
ー
ト
ル
か
ら
の
登
山
に
等
し
い
。
坦
々
と

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
授
業
を
進
め
る
に
し
く
は
な
い
。

　

短
歌
は
お
お
む
ね
文
語
定
型
で
あ
る
。
お
ま
け
に
短
い
。

そ
こ
で
、
歌
に
忠
実
に
散
文
に
直
さ
せ
る
。

玄
海
の
春
の
潮
の
は
ぐ
く
み
し
い
ろ
く
づ
を
売
る
声

は
さ
す
ら
ふ　
　

 

岡
井
隆

　
「
は
ぐ
く
む
」
は
い
い
と
し
て
、「
い
ろ
く
づ
」
は
、
ま

ず
わ
か
ら
な
い
。
辞
書
を
引
く
と
「
①
魚
な
ど
の
う
ろ
こ
。

②
う
ろ
こ
の
あ
る
動
物
。
魚
・
竜
な
ど
。」
と
あ
る
。「
う

ろ
こ
」
と
「
い
ろ
く
づ
」
が
ど
こ
で
ど
う
し
て
同
じ
に

な
っ
た
の
か
。
鱗
を
引
く
と
〔
古
く
は
「
い
ろ
こ
」〕
と

い
う
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
で
「
い
ろ
こ
」
が
鱗
に
な
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。「
い
ろ
こ
」
の
あ
る
生
き
物
、だ
か
ら
魚
。

こ
こ
で
、
す
で
に
学
ん
だ
「
羅
生
門
」
の
知
識
を
持
ち
出

す
。
門
の
ほ
と
り
に
た
た
ず
ん
で
い
た
「
市
女
笠
」
と
は
、

市
女
笠
を
か
ぶ
っ
た
女
の
こ
と
、
つ
ま
り
換
喩
で
あ
っ
た
、

と
。
ま
あ
、
言
わ
な
く
て
も
い
い
け
ど
ね
。

　

と
こ
ろ
で
、「
い
ろ
こ
」
は
、ど
ん
な
わ
け
が
あ
っ
て「
い

ろ
く
づ
」
に
な
っ
た
の
か
。
こ
う
い
う
追
求
を
生
徒
は
好

む
の
で
、
ど
ん
ど
ん
や
ら
せ
る
。「
こ
」
を
引
く
と「
名
詞

に
つ
い
て
親
し
み
の
気
持
ち
を
伝
え
る
。」
と
あ
り
、
例

と
し
て「
あ
ん
こ
」。一
方
、「
く
づ
」は
「
屑
。
無
用
な
も
の

と
し
て
切
り
離
さ
れ
た
り（
略
）役
に
立
た
な
く
な
っ
た
も

の
。」
と
あ
る
。
確
か
に
鱗
は
食
わ
な
い
。
魚
と
は
、
役

に
立
た
な
い
鱗
を
つ
け
た
生
き
物
で
あ
っ
た
か
。
そ
う
考

え
る
と
一
首
が
、一
気
に
生
彩
の
な
い
歌
に
見
え
て
し
ま
う
。

　

こ
こ
で
和
英
辞
典
を
引
く
。
鱗
は a scale 

だ
が
、
鱗

を
取
る
は rem

ove the scales

。 

食
べ
る
た
め
に
身
か
ら

削
い
で
屑
と
な
っ
た
鱗
の
山
。
そ
れ
は
新
鮮
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
光
沢
を
帯
び
て
い
た
に
違
い
な
い
。一
片
な
ら「
い

ろ
こ
」、
そ
れ
が
集
ま
っ
た
複
数
形
が
「
い
ろ
く
づ
」
で

は
な
い
の
か
。
そ
う
仮
定
す
る
と
、
こ
の
歌
に
歌
わ
れ
た

魚
は
輝
か
し
い
色
を
帯
び
て
見
え
る
。
か
く
て
「
い
ろ
く

づ
」
は
、
南
海
の
春
の
光
を
ふ
ん
だ
ん
に
感
じ
さ
せ
る
、

こ
の
歌
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

国語辞典で「いろくづ」を引く
 ●湘南白百合学園高等学校教諭　柳宣宏（やなぎ・のぶひろ）

【短歌の授業】

教室で辞典を引く
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『
奥
の
細
道
』
の
冒
頭
は
、
暗
誦
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

「
そ
ぞ
ろ
神
の
も
の
に
つ
き
て
心
を
狂
は
せ
、
道
祖
神
の

招
き
に
あ
ひ
て
取
る
も
の
手
に
つ
か
ず
」
と
い
う
一
節
も

お
な
じ
み
だ
ろ
う
。
さ
て
し
か
し
、「
道
祖
神
」
は
今
で

も
路
傍
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
神
様
だ
が
、「
そ
ぞ
ろ
神
」

と
は
ど
の
よ
う
な
神
様
だ
ろ
う
か
。
教
科
書
に
は
「
な
ん

と
な
く
人
の
心
を
そ
そ
の
か
す
神
」
な
ど
と
説
明
が
あ
る

が
、そ
ん
な
神
様
が
い
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

た
め
し
に『
詳

説
古
語
辞
典
』
を
引
く
と
…
…
、
載
っ
て
い
な
い
。
そ
う
、

ほ
と
ん
ど
の
辞
書
に
「
そ
ぞ
ろ
神
」
は
な
い
の
で
あ
る
。

載
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
教
科
書
の
注
と
同
じ
様
な
説
明

と
、『
奥
の
細
道
』
の
用
例
が
あ
る
の
み
。

　

辞
書
を
引
い
て
も
わ
か
ら
な
い
、
の
で
は
な
く
、
こ
の

こ
と
か
ら
わ
か
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
そ

ぞ
ろ
神
」
な
る
語
は
、『
奥
の
細
道
』
以
外
（
以
前
）
に

は
用
い
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
。
だ

と
す
れ
ば
、
ど
う
や
ら
「
そ
ぞ
ろ
神
」
と
い
う
神
様
は
、

芭
蕉
の
い
わ
ば
創
作
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
そ
ぞ
ろ

神
の
も
の
に
つ
き
て
…
、
道
祖
神
の
招
き
に
あ
ひ
て
…
」

と
、
対
句
風
に
し
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
「
道
祖
神
」
と

並
べ
る
こ
と
で
、
何
だ
か
そ
ん
な
神
様
も
い
た
よ
う
な
気

に
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が『
奥
の
細
道
』

の
魅
力
で
あ
り
、
芭
蕉
の
詩
人
と
し
て
の
力
な
の
だ
。
辞

書
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
「
文
学
」
の
世
界
は
あ
る
の
だ
が
、

そ
れ
に
気
づ
く
た
め
に
、
辞
書
を
引
く
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

　

さ
て
、そ
れ
に
し
て
も
芭
蕉
は
ど
こ
か
ら「
そ
ぞ
ろ
神
」

な
る
神
様
を
創
造
し
た
の
だ
ろ
う
か
。『
詳
説
古
語
辞
典
』

の
「
そ
ぞ
ろ
」
に
は
「
「
す
ず
ろ
」
に
同
じ
」
と
あ
る
の
で
、

「
す
ず
ろ
」
を
見
る
。
そ
こ
に
は
原
義
や
派
生
し
た
様
々

な
意
味
が
載
っ
て
い
る
の
だ
が
、大
事
な
の
は
用
例
で
あ
る
。

こ
の
語
が
、
ど
ん
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
。
そ

う
思
っ
て
見
る
と
、「
す
ず
ろ
」
の
最
初
の
用
例
に
気
づ
く
。

「
む
か
し
、
男
、
す
ず
ろ
に
陸み

奥ち

の
国
ま
で
ま
ど
ひ
い
に

け
り
」〈
伊
勢
・
一
一
六
〉
と
あ
る
。
あ
れ
、
こ
れ
は
『
奥

の
細
道
』
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
？　

こ
れ
だ
け
で
断
定

は
で
き
な
い
が
、
芭
蕉
を
み
ち
の
く
の
旅
に
誘
っ
た
も
の

の
ひ
と
つ
が
、『
伊
勢
物
語
』
で
あ
り
、「
す
ず
ろ
に
」
惑
っ

て
行
っ
た
昔
男
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想
像
を

め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。
辞
書
は
そ
ん
な
ふ
う
に
、

作
品
の
読
み
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
手
助
け
も
し
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。

古語辞典で「そぞろ神」を引く
 ●相模女子大学教授　風間誠史（かざま・せいし）

【教材『奥の細道』の授業】
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日
本
語
で
遊
ぶ
こ
と
が
流
行
っ
て
い
る
ら
し
い
。『
大

辞
林
』
初
版
で
「
遊
ぶ
」
を
引
く
と
、一
番
は
じ
め
に
「
仕

事
や
勉
強
を
せ
ず
、
遊
戯
な
ど
を
し
て
楽
し
く
時
を
過
ご

す
。」
と
定
義
し
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
三
省
堂
版
『
古
典

講
読
』
の
『
源
氏
物
語
』
の
冒
頭
部
で
は
、「
遊
び
」
に
「
管

絃
の
遊
び
」
と
い
う
脚
注
が
つ
い
て
い
る
。
受
験
対
策
で

は
、
古
語
の
「
遊
び
」
は
「
詩
歌
管
絃
」
と
、
条
件
反
射

の
よ
う
に
覚
え
さ
せ
る
の
だ
が
、
何
故
そ
う
な
の
か
、
こ

う
な
る
と
の
ん
び
り
遊
ん
で
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
。
古

語
辞
典
の
出
番
で
あ
る
。

　
『
全
訳
読
解
古
語
辞
典
』
第
二
版
は
、
見
出
し
語
に
関

連
し
て
、「
語
義
要
説
」「
読
解
の
た
め
に
」「
参
照
用
例
」

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
が
し
て
あ
る
。「
あ
そ
び
」
に
は
、

関
連
語
の
最
後
に
「
読
解
の
た
め
に
」
が
つ
い
て
い
る
。

そ
の
語
義
を
見
た
ら
、
同
じ
ペ
ー
ジ
の
「
あ
そ
ぶ
」
に
も

目
を
通
し
て
お
こ
う
。（
ち
な
み
に
こ
の
語
は
、
カ
ラ
ー

見
出
し
で
、最
重
要
語
扱
い
に
な
っ
て
い
て
、「
語
義
要
説
」

「
読
解
の
た
め
に
」「
参
照
用
例
」全
て
が
つ
い
て
い
る
。）

も
と
も
と
の
意
味
か
ら
「
管
絃
・
歌
舞
な
ど
の
遊
び
、
楽

し
み
。」
が
出
て
く
る
い
き
さ
つ
が
よ
く
分
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
遊
び
」
の
類
語
、
対
義
語
、
縁
語
は
い
っ

た
い
何
だ
ろ
う
。
例
え
ば
「
遊
び
」
の
現
代
語
の
類
語
は

「
趣
味
」、
対
義
語
は
「
仕
事
や
勉
強
」、
縁
語
は
「
ゆ
と

り
」と
い
う
と
こ
ろ
か
。
古
語
だ
と
ど
う
な
る
の
か
。「
趣

味
」
の
古
語
は
何
だ
。「
仕
事
や
勉
強
」
も
、
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。「
詩
歌
管
絃
の
遊
び
」
の
た
め

に
は
、し
っ
か
り
し
た
技
術
の
習
得
が
欠
か
せ
な
い
。「
遊

び
の
た
め
の
勉
強
」
と
い
う
逆
説
的
な
現
象
が
起
き
て
く

る
。「
仕
事
」
の
方
は
い
い
と
し
て
、
で
は
こ
れ
を
古
語

に
置
き
換
え
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
こ
れ
も
結
構
難
し
い
。

思
い
つ
い
た
古
語
を
、
拾
い
出
し
て
意
味
を
確
か
め
て
み

る
と
面
白
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
ゆ
と
り
」
の
方

は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
い
け
そ
う
な
気
が
す

る
の
だ
が
、
さ
て
、
古
語
辞
典
に
あ
る
の
か
ど
う
か
。「
ゆ

と
り
」
と
い
う
概
念
、
意
外
に
新
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

時
に
は
こ
ん
な
古
語
辞
典
の
利
用
法
は
ど
う
だ
ろ
う
。

勉
強
を
遊
び
に
か
え
る
。
そ
う
い
え
ば
、「
あ
そ
び
」
関

連
項
目
の
最
後
に
は
、『
梁
塵
秘
抄
』
の
「
遊
び
を
せ
ん

と
や
生
ま
れ
け
ん
／
戯
れ
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
ん
／
遊
ぶ

子
ど
も
の
声
聞
け
ば
／
我
が
身
さ
へ
こ
そ
揺
る
が
る
れ
」

が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

古語辞典で「遊び（遊ぶ）」を引く
 ●金城学院大学教授　中西達治（なかにし・たつはる）

【教材『源氏物語』「桐壺」の授業】

教室で辞典を引く



9

特　集

　

と
に
か
く
漢
和
辞
典
を
引
い
て
み
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
、
私
の
「
漢
和
辞
典
」
の
授
業
は
始
ま
る
。

　

で
は
、
何
を
引
く
の
か
？　

自
分
の
名
前
を
引
く
の
で

あ
る
。
最
も
身
近
な
漢
字
で
あ
る
自
分
の
名
前
に
使
わ
れ

て
い
る
漢
字
を
引
き
、ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
を
調
べ
、

ど
ん
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
。
そ
の

中
で
漢
和
辞
典
を
読
む
体
験
を
す
る
。

　

次
の
よ
う
な
項
目
を
用
意
す
る
。

　

自
分
の
名
前
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
に
つ
い
て

１　

な
り
た
ち
を
調
べ
る
。

　

自
分
の
名
前
の
漢
字
が
ど
の
よ
う
に
で
き
た
も
の
か

を
知
る
。
こ
こ
で
当
然
の
こ
と
と
し
て
「
形
声
」
っ
て

な
ん
だ
？　

と
い
う
こ
と
に
な
り
「
六
書
」
に
触
れ
る

こ
と
に
な
る
。

２　

読
み
方
（
音
読
み
・
訓
読
み
）
を
調
べ
る
。

　

こ
こ
で
常
用
漢
字
音
訓
表
に
な
い
読
み
を
発
見
す
る

こ
と
に
な
る
。
漢
文
を
学
習
す
る
う
え
で
は
、
こ
の
表

外
の
読
み
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

３　

意
味
を
調
べ
る
。

　

こ
こ
で
も
ふ
だ
ん
気
づ
か
な
い
意
味
を
発
見
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
意
味
が
自
分
の
名
前
の
意
味
で
あ
っ

た
り
、
込
め
ら
れ
た
思
い
だ
っ
た
り
す
る
。

４　

熟
語
を
読
み
、
気
に
入
っ
た
熟
語
を
三
つ
挙
げ
、
そ

の
意
味
を
調
べ
る
。

　

こ
れ
は
自
分
の
名
前
を
好
き
に
な
る
た
め
の
課
題
だ
。

か
つ
て
「
俺
の
名
前
め
ち
ゃ
か
っ
こ
い
い
っ
す
よ
」
と

大
喜
び
し
て
い
た
生
徒
が
い
た
。

５　

調
べ
た
結
果
、
自
分
の
名
前
が
ど
う
い
う
意
味
に
な

る
か
を
考
え
る
。

　

二
字
以
上
の
名
前
の
場
合
は
、
こ
こ
で
一
字
一
字
の

漢
字
を
単
語
と
し
て
そ
の
意
味
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え

る
こ
と
に
な
る
。

６　

名
付
け
た
人
が
、
自
分
の
名
前
に
込
め
た
思
い
を
聴

き
取
る
。

　

も
う
す
で
に
聴
き
知
っ
て
い
る
生
徒
も
い
る
だ
ろ
う

が
、
も
う
一
度
自
分
の
調
べ
た
結
果
と
照
ら
し
合
わ
せ

て
み
る
と
お
も
し
ろ
い
。

　

以
上
が
私
の「
漢
和
辞
典
入
門
」の
授
業
で
あ
る
。「
へ
ぇ

〜
、
漢
和
辞
典
っ
て
こ
ん
な
こ
と
も
載
っ
て
る
ん
だ
」
と

い
う
発
見
を
期
待
し
て
の
授
業
で
あ
る
。

漢和辞典で「自分の名前」を引く
 ●駒場東邦中・高等学校教諭　池田宏（いけだ・ひろし）

【「漢和辞典入門」の授業】
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古
来
、
日
本
と
中
国
に
お
い
て
、
漢
字
と
い
う
共
通
の

文
字
が
使
わ
れ
続
け
た
。
そ
の
こ
と
が
、
日
本
で
は
、
中
・

高
生
の
段
階
か
ら
外
国
生
ま
れ
の
古
典
を
学
習
で
き
る
と

い
う
す
ば
ら
し
い
状
況
を
生
ん
で
い
る
こ
と
は
論
を
俟
た

な
い
。
例
え
ば
、三
省
堂『
高
等
学
校　

古
典　

漢
文
編
』

の
導
入
教
材
の
一
つ
「
管
鮑
之
交
」
で
は
、高
校
生
に
と
っ

て
日
常
馴
染
み
が
薄
そ
う
な
字
と
し
て
は
、「
嘗
」「
賈
」

ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
（
原
典
と
は
新
旧
の
字
体
の

違
い
等
は
存
在
す
る
も
の
の
）
見
慣
れ
た
字
ば
か
り
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
無
論
学
習
者
に
大
い
に
強
調
す
べ
き
点

で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
同
じ
字
で
あ
っ
て
も
、
日
常
生
活
に

お
い
て
頻
出
す
る
語
義
・
用
法
と
、
漢
文
読
解
に
お
い
て

鍵
と
な
る
語
法
・
句
法
と
が
異
な
る
場
合
も
多
い
。
こ
れ

ら
の
差
異
を
、
用
例
を
通
し
て
押
さ
え
て
い
く
こ
と
が
漢

文
学
習
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
漢
和
辞
典
を
用

い
な
が
ら
学
習
者
に
意
識
さ
せ
た
い
。

　

例
え
ば
、「
管
鮑
之
交
」
の
最
初
の
部
分
、「
管
仲
、
字

夷
吾
、嘗
与
鮑
叔
賈
。分
利
多
自
与
」に
注
目
す
る
と
、「
与
」

が
二
度
使
わ
れ
て
い
る
。
後
者
は
、「
あ
た
フ
」
と
読
み
、

「
（
利
益
を
分
け
る
際
、
自
分
に
多
く
）
与
え
た
（
分
配

し
た
）」
と
解
す
べ
き
例
で
あ
る
。『
全
訳
漢
辞
海
』
を
引

け
ば
、「
語
義
」
の
欄
、「
上
声
」
動
詞
の
「
⑥
授
け
る
。

あ
た-

え
る
・
ア
タ-

フ
。
例
玉
斗
一
双
、
欲
与
亜
父
訳
玉

の
ひ
し
ゃ
く
一
対
を
亜
父
に
与
え
る
つ
も
り
で
あ
る
（
史

記
）」
の
「
与
」
と
同
様
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で

き
る
。
こ
れ
は
日
常
馴
染
み
の
語
法
と
い
え
よ
う
。
一
方
、

「
与
鮑
叔
」
の
「
与
」
は
、「
〜
と
」
と
読
む
例
で
あ
り
、

「
与
」
の
句
法
の
一
つ
で
あ
る
。
前
置
詞
の
説
明
に
「
①

と
。
と
も-

に
。
▼
句
法
３
」
と
あ
り
、
句
法
３
に
は
、「
㋑

い
っ
し
ょ
に
何
か
を
し
た
り
、
動
作
が
関
係
す
る
対
象
を

表
す
。
例
与
操
有
隙
訳
曹
操
と
仲
た
が
い
し
て
い
た
（
資

治
通
鑑
）」
と
あ
る
。「
与
操
」
の
「
与
」
は
「
動
作
が
関

係
す
る
対
象
を
表
す
」
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
。「
い
っ

し
ょ
に
何
か
を
し
た
り
」
の
直
接
根
拠
と
な
る
例
文
は
省

か
れ
て
い
る
が
、「
与
操
有
隙
」
と
比
較
す
れ
ば
、「
与
鮑

叔
賈
」
の
「
与
」
こ
そ
、
こ
の
解
説
の
根
拠
と
な
る
用
例

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

比
較
の
眼
差
し
を
持
た
せ
、
あ
く
ま
で
漢
文
の
用
例
に

即
し
て
語
法
・
句
法
を
理
解
さ
せ
た
い
。

漢和辞典で「与」を引く
 ●清泉女学院高等学校教諭　瀧康秀（たき・やすひで）

【教材「管鮑之交」の授業】

教室で辞典を引く



11

特　集

『
新
明
解
国
語
辞
典 

第
六
版
』
で

「
や
が
て
」
を
引
く

　

年
が
改
ま
り
仕
事
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
日
の
こ
と
、「
と

ん
し
」
の
「
と
ん
」
に
「
て
」
と
書
い
て
何
と
読
む
の
で
し
ょ

う
か
、
今
読
ん
で
い
る
鷗
外
の
文
章
に
さ
か
ん
に
出
て
く
る
の

で
す
が
、と
い
う
読
者
か
ら
の
電
話
を
受
け
た
。「
頓
死
」の「
頓
」

だ
か
ら
、「
頓
て
」
？

　
『
新
明
解
国
語
辞
典 

第
六
版
』で「
や
が
て
」を
引
く
。
ま
ず
、

一
般
的
な
漢
字
表
記
が
「
軈
て
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
。
少
し

寄
り
道
し
て
漢
和
辞
典
を
引
け
ば
、「
軈
」は「
身
」と「
應（
応
）」

を
組
み
合
わ
せ
た
国
字
で
「
自
分
で
す
ぐ
に
応
じ
る
」
意
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。『
大
字
典
』
に
は
、「
身
に
応
じ
て
や
が
て

行
う
義
な
り
。
故
に
身
に
應
を
合
す
」
と
明
解
だ
。

　

語
釈
を
読
む
。
㊀
事
が
進
ん
で
、
あ
ま
り
時
間
が
経
過
し
た

と
は
感
じ
ら
れ
な
い
う
ち
に
△

新
た
な
局
面
を
迎
え
る
（
最
終

的
な
局
面
に
至
る
）
様
子
。「
帰
っ
て
い
く
友
達
の
後
姿
は
次

第
に
小
さ
く
な
り
、
│
見
え
な
く
な
っ
た
／
子
供
た
ち
も
│
成

長
し
親
も
と
か
ら
離
れ
て
い
く
」
㊁
〔
雅
〕
そ
の
状
態
の
ま
ま

で
、
時
を
置
か
ず
次
の
事
態
に
移
行
す
る
様
子
。「
│
起
き
も

上
アガ

ら
ず
病
み
臥
フ

せ
り
」

　

比
較
の
た
め
に
他
の
辞
書
を
引
く
。
す
る
と
、「
そ
の
う
ち
に
。

お
い
お
い
。
ま
も
な
く
」「
お
っ
つ
け
。
ま
も
な
く
。
ほ
ど
な
く
。

そ
の
う
ち
に
。
早
晩
。
今
に
。」
と
、
見
事
な
ま
で
に
ど
の
辞

書
も
似
た
言
葉
で
置
き
換
え
て
い
る
だ
け
。「
ま
も
な
く
」
を

引
け
ば
「
す
ぐ
に
。
ほ
ど
な
く
」
と
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
意

味
が
わ
か
ら
な
い
。

　
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
に
㊁
〔
雅
〕
が
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ

う
。
用
例
の
「
や
が
て
起
き
も
上
ら
ず
病
み
臥
せ
り
」
は
竹
取

物
語
。
徒
然
草
「
名
を
聞
く
よ
り
、
や
が
て
面
影
は
お
し
は
か

ら
る
る
心
地
す
る
を
…
」、「
や
が
て
死
ぬ
け
し
き
は
見
え
ず
蟬

の
声
」
と
い
う
芭
蕉
の
句
も
思
い
浮
か
ぶ
。
な
る
ほ
ど
「
や
が

て
」
㊀
で
は
実
感
が
わ
か
な
い
。
意
味
に
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
㊁
か
ら
㊀
を
見
る
と
、「
や
が
て
」
の
中
心
義
が
、

経
過
し
た
実
際
の
時
間
の
長
さ
が
問
題
な
の
で
は
な
く
「
あ
ま

り
時
間
が
経
過
し
た
と
は
感
じ
ら
れ
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

う
ち
に
…
」
に
あ
る

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
、「
ま
も
な
く
」
と
の
違
い
も
明
ら
か
だ
。

　

さ
て
、問
い
合
わ
せ
の
「
頓
て
」。「
頓
」
は
「
頓
服
・
頓
死
」

で
「
す
ぐ
に
。
に
わ
か
に
」
の
意
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
で
「
頓

て
」
か
。
鷗
外
に
限
ら
ず
江
戸
・
明
治
期
に
こ
の
表
記
が
盛
ん

に
使
わ
れ
て
い
た
の
も
う
な
ず
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
辞
書
編
集
担
当
者　

吉
村
三
惠
子
）
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『
三
省
堂 

全
訳
読
解
古
語
辞
典
』
で

「
お
ど
ろ
く
」
を
引
く

　

い
わ
ゆ
る
「
古
今
異
義
語
」
は
、
古
典
の
初
学
者
を
ま
ま
悩

ま
せ
る
類
の
語
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
注
意
を
怠
る
と
推
理
小

説
の
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
ん
で
も
な

い
方
向
に
訳
文
を
引
っ
張
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。

　
「
さ
う
ざ
う
し
」
の
よ
う
に
、
音
だ
け
は
似
て
い
て
も
意
味

は
現
代
語
の
「
騒
々
し
い
」
と
は
真
反
対
と
い
う
よ
う
な
語
は

ま
だ
し
も
、
中
に
は
現
代
語
の
語
義
で
訳
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、

一
見
正
し
そ
う
に
見
え
る
と
い
う
始
末
の
悪
い
語
も
あ
り
ま
す
。

「
お
ど
ろ
く
」
も
そ
う
い
っ
た
語
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。

　
「
お
ど
ろ
く
」
を
『
三
省
堂 

全
訳
読
解
古
語
辞
典
』
で
引
い

て
み
ま
し
ょ
う
。
冒
頭
に
﹇
語
義
要
説
﹈
欄
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
欄
の
基
本
的
役
割
は
、
語
の
全
体
像
を
読
者
に
示
す
こ
と
に

あ
り
ま
す
。「
物
音
や
外
的
刺
激
に
対
し
て
は
っ
と
す
る
意
が

原
義
」
と
ま
ず
、
原
義
を
述
べ
、
さ
ら
に
「
現
代
語
と
同
様
に

「
び
っ
く
り
す
る
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多

く
は
不
意
を
つ
か
れ
て
は
っ
と
気
づ
く
、
眠
っ
て
い
る
と
き
に

は
っ
と
目
が
覚
め
る
こ
と
を
さ
し
て
い
る
」と
続
き
ま
す
。「
お

ど
ろ
く
」
の
全
体
像
は
こ
れ
で
十
分
把
握
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
後
に
、
語
義
リ
ス
ト
が
示
さ
れ
ま
す
。

　
　

①
び
っ
く
り
す
る
。

　
　

②
は
っ
と
気
づ
く
。

　
　

③
は
っ
と
目
覚
め
る
。

　

本
解
説
の
語
釈
に
続
く
用
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
②
の
例

は
「
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
驚

か
れ
ぬ
る
」
で
す
。
②
の
用
例
の
定
番
と
い
え
る
和
歌
で
す
が
、

こ
の
例
に
初
め
て
出
会
っ
た
時
「
風
の
音
に
び
っ
く
り
さ
せ
ら

れ
た
」
と
い
う
線
で
訳
し
た
人
は
少
な
く
な
い
は
ず
で
す
。
実

は
私
も
高
校
時
代
に
み
ご
と
に
ひ
っ
か
か
っ
た
口
で
す
。
既
知

の
語
と
思
え
る
語
も
、
一
応
は
辞
書
を
引
い
て
み
る
の
が
大
事

と
い
う
〝
教
訓
〞
を
得
た
わ
け
で
す
。

　

③
の
例「
物
に
襲
は
る
る
心
地
し
て
、お
ど
ろ
き
た
ま
へ
れ
ば
、

灯
も
消
え
に
け
り
」〈
源
氏
・
夕
顔
〉
に
し
て
も
、「
物
の
怪
」

と
「
び
っ
く
り
」
の
相
性
が
良
い
の
で
、
こ
の
部
分
だ
け
に
飛

び
つ
い
て
間
違
え
て
し
ま
う
こ
と
は
皆
無
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

　

古
今
異
義
語
は
、
確
か
に
初
心
者
に
酷
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
電
子
辞
書
の
早
引
き
な
ど
は
、
ち
ょ
っ
と
ひ
か

え
て
、﹇
語
義
要
説
﹈
な
ど
を
少
し
ま
っ
た
り
と
読
む
な
ど
し
て
、

「
こ
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
」
な
ど
と
、
驚
き
と
し
て
受
け

止
め
る
な
ら
ば
、
古
典
へ
の
扉
が
ひ
と
つ
開
く
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

（
辞
書
編
集
担
当
者　

加
賀
山
悟
）

教室で辞典を引く
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特　集

『
全
訳 

漢
辞
海
』
で

「
森
」
を
引
く

　

品
詞
は
辞
書
記
述
の
根
本
で
す
。
英
語
辞
典
や
国
語
・
古
語

辞
典
な
ど
、品
詞
表
示
の
な
い
辞
典
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
漢
和
辞
典
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
不
思
議
な

こ
と
に
、
品
詞
表
示
を
示
す
辞
書
は
ご
く
わ
ず
か
で
す
。
こ
れ

は
一
つ
に
は
、
漢
和
辞
典
が
、
伝
統
的
な
漢
文
訓
読
法
を
重
視

し
続
け
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

　
『
漢
辞
海
』
の
編
纂
は
、
そ
う
い
っ
た
「
伝
統
」
に
対
す
る

反
省
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。「
漢
字
を
単
に
和
訓
に
置
き
換
え

る
の
で
は
な
く
、
漢
語
（C

hinese w
ord

）
と
し
て
捉
え
、
適

確
な
例
文
か
ら
、
実
際
の
文
脈
に
そ
っ
て
語
義
を
読
解
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
古
漢
語
を
品
詞
別
に
分
類
し
、
文
法
を
ふ
ま
え

た
説
解
を
ほ
ど
こ
し
、
用
例
は
現
代
日
本
語
訳
で
〝
全
訳
〞
し

た
。」 『
漢
辞
海
』
の
巻
頭
に
、
監
修 

戸
川
芳
郎
先
生 

の
そ
の

決
意
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

実
際
に
、
735
ペ
ー
ジ
の
「
森
」
を
ひ
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
が
日
ご
ろ
普
通
に
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

「
森
」は
、木
々
が
林
立
し
て
鬱
蒼
と
し
た
、名
詞
と
し
て
の「
も

り
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、「
森
」の﹇
語
義
﹈

欄
に
明
示
さ
れ
た
品
詞
区
分
に
は
、
形
容
詞
と
動
詞
は
示
さ
れ

て
い
ま
す
が
、肝
心
の
名
詞
が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
っ
、と
思
っ

て
よ
く
見
て
み
ま
す
と
、﹇
語
義
﹈
解
説
の
後
半
、﹇
な
り
た
ち
﹈

欄
の
さ
ら
に
後
に
﹇
日
本
語
用
法
﹈
欄
が
あ
り
、
こ
こ
に
名
詞

と
し
て
の
「
も
り
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
漢
語
本

来
の
用
法
と
し
て
は
「
森シ
ン

」
は
形
容
詞
ま
た
は
動
詞
と
し
て
意

識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
名
詞
と
し
て
の
「
森も

り

」
は
あ
く
ま

で
日
本
語
独
自
の
用
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
明
確
に
峻

別
さ
れ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
漢
文
の
教

材
や
入
試
問
題
で
「
森
」
が
出
て
き
た
場
合
に
は
、
あ
く
ま
で

形
容
詞
な
い
し
動
詞
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
決
し
て
名

詞
と
し
て
扱
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
古
漢
語
文
法
に
基
づ
い
た
品
詞
別
に
語
義
を
分
類
し

て
解
説
し
た
『
漢
辞
海
』
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
理
解
法
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

漢
字
（
漢
語
）
に
対
し
て
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
唯
一
の

漢
和
辞
典
『
漢
辞
海
』
は
、
漢
字
の
奥
行
き
を
再
認
識
さ
せ
、

学
習
指
導
の
重
要
な
基
礎
の
一
つ
と
な
り
得
る
も
の
と
、
確
信

し
て
お
り
ま
す
。 

　
（
辞
書
編
集
担
当
者　

武
田
京
）
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『
ウ
ィ
ズ
ダ
ム
英
和
辞
典
』
で

「irony

」
を
引
く

　

漱
石
作
品
に
は
、
吃び
っ
く
り驚
、
当
ま
の
あ
た
り面
に
、
判は
っ
き
り然
と
い
っ
た
、
独
特

の
ル
ビ
が
頻
出
す
る
が
、
カ
タ
カ
ナ
を
あ
て
た
も
の
も
多
い
。

『
そ
れ
か
ら
』
に
は
、
洋ラ
ン
プ燈
、
燐マ
ッ
チ寸
、
絹
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
帽
な
ど
が
出
て
く
る
。

肉ス
プ
ー
ン匙
、
肉フ
ォ
ー
ク刀
な
ど
は
、
仮
に
当
時
の
読
者
が
こ
の
外
来
語
を
知

ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
漢
字
表
記
に
よ
っ
て
用
途
や
形
態
が

イ
メ
ー
ジ
で
き
た
ろ
う
と
思
わ
せ
る
。

　

ほ
か
に
も
、
牛バ

タ酪
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
英
和
辞
典
で

butter

を
引
い
て
も
カ
タ
カ
ナ
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
思
え

ば
、
な
か
な
か
工
夫
の
こ
ら
さ
れ
た
表
記
と
言
え
そ
う
だ
。

　

ル
ビ
で
は
な
く
カ
タ
カ
ナ
語
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
と
、

前
例
の
よ
う
な
漢
字
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
喚
起
が
な
い
分
、
読
者

に
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
伝
わ
り
に
く
い
こ
と
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

た
と
え
ば
『
こ
こ
ろ
』
に
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
、
イ
ゴ
イ
ス
ト

な
ど
が
出
て
く
る
。
い
ず
れ
も
、
カ
タ
カ
ナ
語
と
し
て
は
通
常

使
用
の
範
疇
だ
ろ
う
が
、
高
校
生
は
ど
の
程
度
イ
メ
ー
ジ
で
き

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
日
本
語
作
品
で
出
会
っ
た
カ
タ
カ
ナ
の
意

味
不
明
語
を
ど
の
よ
う
に
調
べ
る
だ
ろ
う
。

　

英
語
辞
典
で
調
べ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で

は
試
み
に
前
者
を
引
い
て
み
よ
う
（
そ
の
場
合
、
綴
り
が
問
題

に
な
る
が
、
国
語
辞
典
を
先
に
引
い
て
お
け
ば
、irony

は
簡

単
に
得
ら
れ
る
）。

　
『
ウ
ィ
ズ
ダ
ム
』
で
は
、irony

は
、
先
のbutter

と
は
違
い
、

「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
で
済
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
訳
語
「
反
語

法
」
が
あ
り
、
語
の
解
説
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

用
例
を
読
め
ば
そ
の
使
い
方
や
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
は
っ

き
り
わ
か
る
し
、「
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
こ
と
」
が
語
源
で

あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
抽
象
的
で
わ
か
り
に
く
い
概
念

語
の
説
明
が
、
多
面
的
に
補
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

数
項
目
先
の
形
容
詞ironical

に
気
づ
い
て
、
そ
の
用
例
も

併
せ
て
見
れ
ば
、
さ
ら
に
こ
の
語
の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
つ
か

み
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

二
か
国
語
辞
典
＝
英
和
辞
典
は
、
一
か
国
語
辞
典
＝
国
語
辞

典
と
違
い
、
語
の
「
説
明
」
で
は
な
く
、「
置
き
換
え
」
を
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
し

か
に
そ
う
し
た
一
面
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
ふ
う
に
決
め

つ
け
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な
い
。「
国
語
」
を
「
英
語
」

辞
書
で
引
い
た
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
辞
書
編
集
担
当
者　

木
村
匡
志
）

教室で辞典を引く




