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【巻頭エッセイ】

1

　
　
　

近
の
生
徒
た
ち
は
、
い
く
ら
言
っ
て
も
辞
書
を
引
か
な
い
ん
で
す
よ
、

　
　
　

面
倒
く
さ
い
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
20
年
近
く
前

の
話
で
あ
る
。
今
で
は
も
っ
と
辞
書
を
引
く
人
の
数
が
減
っ
て
い
る
に
違
い

な
い
。
そ
れ
で
は
、
人
々
が
辞
書
を
引
か
な
く
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

　

私
た
ち
は
、
食
べ
る
、
歩
く
、
話
す
な
ど
日
常
的
な
行
動
を
ほ
と
ん
ど
無

意
識
の
う
ち
に
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
ア
」
と
発
す
る
と
き
に
複
雑

な
筋
肉
の
運
動
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
意
識
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
話
せ
な

く
な
る
。
し
か
し
、
発
語
が
も
と
も
と
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
外

国
語
の
習
得
時
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
一
方
、
意
識
は
相
手
の
話
や
顔
の
表
情

な
ど
を
読
み
と
り
、
次
に
ど
ん
な
話
を
す
る
か
を
決
め
る
。
仲
の
良
い
恋
人

ど
う
し
な
ら
、
こ
れ
ら
も
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
行
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
話

辞
書
を
引
く

●
解
剖
学
者 

養
老
孟
司
（
よ
う
ろ
う
・
た
け
し
）

「
最
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の
中
身
よ
り
、
話
す
こ
と
そ
の
も
の
が
大
切
だ
か
ら
だ
。
こ
の
場
合
、
意
識

は
ほ
と
ん
ど
会
話
全
体
を
ぼ
ん
や
り
モ
ニ
タ
ー
し
て
い
る
だ
け
と
言
っ
て
い

い
く
ら
い
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
脳
は
、
眼
・
耳
な
ど
か
ら
の
入
力
を
処
理
し
た
の
ち
、
筋
肉

へ
出
力
す
る
働
き
を
し
て
い
る
。
一
般
的
に
、
動
物
の
脳
で
は
、
こ
の
よ
う

な
知
覚
系
と
運
動
系
が
即
座
に
つ
な
が
り
、
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
ヒ
ト
の
脳
で
は
知
覚
系
と
運
動
系
と
の
間
に
過
剰
な
も
の
が
挟
ま
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
過
剰
な
部
分
が
言
葉
を
生
み
出
し
、
意
識
を
発
生
さ
せ
た
。

乱
暴
に
言
え
ば
、ヒ
ト
の
脳
は
進
化
的
に
そ
の
よ
う
に
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ト
で
は
、
無
意
識
的
な
行
動
の
よ
う
に
知
覚
系
と
運
動
系
が
す
ぐ
に
つ

な
が
っ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
出
力
さ
れ
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
入
力
に
応
じ
て
出
力
を
調
整
で
き
る
こ
と
が
、

ヒ
ト
の
脳
の
優
れ
た
点
で
あ
る
。
一
方
で
、
こ
れ
は
、
知
覚
系
と
運
動
系
の

つ
な
が
り
を
あ
い
ま
い
に
す
る
。
極
端
な
場
合
、
知
覚
系
か
ら
の
入
力
が
脳

の
中
で
ぐ
る
ぐ
る
回
る
だ
け
で
、
一
向
に
出
力
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
て
ル
ー

プ
が
途
切
れ
、
脳
は
身
体
を
忘
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
脳
は
、
自
身
が
身
体

の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
。

　

入
出
力
系
の
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
プ
を
用
意
し
、
回
転
で
き
る
よ
う
に
す
る

こ
と
、
そ
れ
が
学
習
で
は
な
か
ろ
う
か
。
脳
か
ら
の
出
力
に
応
じ
て
さ
ま
ざ

ま
な
身
体
の
動
か
し
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
学
習
で
あ
ろ
う
。
辞



【巻頭エッセイ】
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書
を
引
か
な
い
人
た
ち
は
意
識
的
に
引
か
な
い
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
引

け
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
辞
書
を
引
く
引
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
私
た
ち
が
身
体
を
忘
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
は
、

最
も
身
近
な
自
然
で
あ
る
自
分
の
身
体
に
問
い
続
け
る
し
か
な
い
。

●
養
老
孟
司
（
解
剖
学
者
）

東
京
大
学
名
誉
教
授
。
専
門
は
解
剖
学
。
一
九
三
七
年
、
神
奈
川
県
鎌
倉

市
生
ま
れ
。
著
書
に
『
か
ら
だ
の
見
方
』（
筑
摩
書
房
）、『
唯
脳
論
』（
青
土

社
）、『
涼
し
い
脳
味
噌
』（
文
藝
春
秋
）、『
臨
床
哲
学
』（
哲
学
書
房
）、『
バ

カ
の
壁
』（
新
潮
新
書
）な
ど
多
数
あ
り
、
解
剖
学
・
哲
学
ほ
か
、
卓
越
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
を
発
信
し
て
い
る
。



4

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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特　集

　

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



7

特　集

　
『
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
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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



13

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
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盛
儀
の
中
関
白
家

　

い
わ
ゆ
る
『
枕
草
子
』
の
日
記
的
章
段
は
、
中
宮
定
子
を
中
心
と

し
た
周
辺
世
界
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
清
少
納
言
が
間
近
に
道

隆
の
全
盛
期
に
接
し
て
い
た
の
は
、
出
仕
し
た
正
暦
四
（
九
九
三
）

年
の
初
春
も
し
く
は
初
冬
か
ら
、
長
徳
元
（
九
九
五
）
年
四
月
の
二

年
前
後
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
記
事
に
道
隆
一
族
の
没

落
と
道
長
一
族
の
台
頭
の
過
程
で
で
て
き
た
で
あ
ろ
う
政
治
的
な
こ

と
が
ら
や
不
如
意
は
直
接
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ひ
た
す
ら

中
宮
へ
の
讃
美
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
が『
枕
草
子
』の
世
界
で
あ
る
。

　

中
で
も
中
関
白
家
全
盛
期
を
表
し
た
章
段
は
、（
注
１
）
そ
の
華
や

か
さ
明
る
さ
を
具
体
的
場
面
と
し
て
再
現
し
、
そ
の
こ
と
自
体
が
中

宮
讃
美
と
な
る
構
図
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
場
面
で
は
作
者

は
場
面
に
登
場
す
る
と
い
う
よ
り
、
場
面
を
見
る
「
視
点
」
と
し
て

の
役
割
に
徹
す
る
と
い
う
体
で
あ
る
。「
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
」
の

段
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
趣
で
展
開
し
て
い
く
。

　

関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
女
房
の
、
ひ
ま

な
く
さ
ぶ
ら
ふ
を
、

　
「
あ
な
、
い
み
じ
の
お
も
と
た
ち
や
。
翁
を
、
い
か
に
笑
ひ
た

ま
ふ
ら
む
」
と
て
、
分
け
出
で
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
戸
口
近
き
人
々
、

い
ろ
い
ろ
の
袖
口
し
て
、御
簾
ひ
き
上
げ
た
る
に
、権
大
納
言
（
＝

伊
周
）
の
、
御
沓
と
り
て
、
は
か
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。
い

と
も
の
も
の
し
く
、
き
よ
げ
に
、
よ
そ
ほ
し
げ
に
、
下
襲
の
裾

長
く
曳
き
、
と
こ
ろ
狭
く
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
、「
あ
な
め
で
た
。

大
納
言
ば
か
り
に
沓
と
ら
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
よ
」
と
見
ゆ
。

（
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
第
一
二
三
段
。
以
下
、
本
文
・
章
段

数
も
『
集
成
』
に
よ
る
。
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
注
。）

　

道
隆
の
「
猿さ
る

楽ご
う

言ご
と

」
で
始
ま
る
、
引
用
部
の
ポ
イ
ン
ト
は
も
ち
ろ

ん
権
大
納
言
伊
周
が
道
隆
に
「
御
沓
と
り
て
、
は
か
せ
た
て
ま
つ
り

た
ま
ふ
」
と
い
う
異
例
さ
で
あ
る
。
伊
周
の
「
い
と
も
の
も
の
し
く
、

き
よ
げ
に
、
よ
そ
ほ
し
げ
に
、
下
襲
の
裾
長
く
曳
き
、
と
こ
ろ
狭
く

て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
」
姿
の
す
ば
ら
し
さ
を
描
写
し
た
上
で
、
本
来

蔵
人
頭
の
役
目
で
あ
る
沓
の
世
話
を
大
納
言
ほ
ど
の
高
位
の
方
に
さ

せ
る
道
隆
へ
の
讃
辞
と
し
て
、
作
者
は
「
あ
な
め
で
た
」
と
記
す
。

　
（
注
２
）
田
畑
千
恵
子
氏
に
よ
れ
ば
、
中
関
白
道
隆
の
生
前
・
全
盛

期
に
取
材
す
る
長
徳
元
年
四
月
ま
で
の
章
段
群
を
前
期
章
段
、
中
関

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ひ
ざ
ま
ず
く
道
長

〜「
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
」の
章
段
を
め
ぐ
っ
て
〜

●
都
立
北
多
摩
高
等
学
校
教
諭

田
口
か
お
る
（
た
ぐ
ち
・
か
お
る
）
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白
家
没
落
後
の
年
時
を
扱
っ
た
も
の
を
後
期
章
段
と
し
た
時
、
前
期

章
段
に
は
、「
叙
述
性
」
を
特
徴
と
し
た
後
期
章
段
に
比
し
て
次
の

よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

⑴　

衣
装
描
写
・
容
貌
容
姿
に
関
す
る
描
写
を
も
つ
こ
と
。

⑵　

詳
細
な
情
景
描
写
が
あ
る
こ
と
。

⑶　

登
場
人
物
の
直
接
話
法
の
多
さ
。

⑷　
「
め
で
た
し
」「
を
か
し
」
が
⑴
や
⑵
（
章
段
の
中
に
再
現
さ

　

れ
た
場
面
全
体
）
と
い
っ
た
外
面
的
な
美
の
評
価
と
し
て
多
用

　

さ
れ
る
こ
と
。

　
「
純
粋
な
中
宮
讃
美
・
一
個
の
人
格
と
し
て
の
中
宮
に
対
す
る
ひ

た
む
き
な
讃
仰
等
が
、
単
独
で
主
題
を
形
成
す
る
章
段
」
は
む
し
ろ

後
期
章
段
に
あ
り
、
定
子
・
道
隆
・
伊
周
と
い
っ
た
主
家
の
人
々
に

よ
っ
て
、
具
体
的
な
盛
儀
（
暦
日
表
現
も
多
い
）
や
日
常
生
活
の
一

駒
が
、臨
場
感
の
あ
る
場
面
と
し
て
紙
上
に
再
現
さ
れ
る「
場
面
性
」

の
豊
か
さ
が
前
期
章
段
の
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
関
白
殿
二
月
二
十
一
日
に
」（
積
善
寺
供
養
・
二
六
〇
段
）

「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
」（
九
九
段
）
と
い
っ
た

道
隆
の
全
盛
期
を
記
し
た
段
で
は
、「
栄
華
の
当
事
者
自
身
が
そ
れ

を
見
る
視
点
」
を
導
入
し
、
道
隆
が
捉
え
た
情
景
を
道
隆
自
身
が
評

価
（
満
足
感
の
表
出
と
し
て
の
（
注
３
）「
猿
楽
言
」
な
ど
）
し
、
作

者
が
「
め
で
た
し
」
と
統
括
す
る
と
い
っ
た
方
法
が
見
て
取
れ
る
と

言
わ
れ
る
。

　

本
章
段
は
全
体
的
に
も
前
述
の
二
つ
の
長
大
な
章
段
に
比
し
て
非

常
に
短
く
、
⑶
に
若
干
の
不
足
は
あ
る
が
、
田
畑
氏
の
前
期
章
段
の

特
徴
を
具
備
し
て
い
る
と
い
え
、
冒
頭
（
引
用
部
）
か
ら
ま
さ
し
く

全
盛
期
の
中
関
白
家
の
姿
を
呈
示
し
て
い
る
。

道
長
登
場
の
位
相

　

続
く
場
面
、
の
ち
に
栄
華
を
誇
る
道
長
が
、
こ
の
道
隆
全
盛
期
の

盛
儀
の
場
に
登
場
す
る
。
こ
の
段
は
『
枕
草
子
』
全
編
を
通
し
て
道

長
が
登
場
す
る
唯
一
の
段
で
あ
る
。

　

山
の
井
の
大
納
言
（
＝
道
頼
）、
そ
の
御
次
々
の
、
さ
な
ら
ぬ

人
々
、
黒
き
も
の
を
ひ
き
散
ら
し
た
る
や
う
に
、
藤
壺
の
塀
の
も

と
よ
り
登
花
殿
の
前
ま
で
、
居
並
み
た
る
に
、
ほ
そ
や
か
に
な
ま

め
か
し
う
て
、（
道
隆
ガ
）
御
佩
刀
な
ど
ひ
き
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ひ
、

や
す
ら
は
せ
た
ま
ふ
に
、
宮
の
大
夫
殿
（
＝
道
長
）
は
、
戸
の
前

に
立
た
せ
た
ま
へ
れ
ば
、「
居
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
な
め
り
」
と

思
ふ
ほ
ど
に
、
す
こ
し
歩
み
出
で
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
ふ
と
居
さ
せ

た
ま
へ
り
し
こ
そ
、「
な
ほ
、
い
か
ば
か
り
の
昔
の
御
行
な
ひ
の

ほ
ど
に
か
」
と
、
見
た
て
ま
つ
り
し
こ
そ
、
い
み
じ
か
り
し
か
。

　
「
黒
き
も
の
を
ひ
き
散
ら
し
た
る
や
う
に
」
黒
い
袍
を
着
た
四
位

以
上
の
高
官
が
多
数
参
加
し
た
大
々
的
な
行
事
の
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
暦
日
表
現
も
な
く
、
季
節
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
何
の
行

事
で
あ
る
か
も
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
時
期
に
つ
い
て
は
、
道

隆
の
関
白
在
任
時
、
清
少
納
言
の
出
仕
時
期
、
伊
周
・
道
頼
・
道
長

の
官
職
か
ら
、清
少
納
言
の
出
仕
し
た
日
以
降
、正
暦
五
（
九
九
四
）
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年
八
月
二
十
八
日
よ
り
前
の
あ
る
日
（
次
頁
表
の
Ｃ
の
期
間
中
）
と

推
定
で
き
る
。（
次
頁
の
表
の
よ
う
に
伊
周
と
道
頼
が
共
に
大
納
言

で
あ
っ
た
時
期
は
な
い
か
ら
、
こ
の
と
き
道
頼
は
大
納
言
で
は
な
く

中
納
言
で
あ
る
。）
と
い
う
よ
り
、
こ
こ
で
明
確
な
の
は
こ
の
登
場

人
物
た
ち
の
官
位
と
政
治
的
位
置
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お

き
た
い
。

　

こ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
、
宮
の
大
夫
殿
道
長
が
道
隆
に
ひ
ざ
ま
ず

い
た
出
来
事
で
あ
る
。
正
暦
元
（
九
九
〇
）
年
十
月
中
宮
大
夫
に
任

じ
ら
れ
て
い
た
道
長
は
、
翌
年
九
月
よ
う
や
く
権
大
納
言
と
な
る
が
、

同
じ
年
に
は
伊
周
は
父
の
威
光
に
よ
っ
て
一
気
に
権
中
納
言
に
な
っ

て
い
る
。「
競
射
」
な
ど
、『
大
鏡
』
の
記
事
な
ど
に
描
か
れ
る
道
長

像
か
ら
も
、
作
者
が
「
居
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
な
め
り
」
と
感
じ
た

こ
と
は
首
肯
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
道
長
を
ひ
ざ
ま
ず
か
せ
た
道
隆
を

「
な
ほ
、
い
か
ば
か
り
の
昔
の
御
行
な
ひ
の
ほ
ど
に
か
」
と
讃
え
る

構
図
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
以
降
こ
の

場
面
に
登
場
し
な
い
定
子
と
の
話
題
に
な
り
、
段
の
最
後
に
は
定
子

没
後
の
「
ま
い
て
、
こ
の
後
の
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た

ま
は
ま
し
か
ば
、『
こ
と
わ
り
』
と
、
お
ぼ
し
め
さ
れ
な
ま
し
。」
と

い
う
評
言
を
導
い
て
お
り
、
こ
れ
ら
か
ら
も
作
者
が
描
き
た
か
っ
た

の
は
こ
の
出
来
事
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
道
隆
を
讃
え
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
作
者

が
統
括
す
る
と
い
う
手
法
に
お
い
て
伊
周
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
同
質
か

の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
位
相
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

  

（
注
４
）
渡
辺
久
寿
氏
は
前
述
の
「
関
白
殿
二
月
二
十
一
日
に
」
の
段

（
次
頁
の
表
の
Ａ
）
を
分
析
し
て
、
田
畑
氏
が
前
期
章
段
の
特
徴
と

し
て
あ
げ
ら
れ
た
要
素
を
並
べ
る
だ
け
で
、
作
者
が
「
め
で
た
し
」

と
殊
更
言
わ
な
く
て
も
道
隆
の
威
光
は
表
現
さ
れ
て
お
り
、「
作
者

と
し
て
の
主
体
を
作
中
に
確
保
せ
ず
と
も
書
け
る
構
造
」
に
な
っ
て

い
る
の
に
対
し
、「
淑
景
舎
、春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
」
の
段
（
次

頁
の
表
の
Ｂ
）
で
は
「
め
で
た
し
」
の
語
に
内
容
以
上
の
栄
華
を
無

限
定
に
力
説
す
る
虚
構
的
機
能
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と

述
べ
ら
れ
、
こ
の
段
を
「
栄
華
か
ら
没
落
へ
と
推
移
す
る
過
渡
的
章

段
」と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。（
前
年
に
道
隆
の
病
悩
＝
表
の
★
が
あ
り
、

こ
の
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。）

　

本
章
段
に
即
し
て
言
え
ば
、
引
用
部
前
半
の
伊
周
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
そ
の
描
写
の
み
で
「
栄
華
」
を
描
く
に
事
足
り
て
お
り
、
主
家
一

族
の
勢
揃
い
を
も
っ
て
華
や
か
な
盛
時
を
現
出
す
る
「
絶
対
的
」
手

法
に
よ
る
表
現
と
い
え
、「
あ
な
め
で
た
」
の
語
も
順
接
的
に
付
与

さ
れ
た
言
と
い
え
る
。
翳
り
な
き
絶
頂
期
を
表
す
の
で
あ
れ
ば
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
も
っ
て
充
分
表
現
し
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
作
者
は
さ
ら
に
道
長
を
登
場
さ
せ
、
道
隆
に
ひ
ざ
ま
ず
い

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
居
並
ぶ
四
位

以
上
の
高
官
た
ち
と
同
様
道
長
も
ひ
ざ
ま
ず
い
た
こ
と
が
描
写
と
し

て
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
。
作
者
が
「
居
さ
せ
た
ま
ふ
ま
じ
き
な
め

り
」
と
思
っ
た
道
長
が
、
道
隆
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
い
た
と
い
う
の
で

あ
り
、
道
長
ほ
ど
の
人
を
ひ
ざ
ま
ず
か
せ
る
道
隆
を
讃
え
る
作
者
の

評
言
に
よ
っ
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
意
味
が
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。

時
期
で
は
明
ら
か
に
積
善
寺
供
養
（
表
の
Ａ
）
と
重
な
る
絶
頂
期
、
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道　

隆

伊　

周

道　

頼

道　

長

そ
の
他

989
（永祚元）
２
／
23 

内
大
臣 

37

990
（正暦元）

１
・
２
月 

長
女
定
子 

入
内
・
女
御

５
／
８ 
関
白　
38

５
／
26 
摂
政

10
／
５ 

定
子
中
宮

10
／
５ 

中
宮
大
夫 

25

７
／
２ 

兼
家
死 

62

991
（正暦２）

１
／
27 

参
議 

⒅

９
／
７ 

権
中
納
言

　
　
　 

９
／
７ 

権
中
納
言 

21

　
　
　 

⌇
⌇
⌇

〰

９
／
７ 

権
大
納
言 

26   

道
兼 

31

９
／
７ 

内
大
臣

992
（正暦３）

　
　
　 

⌇
⌇
⌇

〰

８
／
28 

権
大
納
言 

⒆

993
（正暦４）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

41

３
月　

次
女 

原
子
入
内 

　
　

    　
　

Ｃ
（
こ
の
年
の
初
春
ま
た
は
初
冬
）出
仕

　
　

清
少
納
言

994
（正暦５）

Ａ 

２
／
20 

積
善
寺
供
養 

42

　
　
　
　
　
（
中
宮
・
詮
子
行
啓
）

★
11
／
３ 

病
気

８
／
28 

内
大
臣 

21

　
　
　 

⌇
⌇
⌇

〰

８
／
28 

権
大
納
言 

24

  　

道
兼 

34

８
／
28 

右
大
臣

995
（長徳元）

Ｂ 

１
／
19 

原
子
東
宮
女
御

　

 

２
／
５ 

関
白
辞
表 

43

　

 

４
／
10 

死 

３
／
９ 

内
覧 

22

６
／
11 
死 
25

５
／
11 

内
覧 

30

６
／
19 

右
大
臣 

氏
長
者

  

道
兼 

35

４
／
27 

関
白 

５
／
８ 

死

996
（長徳２）

１
／
16 

花
山
院
に
矢
を
射
か
け
る

（
長
徳
の
変
）

４
／
24 

大
宰
権
帥 

23

５
／
１ 

定
子
出
家

12
／
16 

定
子
脩
子
内
親
王
出
産

いずれの１日

（　）内の数字は年齢
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前
期
章
段
に
位
置
す
る
本
章
段
だ
が
、
作
者
が
「
視
点
」
と
し
て
の

み
機
能
し
、
場
面
の
叙
述
に
徹
す
る
と
い
う
あ
り
か
た
で
は
な
い
。

こ
こ
で
宮
の
大
夫
と
し
て
登
場
す
る
道
長
は
も
ち
ろ
ん
の
ち
の
権
力

者
で
あ
り
、
後
半
部
の
展
開
に
よ
れ
ば
、
の
ち
の
政
界
の
権
力
構
造

を
背
景
に
し
て
「
相
対
的
」
に
盛
時
を
逆
照
射
す
る
と
い
う
、
他
の

段
に
比
し
て
異
質
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
に
は
、
前
述

の
渡
辺
氏
が
「
過
渡
的
章
段
」
に
頻
出
す
る
「
め
で
た
し
」
と
同
等
、

ま
た
は
そ
れ
以
上
に
「
栄
華
を
無
限
定
に
力
説
す
る
」
叙
述
意
識
が

働
い
て
い
る
と
い
え
、
絶
頂
期
の
記
事
で
あ
り
な
が
ら
、
翳
り
を
内

包
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

後
日
譚
の
時
期

　
「
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
」
の
段
後
半
は
、
前
半
の
記
事
を
ど
の
よ

う
に
受
け
る
か
と
い
う
点
で
い
く
つ
も
の
解
釈
が
存
在
し
、
一
定
の

説
を
見
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
解
釈
上
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
①

〜
⑤
の
部
分
で
あ
る
。

　

中
納
言
の
君
の
、
①
「
忌
日
」
と
て
、
く
す
し
が
り
、
行
な

ひ
た
ま
ひ
し
を
、
②
「
賜
へ
、
そ
の
数
珠
し
ば
し
。
行
な
ひ
し
て
、

③
め
で
た
き
身
に
な
ら
む
」
と
、
借
る
と
て
、
集
ま
り
て
笑
へ
ど
、

な
ほ
、
い
と
こ
そ
め







で
た
け
れ
。

　

御
前
に
、
き
こ
し
め
し
て
、

「
仏
に
な
り
た
ら
む
こ
そ
は
、
④
こ
れ
よ
り
は
ま
さ
ら
め
」

と
て
、
う
ち
ゑ
ま
せ
た
ま
へ
る
を
、
ま
た
、
め










で
た
く
な
り
て
ぞ
、

見
た
て
ま
つ
る
。
大
夫
殿
の
居
さ
せ
た
ま
へ
る
を
、
か
へ
す
が
へ

す
き
こ
ゆ
れ
ば
、

「
例
の
、
⑤
念
ひ
人
」

と
、
笑
は
せ
た
ま
ひ
し
…
…
。

　

ま
い
て
、
こ
の
後
の
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
は

ま
し
か
ば
、「
こ
と
わ
り
」
と
、
お
ぼ
し
め
さ
れ
な
ま
し
。

   

紙
面
の
都
合
上
、
主
な
解
釈
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

旧
全
集

集
成

新
大
系

新
全
集

①

中
納
言
の
君
の

親
族
の
命
日

道
隆
の
命
日

中
納
言
の
君
の

近
親
の
命
日

中
納
言
の
君
の

近
親
の
命
日

② 

道
隆
の
猿
楽
言

他
の
女
房
の

言

作
者
の
言

作
者
の
言 

③

来
世
の
す
ば
ら

し
い
身
の
上

関
白
の
よ
う

な
立
派
な
身

中
宮
様
の
よ

う
な
身

関
白
の
よ
う

な
立
派
な
身

④

関
白 

関
白

中
宮

関
白   

⑤

道
長

道
隆

道
長

道
長   

時
期

行
事
直
後

道
隆
没
後

道
隆
没
後  

行
事
直
後
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大
き
な
違
い
は
、
最
後
の
評
言
を
除
き
、
こ
の
後
半
部
の
後
日
譚

を
道
隆
の
死
後
の
出
来
事
と
す
る
か
、
前
半
部
の
行
事
か
ら
そ
う
遠

く
な
く
絶
頂
期
の
出
来
事
と
し
て
と
ら
え
る
か
に
あ
る
。

　

詳
細
を
述
べ
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
言
え
ば

描
写
の
み
で
自
立
す
る
ま
で
の
記
事
で
は
な
く
、
波
線
部
「
め
で
た

し
」
の
語
の
み
が
目
立
つ
。
道
隆
を
讃
え
る
た
め
道
長
が
ひ
ざ
ま
ず

く
様
子
を
繰
り
返
し
た
作
者
に
、
定
子
が
道
長
を
「
例
の
念
ひ
人
」

と
切
り
返
す
と
み
れ
ば
、
定
子
の
機
知
、
明
る
さ
が
出
て
「
完
」
と

は
な
る
が
、「
行
な
ひ
し
て
、
め
で
た
き
身
に
な
ら
む
」
の
発
言
を

皆
で
笑
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
定
子
が
「
仏
に
な
り
た
ら
む
こ
そ
、

こ
れ
よ
り
は
ま
さ
ら
め
」
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
何
が
「
め
で

た
し
」
か
「
め
で
た
く
な
る
」
の
か
明
確
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
前

期
章
段
の
書
き
ぶ
り
で
は
な
い
。

　

し
か
し
記
事
を
道
隆
死
後
の
没
落
期
の
出
来
事
と
し
た
時
、『
集

成
』
説
で
は
女
房
た
ち
の
不
謹
慎
な
や
り
と
り
を
定
子
に
伝
え
る
こ

と
は
告
げ
口
め
い
て
か
え
っ
て
定
子
を
悲
し
ま
せ
る
こ
と
と
な
り
、

道
長
の
行
為
を
思
い
出
と
し
て
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
現

在
の
不
如
意
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
道
隆
讃
美
は
空
虚
に
響
い
て
し

ま
う
こ
と
と
な
る
。『
新
大
系
』
説
も
、
前
の
行
事
で
道
長
が
ひ
ざ

ま
ず
い
た
際「
な
ほ
、い
か
ば
か
り
の
昔
の
御
行
な
ひ
の
ほ
ど
に
か
」

と
感
じ
た
作
者
が
、
道
隆
没
後
の
不
遇
で
あ
っ
て
も
「
現
世
で
中

宮
と
な
っ
た
定
子
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
身
の
上
に
な
り
た
い
」
と

言
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
定
子
に
伝
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
「
仏

に
な
り
た
ら
む
こ
そ
…
…
」
の
こ
と
ば
は
や
は
り
不
遇
を
浮
き
彫
り

に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
後
半
は
『
新
全
集
』
の
よ
う
に
前
の
行

事
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
時
期
、
道
隆
の
全
盛
期
と
い
え
る
頃
の
定
子

と
の
や
り
と
り
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
表
現

方
法
を
規
定
し
て
い
る
の
は
記
事
の
時
期
で
は
な
く
、
そ
の
構
成
意

識
で
あ
り
、
本
章
段
に
つ
い
て
言
え
ば
末
尾
の
評
言
が
明
確
に
指
向

す
る
よ
う
に
、
中
関
白
家
の
栄
華
の
翳
り
を
投
影
し
て
道
長
の
栄
華

か
ら
逆
照
射
す
る
表
現
意
識
が
全
体
を
貫
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。
本
章
段
は
、『
枕
草
子
』
が
道
隆
一
族
の
華
や
か
で
明

る
い
世
界
を
現
出
し
な
が
ら
、
あ
か
ら
さ
ま
に
は
語
ら
な
い
主
家
一

族
の
運
命
の
変
転
を
引
き
受
け
つ
つ
表
現
す
る
意
識
が
か
い
ま
見
え

る
章
段
で
あ
る
。

注
１　

三
田
村
雅
子
氏
「
枕
草
子
の
表
現
構
造―

日
ざ
し
と
宮
仕
え
讃

美
と―

」
他　
『
枕
草
子　

表
現
の
論
理
』
有
精
堂
一
九
九
五
・

二
所
収
の
一
連
の
論
文

注
２　

田
畑
千
恵
子
氏
「
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
讃
美
の
構
造―

朗
詠

と
伊
周
像
を
め
ぐ
っ
て―

」　
『
中
古
文
学
論
攷
』
第
六
号　

一

九
八
五
・
十　
「
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
方
法―

中
関
白
家
盛

時
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
」『
中
古
文
学
』
第
三
十
六
号　

一
九

八
六
・
三
他　

一
連
の
論
文

注
３　
『
枕
草
子
』
で
、
道
隆
の
「
猿
楽
言
」
が
描
か
れ
る
の
は
「
関

白
殿
二
月
二
十
一
日
に
」
の
段
、「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り

た
ま
ふ
ほ
ど
」
の
段
と
こ
の
段
の
み
。

注
４　

渡
辺
久
寿
氏
「
日
記
回
想
章
段　

栄
華
か
ら
没
落
へ
・
そ
の
「
過

渡
的
章
段
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
文
学
』
一
九
八
八
・
四
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■
は
じ
め
に

　

現
代
文
の
韻
文
教
材
は
嫌
だ
。
詩
も
短
歌
も
で
き
れ
ば
や
り
た

く
な
い
。
ま
し
て
俳
句
と
な
る
と
生
理
的
に
受
け
付
け
な
い
。
そ

ん
な
国
語
教
師
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

大
根
の
葉
が
流
れ
よ
う
が
、
牡
丹
の
花
が
落
ち
よ
う
が
、「
そ

れ
が
何
な
の
？
」
と
突
っ
込
ま
れ
る
と
も
う
自
信
喪
失
で
す
。
指

導
書
に
書
い
て
あ
る
内
容
は
ど
れ
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
、
俳
句

を
扱
う
時
だ
け
は
す
べ
て
の
教
師
が
山
本
健
吉
に
な
っ
て
鑑
賞
を

押
し
つ
け
て
い
ま
す
。

　

か
と
い
っ
て
生
徒
に
俳
句
を
作
ら
せ
て
み
て
も
、
放
っ
て
お
く

と
「
標
語
コ
ン
テ
ス
ト
」
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
い
っ
そ
教
科
書

の
制
約
を
離
れ
て
、
ゲ
ー
ム
感
覚
で
俳
句
が
教
え
ら
れ
な
い
も
の

か
と
考
え
て
み
ま
し
た
。「
俳
句
は
、
あ
る
情
報
を
最
小
限
の
言

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

俳 

句 

の 

授 

業

●
東
筑
紫
学
園
高
等
学
校
教
諭

二
宮
聡
（
に
の
み
や
・
さ
と
し
）

葉
で
伝
達
す
る
ゲ
ー
ム
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
の
も
と
に
、
授
業

を
展
開
し
て
い
く
の
で
す
。

■
ま
ず
は
俳
句
へ
の
興
味
を

　

俳
句
と
い
え
ば
五
・
七
・
五
に
季
語
が
つ
き
も
の
。「
や
」
と

か
「
か
な
」
と
か
の
切
れ
字
を
ト
ッ
ピ
ン
グ
し
て
、
出
来
上
が
っ

た
も
の
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
…
。
と
生
徒
は
思
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
は
自
由
律
俳
句
に
登
場
し
て
も
ら
っ
て
、
生
徒
の
興
味
を
喚
起

し
ま
し
ょ
う
。

　

授
業
の
中
で
よ
く
話
題
に
な
る
の
が
、「
一
番
短
い
俳
句
は
何

か
？
」
と
い
う
こ
と
。
少
し
知
っ
て
い
る
生
徒
な
ら
、
尾
崎
放
哉

の
「
せ
き
を
し
て
も
ひ
と
り
」
を
挙
げ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
種
田

山
頭
火
に
「
雪
は
し
ぐ
れ
か
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に

探
せ
ば
、
橋
本
夢
道
の
「
動
け
ば
寒
い
」。
さ
す
が
に
こ
れ
が
最

短
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
あ
り
ま
し
た
凄
い
の
が
。

　
　

陽　
　

へ　
　

病　
　

む　
　
　
（
大
橋
裸
木
）

　

こ
う
な
る
と
鑑
賞
す
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
脱

帽
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
ま
で
話
す
と
、「
じ
ゃ
あ
、『
あ
』
と
い
う
俳
句
を
作
れ
ば

記
録
更
新
だ
。」な
ど
と
言
う
生
徒
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、

「
し
め
し
め
、
つ
か
み
は
Ｏ
Ｋ
！
」
と
教
師
は
ほ
く
そ
笑
む
の
で

す
。
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一
文
字
に
勝
る
文
芸
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
も
、
世
の
中
そ

ん
な
に
甘
く
あ
り
ま
せ
ん
。
俳
句
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
草
野
心

平
の
詩
に
と
ん
で
も
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。（
御
存
知
で
す
よ

ね
）
題
は
「
冬
眠
」。
内
容
（
？
）
は
、ペ
ー
ジ
の
真
ん
中
に
「
●
」

だ
け
。
そ
れ
で
も
十
分
に
「
冬
眠
」
と
い
う
情
報
を
伝
え
て
い
る

か
ら
さ
す
が
で
す
。

■
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
感
性
を
磨
く

　

後
述
の
解
説
を
読
ん
で
、
次
の
俳
句
の
空
欄
に
入
る
擬
音

語
を
考
え
な
さ
い
。（
平
仮
名
で
書
く
こ
と
）

　

鳥
わ
た
る

と
罐
切
れ
ば 

（
秋
元
不
死
男
）

　

敗
戦
の
傷
跡
も
生
々
し
い
秋
空
の
下
、
戦
時
下
の
獄

中
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
た
作
者
は
、
解
放
感
を
噛
み
締

め
つ
つ
も
、
今
日
を
生
き
ん
が
た
め
に
缶
詰
を
切
る
。

そ
の
物
悲
し
い
響
き
は
空
を
行
く
渡
り
鳥
の
羽
音
に
も

通
じ
る
よ
う
で
あ
り
、
生
の
哀
感
を
滲
ま
せ
て
い
る
。

　

句
の
背
景
を
先
に
教
え
る
の
は
反
則
の
よ
う
で
す
が
、
こ
と
俳

句
に
関
し
て
は
、
先
付
け
も
あ
り
で
す
。
正
し
い
鑑
賞
よ
り
も
、

言
葉
の
セ
ン
ス
を
重
視
し
ま
し
ょ
う
。（
正
解
は
「
こ
き
こ
き
こ

き
」）

　

生
徒
Ａ
…
「
き
こ
き
こ
き
こ
」

　

多
数
派
の
回
答
で
す
。
作
者
の
感
性
に
近
い
よ
う
で
す
が
、「
き

こ
き
こ
き
こ
」
で
は
金
属
的
な
響
き
が
耳
に
つ
き
、
い
ま
ひ
と
つ

角
が
取
れ
て
い
な
い
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。

　

生
徒
Ｂ
…
「
ま
こ
ま
こ
ま
こ
」

　

一
見
ふ
ざ
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
徳
用
の
パ
イ
ン
の
缶
詰

の
、
あ
の
胴
太
の
空
間
に
共
鳴
す
る
音
の
響
き
が
よ
く
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

生
徒
Ｃ
…
「
こ
き
り
こ
き
り
」

　
「
こ
き
こ
き
こ
き
」
よ
り
も
大
ら
か
な
音
で
す
。
き
っ
と
こ
の

生
徒
の
缶
詰
の
直
径
は
七
寸
五
分
で
し
ょ
う
。（
冗
談
で
す
）

　

生
徒
Ｄ
…
「
ぱ
か
ん
ぱ
か
ん
」

　

一
瞬
？
…
し
ば
ら
く
し
て
は
た
と
気
付
き
ま
し
た
。
今
の
生
徒

た
ち
は
、
缶
切
り
を
使
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
ね
。
ほ
と
ん
ど
が

プ
ル
ト
ッ
プ
缶
で
す
か
ら
。
追
体
験
が
難
し
い
句
を
教
え
る
の
は

大
変
で
す
。「
水
枕
ガ
バ
リ
と
寒
い―

―

」
も
解
る
か
ど
う
か
。

■
さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
の
可
能
性

　

次
の
俳
句
の
空
欄
に
入
る
言
葉
を
自
由
に
考
え
な
さ
い
。

　
　

の
ご
と
く
汗
し
て
歩
く
な
り
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こ
の
問
題
は
私
が
考
え
た
も
の
な
の
で
、
正
解
は
無
限
に
あ
り

ま
す
。
何
人
か
の
生
徒
を
指
名
し
て
い
く
中
で
、
次
第
に
表
現
に

深
み
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

生
徒
Ｅ
…
「
夕
立
」　　

 ―
―
―

月
並
み
で
す
ね
。

　

生
徒
Ｆ
…
「
ス
イ
マ
ー
」―

―
―

濡
れ
て
る
だ
け
じ
ゃ
ん
。

　

生
徒
Ｇ
…
「
暑
い
日
」　 ―

―
―

暑
い
か
ら
汗
で
し
ょ
う
が
。

　

生
徒
Ｈ
…
「
サ
ラ
ダ
油
」―

―
―

な
か
な
か
い
い
で
す
ね
。

　

こ
の
あ
た
り
か
ら
生
徒
の
回
答
は
、
濡
れ
て
い
る
状
態
よ
り
も

汗
そ
の
も
の
の
比
喩
に
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。「
水
飴
」・「
泥
水
」・

「
シ
ャ
ン
プ
ー
」・「
粘
液
」
と
、
総
じ
て
ヌ
ル
ヌ
ル
感
や
気
持
ち

の
悪
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
教
師
は
あ
え
て

コ
メ
ン
ト
を
せ
ず
、事
の
成
り
行
き
を
見
守
り
ま
し
ょ
う
。そ
し
て
、

　

生
徒
Ｉ
…
「
肉
汁
の
ご
と
く
汗
し
て
歩
く
な
り
」

　

最
後
に
い
い
比
喩
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
真
夏
の
暑
い
日
、
汗
だ

く
で
歩
い
て
い
る
時
の
不
快
感
が
よ
く
表
現
で
き
て
い
て
、「
肉

汁
」
と
い
う
短
い
言
葉
の
持
つ
情
報
量
は
か
な
り
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

■
「
エ
チ
ュ
ー
ド
」
で
創
作
を

　

演
劇
で
は
、
提
示
さ
れ
た
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
即
興
の
芝
居

を
演
じ
る
練
習
を
「
エ
チ
ュ
ー
ド
」
と
言
い
ま
す
。
授
業
の
仕
上

げ
と
し
て
、
こ
の
エ
チ
ュ
ー
ド
に
基
づ
い
た
俳
句
作
り
を
さ
せ
ま

し
ょ
う
。
文
章
に
す
れ
ば
か
な
り
の
量
に
な
る
情
報
を
、
い
か
に

短
く
表
現
す
る
か
。
そ
こ
に
は
俳
句
の
眼
目
で
あ
る
「
省
略
」
の

力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

あ
な
た
は
真
夏
の
喫
茶
店
で
、
恋
人
を
待
っ
て
い
ま
す
。

約
束
の
時
間
は
と
っ
く
に
過
ぎ
て
い
る
の
に
、
恋
人
は
や
っ

て
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
の
気
持
ち
を
、
俳
句
で
表
現
し
て

く
だ
さ
い
。（
五
七
五
の
定
型
で
詠
む
こ
と
）

　

生
徒
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
夏
の
季
語
の
一
覧
を
配
布
し
て
お
き

ま
す
。「
有
季
定
型
」と
い
う
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
形
で
の
創
作
が
、

表
現
の
制
約
を
よ
り
多
く
し
、
生
徒
に
あ
る
種
の
緊
張
感
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

　

授
業
の
様
子
や
個
々
の
生
徒
の
作
品
を
述
べ
る
に
は
紙
面
が
足

り
ま
せ
ん
。
多
く
は「
恋
人
を
待
つ
や
真
夏
の
喫
茶
店
」の
よ
う
な
、

状
況
説
明
だ
け
の
駄
句
で
し
た
。
し
か
し
、
ク
ラ
ス
に
四
、
五
人

は
「
俳
句
」
と
言
え
る
も
の
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
一
番

評
価
の
高
か
っ
た
句
を
紹
介
し
て
こ
の
文
章
を
終
わ
る
こ
と
に
し

ま
す
。「
あ
る
情
報
を
最
小
限
の
言
葉
で
伝
達
す
る
」
と
い
う
最

初
の
定
義
に
ど
れ
だ
け
か
な
っ
て
い
る
か
、
皆
さ
ん
で
判
断
し
て

く
だ
さ
い
。

　
　

冷
房
や
ス
ト
ロ
ー
の
袋
ま
た
畳
む
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

漢
文
学
習
の
す
ゝ
め

●
國
學
院
大
學
文
学
部
教
授

赤
井
益
久
（
あ
か
い
・
ま
す
ひ
さ
）

一　

漢
文
学
習
の
意
義

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、「
国
語
」
は
「
言
葉
」
を

教
え
る
教
科
で
あ
る
。

　

こ
れ
も
ま
た
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
言
葉
」
は
概
念
の
把

握
や
物
事
の
認
識
を
つ
か
さ
ど
る
。
し
た
が
っ
て
、
観
念
形
成

や
倫
理
秩
序
の
理
解
に
不
可
欠
で
あ
り
、
感
情
や
思
想
は
言
葉
に

よ
っ
て
表
明
さ
れ
、
人
間
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
要

な
手
段
と
な
る
。
人
間
に
と
っ
て
生
き
る
上
で
の
も
っ
と
も
大
切

に
し
て
根
底
に
関
わ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
教
育
が
、
い
ま
軽

視
さ
れ
て
い
る
。

　

中
等
教
育
か
ら
高
等
教
育
に
か
け
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば
れ

て
い
る
が
、
国
際
化
は
同
時
に
自
己
の
文
化
へ
の
深
い
理
解
の
上

に
立
脚
す
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
同
時
に
言
語
活
動

は
、
国
際
化
と
い
う
空
間
に
広
が
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
軸
に

も
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
も
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

古
典
教
育
は
そ
の
意
味
で
、
じ
つ
に
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
い
。
自
国
の
文
化
理
解
と
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
文
学

や
歴
史
、
古
今
の
生
活
へ
の
理
解
を
通
し
て
は
じ
め
て
地
に
着
い

た
知
識
と
な
る
。
ま
た
、
対
他
的
か
つ
批
判
的
視
点
を
も
っ
て
み

ず
か
ら
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
、
は
じ
め
て
相
互
理
解
が
か
な

う
。
古
典
教
育
と
し
て
の
「
古
文
」「
漢
文
」
は
、
そ
の
教
材
の

宝
庫
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

受
験
科
目
か
ら
漢
文
を
な
く
せ
ば
受
験
生
が
増
え
る
と
い
っ
た

迷
信
は
、
日
本
人
が
生
き
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
言
語
活
動

の
歴
史
性
と
対
他
的
認
識
を
学
ぶ
機
会
を
生
徒
諸
君
か
ら
奪
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
実
際
の
日
常
に
は
役
に
立
た
ぬ
と
い
う
謬
見

は
、
お
そ
ら
く
浅
薄
狭
隘
な
言
語
観
に
よ
る
も
の
で
、
我
々
の
使

用
す
る
言
語
そ
の
も
の
は
す
で
に
悠
久
な
歴
史
と
数
多
の
蓄
積
の

上
に
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
現
在
の
我
々
を
取
り
巻
く
卑
近
な
言
語
活
動
の

み
に
注
意
を
奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
広
く
古
典
に

視
野
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
相
補
的
な
効
果
を
期
待
で
き

る
の
で
あ
り
、
迂
遠
な
道
の
り
に
見
え
て
じ
つ
は
捷
径
な
の
で
あ
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る
。

二　

古
文
学
習
と
の
連
携
お
よ
び
文
法
の
要
点

　

古
典
の
時
間
数
が
削
減
さ
れ
て
い
く
中
、
効
果
的
な
学
習
計
画

を
立
て
る
必
要
が
あ
る
。

　

漢
文
は
中
国
の
文
語
文
を
わ
が
国
の
古
典
文
法
に
従
っ
て
読
む

方
法
で
あ
る
か
ら
、
古
文
の
学
習
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
互

い
に
効
果
を
期
待
で
き
る
。
具
体
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
三
省
堂

『
新
編
国
語
総
合
』
に
よ
り
古
文
で
学
習
す
る
助
動
詞
を
示
す
と

三
十
二
あ
り
、こ
の
う
ち
漢
文
学
習
で
学
ぶ
べ
き
は
、受
け
身「
る
・

ら
る
」、
使
役
「
し
む
」、
打
ち
消
し
「
ず
」、
完
了
「
た
り
」、
推

量
「
む
（
ん
）」、
断
定
「
た
り
・
な
り
」、
伝
聞
推
定
「
な
り
」、

比
況
「
ご
と
し
」
の
ほ
ぼ
十
で
あ
り
、
若
干
の
出
入
り
が
あ
っ
て

も
古
文
学
習
の
三
分
の
一
は
漢
文
学
習
で
頻
出
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
古
文
学
習
と
連
携
す
る
こ
と
で
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
や

語
感
を
効
率
的
に
学
習
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

漢
文
は
、
い
っ
た
ん
定
着
す
る
と
そ
の
読
み
方
が
踏
襲
さ
れ
る

傾
向
に
あ
る
。
使
役
の
「
す
・
さ
す
」
は
使
用
例
が
ご
く
少
な
く
、

音
読
さ
れ
る
サ
変
型
動
詞
は
「
し
む
」
に
集
約
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る
。
漢
字
音
の
音
読
動
詞
の
多
用
は
日
本
語
語
彙
を
飛
躍
的
に
増

や
し
た
。
サ
変
型
動
詞
は
漢
文
学
習
で
マ
ス
タ
ー
し
た
い
。
受
け

身
構
文
は
動
作
者
と
被
動
者
の
違
い
を
漢
文
で
は
明
確
に
意
識
す

る
。「
為
人
（
人
と
な
り
）」
の
「
為
」
の
意
味
を
解
釈
す
る
際
に
、

古
文
の
「
た
り
・
な
り
」
の
知
識
は
お
お
い
に
参
考
に
な
る
。

　

ま
た
、漢
文
で
は
主
格
の「
が
」は
登
場
せ
ず
、所
有
格
の「
が
」

だ
け
が
現
れ
る
。
副
助
詞
は
「
の
み
」（
限
定
）「
す
ら
」（
抑
揚
）

「
ま
で
」（
範
囲
）「
ば
か
り
」（
程
度
）
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
他

の
用
例
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
再
読
文
字
は「
未
」「
将
」「
当
」

「
応
」「
宜
」「
須
」「
猶
」「
蓋
」
の
八
つ
で
あ
り
、
本
来
の
中
国

語
と
し
て
は
一
字
を
二
度
読
む
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
陳
述

の
副
詞
を
助
動
詞
と
共
に
把
握
し
た
先
人
の
語
感
は
鋭
い
も
の
が

あ
り
、
例
え
ば
「
未
」
を
「
い
ま
だ
〜
（
せ
）
ず
」
と
し
て
読
ん

だ
解
釈
は
い
わ
ゆ
る
時
間
副
詞
を
意
識
し
た
打
ち
消
し
で
、
過
去

に
遡
っ
て
否
定
し
て
い
る
語
感
が
よ
く
分
か
る
。「
将
」
も
「
ま

さ
に
〜
（
せ
）
ん
と
す
」
と
解
釈
し
た
の
も
動
作
の
進
行
や
状
態

を
よ
く
言
い
表
し
て
い
る
。

　

文
法
的
な
事
項
は
、
基
本
文
型
は
五
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
主

語
＋
述
語
」
構
造
、
述
語
が
目
的
語
を
取
る
「
述
語
＋
目
的
語
」

構
造
の
理
解
を
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
句
法
的
に
は
否
定
形
↓

使
役
形
↓
受
け
身
形
↓
疑
問
・
反
語
形
↓
仮
定
形
↓
比
較
形
↓
抑

揚
・
累
加
形
へ
と
進
む
と
効
果
的
で
あ
る
。
使
役
と
受
け
身
は
、

あ
る
動
作
を
上
下
の
方
向
性
か
ら
見
た
場
合
、
上
か
ら
下
に
及
ぶ

の
が
使
役
、
下
か
ら
見
た
場
合
が
受
け
身
と
な
る
。
目
前
の
事
柄
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を
前
提
に
そ
れ
を
否
定
し
て
強
調
す
る
反
語
は
、
中
国
人
の
好
む

言
い
方
で
あ
る
。

三　

漢
文
学
習
の
方
法

　

朗
読
の
多
用
と
「
辞
書
引
き
」
作
業
を
勧
め
た
い
。

　

漢
文
の
文
献
が
わ
が
国
に
舶
載
さ
れ
、
そ
の
受
容
を
通
し
て
日

本
語
の
表
記
の
定
着
に
漢
文
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
こ
と

は
す
で
に
自
明
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
の
形
成

過
程
に
お
い
て
は
、
和
文
脈
の
み
な
ら
ず
漢
文
脈
が
そ
の
発
展
形

成
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
そ
の
リ
ズ
ム
や
語
感
を
体
得
す
る
こ
と

は
、
今
日
の
言
語
活
動
に
大
い
に
資
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
不
慣

れ
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
。
国
語
の
修
得
は
、
反
復
練
習
に
あ
る
。

　

発
語
は
言
語
活
動
の
基
盤
で
あ
る
と
同
時
に
、
呼
吸
は
句
切
れ

と
密
接
に
関
係
す
る
。
日
常
言
語
と
異
な
る
古
典
語
に
親
し
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
で
高
次
の
言
語
活
動
に
慣
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
ず
は
教
師
が
二
度
ゆ
っ
く
り
と
範
読
し
、
の
ち
段
落
ご

と
に
斉
読
す
る
と
良
い
。「
あ
に
…
せ
ん
や
」「
…
す
る
あ
た
は
ず
」

「
…
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
な
ど
の
言
い
方
に
慣
れ
る
。
や
が
て
意

味
と
リ
ズ
ム
が
合
致
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

　
「
辞
書
引
き
」
作
業
の
効
能
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
作
業
で

あ
る
の
で
個
人
の
能
力
を
基
本
的
に
問
わ
な
い
。
二
つ
目
は
電
子

辞
書
に
は
な
い
一
覧
性
が
、
漢
字
を
ビ
ジ
ュ
ア
ル
で
認
識
し
、
部

首
や
漢
字
構
成
に
つ
い
て
全
体
的
構
造
的
な
理
解
を
得
や
す
い
。

ま
た
、
辞
書
に
よ
っ
て
得
た
文
法
的
な
知
識
は
、
記
憶
す
る
際
に

合
理
的
な
説
明
に
よ
れ
ば
忘
れ
に
く
い
。

　

た
と
え
ば
、『
新
編
国
語
総
合
』の
漢
文
教
材
に
出
て
く
る「
是
」

は
、① 

「
是
亦
走
也
。（
是
も
亦
た
走
る
な
り
）」（
五
十
歩
百
歩
）

②
「
何
日
是
帰
年
。（
何
れ
の
日
か
是
れ
帰
年
な
ら
ん
）」（
杜
甫
、

絶
句
）③ 

「
疑
是
地
上
霜
。（
疑
ふ
ら
く
は
是
れ
地
上
の
霜
か
と
）」

（
李
白
、
静
夜
思
）
④
「
匡
廬
便
是
逃
名
地
。（
匡
廬
は
便
ち
是

れ
名
を
逃
る
る
の
地
）」（
白
居
易
、
香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初

成
偶
題
東
壁
）
⑤
「
自
是
之
後
、
客
皆
服
。（
是
よ
り
の
後
、
客

皆
服
す
）」（
鶏
鳴
狗
盗
）
の
五
例
で
あ
り
、
三
省
堂
『
全
訳
漢
辞

海
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
①
⑤
が
代
名
詞
で
あ
っ
て
「
人
・
事
物
・

時
間
・
場
所
」
な
ど
を
示
す
。
②
③
④
は
、
断
定
・
判
断
を
し
め

す
動
詞
で
あ
り
、「
繋
辞
（
け
い
じ
）。
肯
定
判
断
を
表
し
、
英
語

のbe

動
詞
に
相
当
す
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
同
じ
「
こ
れ
」

「
こ
の
」
と
訓
じ
て
も
、「
之
」「
此
」
に
は
後
者
の
意
味
は
な
い
。

　

古
典
教
育
は
国
語
教
育
の
一
環
と
し
て
、
若
人
の
言
語
活
動
の

重
要
な
育
成
を
担
っ
て
い
る
。
け
っ
し
て
看
過
す
べ
き
で
は
な
く
、

軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私
の
「
現
代
語
」
教
科
書

〜〔
言
語
事
項
〕に
留
意
し
た「
表
現
」授
業
〜

●
群
馬
県
立
沼
田
女
子
高
等
学
校
教
諭

野
村
耕
一
郎
（
の
む
ら
・
こ
う
い
ち
ろ
う
）

●
「
現
代
語
」
か
ら
受
け
継
が
れ
る
べ
き
も
の

　
「
現
代
語
」
は
、
こ
の
三
月
ま
で
細
々
と
な
が
ら
も
全
国
の
高

等
学
校
で
開
設
さ
れ
て
い
た
。「
ま
だ
そ
ん
な
科
目
が
残
っ
て
い

た
の
か
」
と
感
じ
る
先
生
方
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。
実
際
、「
現

代
語
」
の
学
校
現
場
で
の
開
設
状
況
は
、
当
初
か
ら
惨
憺
た
る
も

の
で
あ
っ
た
（
＊
１
）。
し
か
し
、「
現
代
語
」
の
目
指
し
た
も
の
、

指
導
内
容
に
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。

　

第
一
に
、「
現
代
語
」
は
、
革
新
の
精
神
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い

た
。
科
目
新
設
の
構
想
段
階
か
ら
、「
現
代
語
」
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
困
難
が
あ
っ
た
と
き
く
（
＊
２
）
が
、
最
終
的
に
「
「
国
語
Ⅰ
」

の
〔
言
語
事
項
〕
を
補
充
、
深
化
、
発
展
さ
せ
る
」（
平
成
元
年

版
学
習
指
導
要
領
）と
い
う
明
確
な
性
格
付
け
が
な
さ
れ
た
。〔
言

語
事
項
〕
の
内
容
は
、
従
来
、
教
科
書
に
お
い
て
は
コ
ラ
ム
の
よ

う
に
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
授
業
に
お
い
て
も
、
や
や

も
す
る
と
、
常
用
漢
字
の
読
み
書
き
、
文
法
と
い
っ
た
指
導
内
容

に
偏
り
が
ち
な
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
現
代
語
」

か
ら
は
、
そ
ん
な
〔
言
語
事
項
〕
の
扱
わ
れ
方
の
状
況
を
、
正
面

か
ら
変
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

学
習
指
導
要
領
を
う
け
て
教
科
書
が
編
集
さ
れ
る
段
階
で
も
、
そ

の
精
神
は
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
ら
れ
た
（
＊
３
）。

　

第
二
に
、「
現
代
語
」
は
、
世
界
の
中
の
日
本
語
と
い
う
視
点

に
貫
か
れ
て
い
た
。
平
成
元
年
版
学
習
指
導
要
領
が
練
り
上
げ
ら

れ
て
ゆ
く
時
期
は
、
日
本
が
好
景
気
に
わ
い
た
時
期
に
重
な
る
。

経
済
的
繁
栄
を
背
景
に
、「
日
本
語
は
ま
す
ま
す
世
界
的
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
」と
い
っ
た
意
見
が
多
く
語
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
日
あ
る
よ
う
に
景
気
が
低
迷
す
る
や
、
う
っ
て
か

わ
っ
て「
小
学
校
か
ら
英
語
教
育
を
」と
い
う
話
題
が
中
心
と
な
る
。

世
間
的
な
〈
気
分
〉
と
し
て
は
そ
れ
で
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
国
語
教
育
は
、〈
気
分
〉
を
く
み
と
り
つ
つ
も
、〈
気
分
〉
に

左
右
さ
れ
て
ふ
ら
つ
い
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
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れ
か
ら
こ
そ
、
世
界
の
言
語
状
況
の
な
か
で
、
冷
静
か
つ
客
観
的

に
日
本
語
を
考
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
幸
い
に

し
て
、
現
行
学
習
指
導
要
領
で
も
、
特
に
「
国
語
表
現
Ⅰ
・
Ⅱ
」

に
そ
の
視
点
は
受
け
継
が
れ
て
い
る
。●

私
の
「
現
代
語
」
教
科
書

　

筆
者
は
、前
任
校
の
群
馬
県
立
新
田
暁
高
等
学
校
で「
現
代
語
」

を
担
当
し
た
。
授
業
で
は
、
右
で
述
べ
た
「
現
代
語
」
の
精
神
・

視
点
を
大
切
に
し
て
、
年
間
の
指
導
を
展
開
し
た
。
前
任
校
は
総

合
学
科
高
校
で
あ
り
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
進
路
に
あ
っ

た
科
目
を
自
ら
選
び
、
時
間
割
を
作
成
す
る
。
平
成
十
六
年
度
に

こ
の
授
業
を
履
修
し
た
生
徒
は
、
三
年
次
生
徒
十
四
名
（
男
子
四

名
、
女
子
十
名
）
で
あ
っ
た
。
希
望
進
路
は
、
進
学
・
就
職
で
ち
ょ

う
ど
半
々
で
あ
る
。（
選
択
授
業
で
あ
る
た
め
、
年
に
よ
っ
て
受

講
生
徒
の
人
数
・
希
望
進
路
等
は
一
定
で
は
な
か
っ
た
。）
時
間

割
編
成
の
都
合
か
ら
、「
現
代
語
」（
二
単
位
）
の
授
業
は
週
に
一

回
、
二
時
限
続
き
で
行
っ
た
。

　

年
間
の
授
業
展
開
を
、
教
科
書
の
目
次
風
に
ま
と
め
て
下
に
掲

げ
る
。（
「　

」
を
つ
け
た
教
材
は
、
使
用
し
た
教
科
書
『
高
等

学
校　

現
代
語
』（
角
川
書
店
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。）

１　

現
代
語
入
門

　
　

・
日
本
語
の
表
記

　
　

・
日
本
語
で
用
い
る
符
号
と
句
読
点

　
　

・
日
本
語
の
音
節

２　

和
語
・
漢
語
・
外
来
語

　
　

・「
外
来
語
」（
多
田　

道
太
郎
）

　
　

・
漢
字
の
音

　
　

・
漢
語
の
組
み
立
て

３　

言
葉
と
社
会

　
　

・「
よ
ろ
し
く
」（
森
本　

哲
郎
）

　
　

・
苦
情　

言
う
と
き
言
わ
れ
る
と
き

　
　

・
中
学
生
に
対
し
て
敬
語
を
使
う
と
き

４　

話
し
言
葉

　
　

・「
話
し
言
葉
の
特
徴
」（
畠　

弘
巳
）

　
　

・
方
言
発
見

　
　

・「
標
準
語
の
成
り
立
ち
」（
上
村　

幸
雄
）

５　

世
界
の
中
の
日
本
語

　
　

・「
翻
訳
は
可
能
か
」（
千
野　

栄
一
）

　
　

・「
日
本
語
が
国
際
語
に
な
る
に
は
」（
ア
ン
ト
ニ
オ
・

　
　
　
　
　

ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
）
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●
授
業
の
実
際

　

筆
者
が
特
に
工
夫
を
こ
ら
し
た
の
は
、
３
・
４
章
で
あ
る
。
紙

幅
の
関
係
か
ら
、
こ
こ
で
は
、「
苦
情
」
を
取
り
上
げ
た
授
業
に

つ
い
て
説
明
し
た
い
。

　

わ
れ
わ
れ
の
言
語
生
活
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
言
葉
は
、

必
ず
し
も
和
や
か
に
使
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
常
に
和
や
か

な
関
係
が
結
べ
る
言
葉
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
国
語
表
現
」
で
手
紙
の
書
き
方
、
電
話
の
か
け
方
、

話
し
合
い
の
し
か
た
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
苦
情
」
の
授
業
は
、
言
葉
を
み
す
え
、
そ
の
先
へ
も
う
一
歩
踏

み
こ
ん
だ
試
み
で
あ
る
。

　

授
業
は
二
時
限
連
続
一
回
の
完
結
と
し
た
。
新
聞
記
事
（
＊
４
）

を
も
と
に
、
①
記
事
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
苦
情
の
受
け
方
、
苦
情

の
言
い
方
を
整
理
し
、
そ
れ
を
も
と
に
、
②
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て

い
る
と
き
に
い
や
な
苦
情
の
言
わ
れ
方
は
ど
ん
な
も
の
か
、
自
分

な
ら
ど
ん
な
ふ
う
に
苦
情
を
言
う
か
を
考
え
さ
せ
た
。
現
代
の
高

校
生
が「
苦
情
」に
身
近
な
位
置
に
い
る
こ
と
は
予
想
以
上
で
あ
っ

た
。
社
会
全
体
を
見
回
す
と
、
捨
て
ぜ
り
ふ
、
は
ぐ
ら
か
し
、
意

図
的
な
意
味
不
明
発
言
等
、
不
愉
快
な
言
葉
が
は
び
こ
っ
て
い
る
。

授
業
を
通
し
て
、
不
愉
快
な
気
持
ち
を
和
や
か
に
相
手
に
伝
え
る

術
を
、
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
再

認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

　

今
後
も
、筆
者
は
〔
言
語
事
項
〕
に
つ
い
て
「
国
語
総
合
」「
国

語
表
現
Ⅰ
・
Ⅱ
」
の
授
業
等
で
し
っ
か
り
と
位
置
づ
け
て
ゆ
け
た

ら
と
考
え
て
い
る
。
ご
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

﹇
参
考
文
献
﹈

＊
１　
「
グ
ラ
フ
で
見
る
学
校
現
場
の「
現
代
語
」」（「
日
本
語
学
」

　
　
　

一
九
九
七
・
五
月
号
、
明
治
書
院
）

＊
２　
「
旗
手
的
役
割
を
担
っ
た
「
現
代
語
」
の
命
運
」（
大
平
浩

　
　
　

哉
『
国
語
教
育
改
革
論
』
一
九
九
七
、
愛
育
社
）

＊
３　

た
と
え
ば
、
野
元
菊
雄
ほ
か
編
『
現
代
語
』
教
科
書
（
一

　
　
　

九
九
四
、
三
省
堂
）。

＊
４　
「
朝
日
新
聞
」
二
〇
〇
二
・
十
一
・
二
「
お
作
法　

不
作
法
」

　
　
　

に
掲
載
。

　

本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
早
稲
田

大
学
国
語
教
育
学
会
研
究
会
「
国
語
教
育
史
と
実
践
に
学
ぶ
会
」

に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
を
、
参
加
者
か
ら
い
た
だ
い
た
意
見

を
ふ
ま
え
て
改
訂
・
縮
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今
ど
き
の
高
校
生
の
語
彙
力

〜
国
語
力
向
上
事
業
研
究
・
語
彙
力
調
査
か
ら
〜

●
筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭

鎌
倉
芳
信
（
か
ま
く
ら
・
よ
し
の
ぶ
）

春
床0

一
刻
値
千
金―

―

意
味
（
春
、
起
き
る
前
の
布
団

0

0

0

0

0

0

0

の
中
0

0

の
一
瞬
は
千
金
も
の
値
打
ち
が
あ
る
。）

　

三
省
堂
『
新
編
国
語
総
合
』
に
名
文
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

も
の
を
、後
に
試
験
し
た
際
の
解
答
。
な
る
ほ
ど
、で
あ
る
。
も
っ

と
も
文
系
の
大
学
生
で
も
こ
ん
な
答
は
け
っ
こ
う
多
い
ら
し
い
か

ら
、
高
校
生
の
勉
強
不
足
ば
か
り
を
嘆
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

生
徒
に
「
春
宵
」
の
実
感
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
春
の

夜
は　

ま
だ
宵
な
が
ら
、
明
け
ぬ
る
を　

雲
の
い
ず
こ
に　

月
や

ど
る
ら
む
」（
百
人
一
首
）
の
歌
、「
宵
な
が
ら
」
の
意
味
の
解
答

に
、「
ま
だ
夜
な
の
に
」「
ま
だ
暗
い
の
に
」
と
い
う
答
が
圧
倒
的

に
多
い
の
だ
ろ
う
。
日
暮
れ
か
ら
夜
中
ま
で
を
「
宵
」
と
い
う
時

間
意
識
は
今
の
高
校
生
か
ら
完
全
に
消
え
失
せ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
た
び
た
び
味
わ
う
も
の
だ
か
ら
、
国
語
科
で

生
徒
の
語
彙
力
調
査
を
し
て
み
た
。
以
下
は
調
査
の
結
果
の
簡
単

な
紹
介
で
あ
る
。

　

語
彙
は
、「
漢
語
」「
和
語
」「
カ
タ
カ
ナ
語
」「
諺
・
慣
用
句
・

四
字
熟
語
」
の
四
分
野
か
ら
。
調
査
は
、「
読
め
る
か
」「
意
味
が

わ
か
る
か
」「
正
し
い
使
わ
れ
方
が
わ
る
か
」「
語
彙
を
選
択
で
き

る
か
」「
適
切
に
表
現
で
き
る
か
」
の
五
項
目
。

〇
「
未
曾
有
」「
風
聞
」「
焦
眉
」
な
ど
死
語
に
近
い

　

け
っ
し
て
特
殊
な
こ
と
ば
で
は
な
い
。「
未
曾
有
の
大
惨
事
」

な
ど
「
未
曾
有
」
は
よ
く
聞
く
こ
と
ば
。
先
の
ス
マ
ト
ラ
沖
地
震

の
報
道
で
も
こ
の
こ
と
ば
を
多
く
耳
に
し
目
に
し
た
。
し
か
し
単

語
で
は
読
め
な
い
。
読
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
正
確
に
意
味
を
理

解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
大
惨
事
の
ニ
ュ
ー
ス
を
生
徒
は
ど

う
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
風
聞
」
に
し
て
も
、「
風
聞
に
惑
わ
さ
れ
な
い
で
」
な
ど
と
使

う
が
、
果
た
し
て
生
徒
は
こ
う
し
た
惑
い
に
陥
っ
た
こ
と
な
ど
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
焦
眉
」
に
い
た
っ
て
は
、
40
％
の
者
し
か
読
め
な
い
。「
焦
眉

の
急
」
と
な
れ
ば
あ
る
い
は
も
っ
と
正
答
率
は
上
が
る
か
も
知
れ

な
い
が
、「
焦
眉
の
急
」
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
は

不
安
。
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〇
和
語
は
大
の
苦
手                

　
「
な
お
ざ
り
」「
し
た
り
顔
」「
か
こ
つ
」「
お
し
な
べ
て
」「
う

ら
ぶ
れ
た
」「
つ
と
に
」「
や
つ
す
」「
う
が
つ
」
な
ど
、
意
味
や

使
わ
れ
方
が
理
解
で
き
て
い
る
生
徒
は
半
分
以
下
。「
な
お
ざ
り

な
」
を
「
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
」
と
混
同
し
た
り
、「
し
た
り
顔
」

を
「
え
び
す
顔
」
と
同
じ
意
味
に
理
解
し
た
り
す
る
。「
か
こ
つ
」

は
も
っ
と
も
正
答
率
が
悪
が
っ
た
が
、「
不
満
を
ぶ
ち
ま
け
る
」

の
意
味
で
理
解
し
て
い
る
者
が
多
数
。「
か
こ
つ
」の
響
き
に
は「
ぶ

ち
ま
け
る
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

和
語
を
使
っ
て
の
表
現
と
な
る
と
そ
の
能
力
は
格
段
に
落
ち
る
。

「
た
そ
が
れ
」
を
「
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
る
」
の
意
味
で
理
解
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
、「
悲
し
い
気
持
ち
で
、
彼
は
た
そ
が
れ
て
い

た
。」
と
か
「
や
が
て
夕
日
が
沈
み
僕
は
た
そ
が
れ
る
の
を
や
め

た
。」
な
ど
、理
解
に
苦
し
む
よ
う
な
誤
用
は
多
い
。
し
か
し
、「
空

は
た
そ
が
れ
色
に
染
ま
っ
て
い
っ
た
」
と
な
る
と
、
果
た
し
て
誤

用
と
言
え
る
か
ど
う
か
悩
む
と
こ
ろ
だ
。「
た
し
な
み
」で
は
、「
私

は
、
た
し
な
み
を
整
え
、
入
学
式
に
参
加
し
た
。」「
私
は
、
た
し

な
み
を
す
る
の
が
大
好
き
で
す
。」「
私
は
、
彼
の
あ
ま
に
ひ
ど
い

行
動
を
た
し
な
ん
だ
。」（
「
た
し
な
め
る
」
と
の
混
同
と
思
わ
れ

る
）
な
ど
と
い
う
誤
用
が
多
い
。

　

意
味
を
き
ち
ん
と
理
解
せ
ず
、
た
だ
語
の
響
き
や
語
感
か
ら
の

イ
メ
ー
ジ
で
こ
と
ば
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
間
違
い

が
ほ
と
ん
ど
。
和
語
は
日
本
の
伝
統
的
な
美
観
や
美
意
識
に
根
ざ

し
て
い
る
も
の
だ
け
に
、
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
調
査
結
果
を
見
る
と
、
国
語
の
指
導
上
組
織
的
に
工
夫
し

取
り
組
ま
な
い
と
将
来
た
い
へ
ん
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
。

〇
カ
タ
カ
ナ
語
は
好
き

　
「
ア
イ
テ
ム
」「
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」「
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
」「
イ
ベ
ン
ト
」「
ニ
ー
ズ
」「
リ
ス
ク
」
等
、カ
ナ
カ
ナ
語
は
、

意
味
・
使
い
方
・
そ
れ
を
使
っ
た
表
現
と
も
よ
く
で
き
る
。
和
語

と
比
較
す
る
と
驚
く
ほ
ど
の
違
い
が
あ
り
、
生
徒
の
日
常
生
活
の

一
端
が
う
か
が
え
る
。
生
徒
は
カ
タ
カ
ナ
語
を
か
な
り
自
由
に
抵

抗
な
く
使
い
こ
な
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
な
要
素
と

し
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
の

こ
と
。
国
語
力
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
喜
ん
で
ば
か
り
い
ら
れ

な
い
面
も
あ
る
。
意
味
の
正
答
率
が
60
％
か
ら
80
％
と
、
あ
ま
り

よ
く
な
い
カ
タ
カ
ナ
語
を
あ
げ
る
と
、「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」「
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」「
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」

「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
ど
。

　

注
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
カ
タ
カ
ナ
語
は
、
必
要
な
術
語

で
あ
っ
た
り
、
読
解
・
思
考
に
は
欠
か
せ
な
い
語
で
あ
っ
た
り
す
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る
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
語
が
生
徒
に
充
分
に
浸
透
し
て
い
な
い
事

実
は
深
刻
だ
。「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
意
味
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い

と
す
れ
ば
、『
羅
生
門
』
は
果
た
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
し
て
漱
石
の
小
説
を
読
む
こ
と
な
ど
絶
望
的
と
い
う
こ
と
に
な

る
。「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
58
％
）「
レ
ト
リ
ッ
ク
」（
59
％
）
に
至
っ

て
は
60
％
以
下
の
正
答
率
で
あ
る
。

〇
諺
・
慣
用
句
・
四
字
熟
語
に
は
指
導
の
成
果
が

　

こ
の
分
野
の
理
解
力
・
使
用
能
力
は
他
の
分
野
に
比
べ
て
比
較

的
高
い
。
こ
れ
は
小
学
校
時
代
か
ら
の
学
習
の
成
果
だ
ろ
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
出
来
の
よ
く
な
か
っ
た
も
の
だ
け
を
あ
げ
て
み
る
と
、

「
お
茶
を
に
ご
す
」「
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
」「
足
元
を
見
ら
れ
る
」「
鼻

持
ち
な
ら
な
い
」
な
ど
。「
鼻
持
ち
な
ら
な
い
」（
28
％
）
の
理
解

は
三
割
以
下
の
正
答
率
。
当
然
こ
の
語
句
を
使
っ
て
の
表
現
は
出

来
な
い
。「
今
年
の
花
粉
は
鼻
持
ち
な
ら
な
い
ら
し
い
。」な
ど
笑
っ

て
し
ま
う
答
案
も
あ
る
。
小
学
校
で
同
時
期
、
同
形
式
で
小
学
生

向
け
に
行
っ
た
調
査
で
は
、「
顔
に
ど
ろ
を
ぬ
る
」
を
「
あ
ま
り

の
く
や
し
さ
に
友
達
の
顔
に
ど
ろ
を
ぬ
る
」
と
か
、「
板
に
つ
く
」

を
「
（
か
れ
）
の
板
に
つ
い
て
歩
い
て
い
こ
う
」（
４
年
）
な
ど

と
い
う
、
笑
え
な
い
珍
答
が
あ
っ
た
。　

ど
ち
ら
も
、
こ
と
ば
を

表
面
的
に
の
み
と
ら
え
、
背
後
の
意
味
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い

な
い
も
の
だ
。
諺
や
慣
用
句
な
ど
は
、
い
っ
た
ん
そ
の
こ
と
ば
の

な
り
た
ち
を
含
め
て
理
解
さ
せ
れ
ば
定
着
す
る
も
の
な
の
で
、
何

を
ど
こ
で
ど
う
確
実
に
教
え
る
か
で
あ
ろ
う
。

　

漢
語
の
慣
用
句
に
な
る
と
お
ぼ
つ
か
な
い
も
の
が
増
え
る
。「
老

婆
心
」
の
意
味
を
「
や
さ
し
い
心
」
と
捉
え
る
者
が
24
％
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
を
使
っ
た
表
現
で
は
「
『
彼
の
幼
稚
な
行

動
に
対
し
て
、』
老
婆
心
が
く
す
ぐ
ら
れ
た
」
の
よ
う
な
答
が
多

い
。
ま
た
、「
破
天
荒
」
は
「
と
ん
だ
破
天
荒
の
日
の
出
発
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
」を
正
し
い
使
い
方
と
し
た
者
が
29
％
も
い
る
。「
雪

辱
」
を
使
っ
た
表
現
で
「
雪
辱
を
は
ら
す
」
と
書
い
た
者
は
64
％
。

「
雪
辱
を
果
た
す
」
の
よ
う
に
、
ひ
と
続
き
の
慣
用
表
現
と
し
て

理
解
定
着
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。　〇

大
人
の
常
識
は
生
徒
の
非
常
識

　

以
上
、
調
査
の
一
端
を
紹
介
し
た
が
、
私
た
ち
大
人
に
と
っ
て

は
常
識
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
生
徒
に
と
っ
て
は
け
っ
し
て
常
識
で

は
な
い
。「
社
会
の
教
科
書
の
文
章
が
難
し
い
」
と
言
う
生
徒
は

け
っ
こ
う
多
い
と
聞
く
。先
述
の
小
学
校
の
調
査
で
は「
エ
チ
ケ
ッ

ト
」
を
知
ら
な
い
児
童
が
多
数
い
た
。
古
文
の
「
現
代
語
訳
」
を

普
通
に
「
日
本
語
訳
」
と
言
う
高
校
生
だ
か
ら
、
語
彙
の
指
導
は
、

私
た
ち
に
と
っ
て
当
然
の
言
語
感
覚
が
通
用
し
な
い
と
見
て
注
意

深
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。（
文
部
科
学
省
指
定
の
筑

波
大
附
属
小
中
高
国
語
科
「
国
語
力
向
上
事
業
研
究
」
か
ら
）



わ
た
し
を
語
る
こ
と
ば
を
求
め
て

牲
川
波
都
季
・
細
川
英
雄　

著
／
四
六
判
・
３
０
４
ペ
ー
ジ
／

２
、３
１
０
円
（
税
込
）
／ISBN

 4-385-36198-3
早
稲
田
大
学
本
庄
高
等
学
院
三
年
生
の
「
日
本
語
表
現
総
合
」
の
授
業
実

践
と
観
察
の
記
録
。
授
業
担
当
者
・
観
察
者
で
あ
る
著
者
と
生
徒
と
が
、

内
省
と
他
者
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
「
わ
た
し
の
こ
と
ば
」
を
獲
得
し
て

い
く
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
。 

声
を
読
も
う 

声
で
描
こ
う

―

朗
読
の
た
め
の
17
の
栞

西
川
小
百
合
・
松
丸
春
生 
著
／
Ｂ
５
変
型
判
・
１
５
２
ペ
ー
ジ

（
Ｃ
Ｄ
１
枚
付
き
）
／
１
、９
９
５
円
（
税
込
）
／ISBN
 4-385-36182-7

待
望
の
朗
読
・
読
み
聞
か
せ
の
入
門
書
。
朗
読
に
よ
る
言
語
活
動
の
活
性

化
の
可
能
性
と
、
文
字
を
覚
え
る
こ
と
で
失
っ
て
き
た
「
声
の
力
」
を
取

り
戻
す
手
だ
て
を
、
易
し
い
理
論
と
実
践
か
ら
楽
し
く
学
ぶ
。
著
者
に
よ

る
朗
読
を
付
録
Ｃ
Ｄ
に
収
録
。

こ
と
ば
の
学
び
と
評
価

国
語
科
授
業
へ
の
視
角 　

 

髙
木
展
郎　

著
／
Ａ
５
判
・
１
７
６
ペ
ー
ジ
／

２
、２
０
５
円
（
税
込
）
／ISBN

 4-385-36178-9

新
教
育
課
程
と
新
指
導
要
領
の
実
施
で
教
育
現
場
は
新
し
い
歩
み
を
踏
み

出
し
た
。
課
題
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
「
新
し
い
評
価
観
」「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
視
」
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
実
践
的
に
教
科
指
導
の

新
し
い
展
望
を
示
し
た
論
考
の
書
。 

国
語
科
授
業
構
想
の
展
開

町
田
守
弘　

著
／
Ａ
５
判
・
２
５
６
ペ
ー
ジ
／

２
、５
２
０
円
（
税
込
）
／ISBN

 4-385-36188-6

長
年
に
わ
た
り
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
員
を
つ
と
め
た
著
者
が
、
学
習

者
中
心
の
「
授
業
構
想
」
を
提
案
す
る
。
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
素
材
を
積

極
的
に
と
り
い
れ
、
現
場
の
変
化
に
対
応
し
た
「
授
業
構
想
」
の
具
体
的

実
践
例
を
多
数
掲
載
。

表
現
す
る
高
校
生対

話
を
め
ざ
す
教
室
か
ら　

 

中
洌
正
尭
・
国
語
論
究
の
会  

著
／
Ａ
５
判
・
２
９
６
ペ
ー
ジ
／

２
、６
２
５
円
（
税
込
）
／ISBN

 4-385-36149-5

表
現
活
動
に
よ
っ
て
教
室
を
活
性
化
す
る
「
32
」
の
事
例
集
。
生
徒
の
表

現
を
素
材
に
、「
学
習
指
導
の
展
開
」
で
は
授
業
展
開
を
、「
評
価
」
で
は

表
現
を
評
価
す
る
観
点
を
、
そ
し
て
「
発
展
」
で
は
発
展
学
習
案
を
多
角

的
な
視
野
で
提
案
す
る
。 
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TEL.０３（３２３０）９４１２（営業）

（価格は税込）

生きのよい現代語満載。
収録語数7万6千。
2,625円小型版2,415円

大型国語辞典の最高峰！
〔並〕新装版7,300円

学習古語のトップセラー。
2万1千項目収録。
  2,730円小型版2,079円

徹底した学習指向の
最上級古語。
　　　　  2,835円

教科書に合わせた
全面改訂版。
　　　  1,995円

語彙の力を高める
新学習国語の最新版。
　　　　　 2,835円

伝統ある
最強の
学習古語。
  2,940円

例解方式で
理解する
学習古語。
  2,625円
ポケット版

  1,890円

字形から
引ける
本格漢和。
  2,940円

親字1万、熟語8万を収録。
用例に現代日本語訳付。
最新「人名用漢字」資料付き。
　　　　　　　　 2,982円

［学習］機能を飛躍的に充実!
!!高校生用国語辞書　勢揃い

各3,045円小型版2,835円
特装版（白）と並版（赤）は同じ内容です。

小型国語辞典のトップセラー。全面改訂［第六版］新発売！
シャープな語釈、実感あふれる用例に定評。
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大　阪 TEL.０６（６３４１）２１７７
名古屋 TEL.０５２（２５２）９２１１・９２１２
九　州 TEL.０９２（５３１）１５３１・１５３２
札　幌 TEL.０１１（６１６）８７２２
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