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に
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る
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詞
概
念
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入

高

戸

聰

は
じ
め
に

漢
文
を
学
習
す
る
際
、
初
学
者
が
戸
惑
う
事
項
の
一
つ
に
置
き
字
が
あ
る
。
置
き
字
は
、
原
文
に
は
漢
字
と
し
て
存
在
す
る
が
、
漢

文
を
訓
読
す
る
時
に
は
読
ま
れ
な
い
た
め
、
学
習
者
が
戸
惑
い
を
覚
え
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
漢
字
が
常
に
置
き
字
と
し
て
処
理
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
時
に
は
読
ま
れ
あ
る
時
に
は
読
ま
れ
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
扱
い
が
一
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
、
学
習
者
は

よ
り
い
っ
そ
う
の
困
惑
を
覚
え
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
品
詞
が
置
き
字
と
し
て
処
理
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
線
引
き
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
置
き

字
と
い
う
言
語
現
象
は
、
古
代
中
国
語
で
あ
る
漢
文
そ
の
も
の
に
存
在
す
る
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
置
き
字
と
は
、
日
本
で
漢

文
を
訓
読
を
す
る
際
の
独
特
な
現
象
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
般
に
、
置
き
字
は
、
助
字
の
な
か
の
読
ま
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
助
字
と
は
何
か
や
、
ど
の
品
詞
が
該
当
す

る
の
か
に
つ
い
て
、
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

小
論
で
は
、
漢
文
訓
読
に
独
特
な
言
語
現
象
で
あ
る
、
こ
の
置
き
字
に
つ
い
て
、
漢
文
教
育
の
場
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
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れ
ば
学
習
者
が
理
解
し
や
す
い
か
に
つ
い
て
、
虚
詞
と
い
う
中
国
語
文
法
上
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
解
決
が
で
き
な
い
か
考
察
す

る
。

一

置
き
字
に
つ
い
て

本
章
で
は
、
置
き
字
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
置
き
字
に
つ
い
て
、
現
行
の
高
等
学
校
教
科
書
で
あ
る
、

『
新
訂
国
語
総
合

古
典
編
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

訓
読
す
る
と
き
、
読
ま
な
い
助
字
を
置
き
字
と
い
う
。
そ
の
字
そ
の
も
の
は
読
ま
な
い
が
、
そ
の
文
章
上
で
の
は
た
ら
き
は
、
上

ま
た
は
下
の
字
の
送
り
仮
名
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
字
は
、
常
に
置
き
字
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
読
む

か
読
ま
な
い
か
は
、
文
の
構
成
や
意
味
、
訓
読
し
た
と
き
の
調
子
で
決
ま（

1
）る

。

こ
の
高
等
学
校
教
科
書
で
は
、置
き
字
は
助
字
の
中
で
読
ま
れ
な
い
も
の
を
指
す
と
さ
れ
る
。ま
た
、読
む
読
ま
な
い
は
文
の
構
成
・

意
味
や
調
子
で
決
ま
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
言
い
換
え
る
な
ら
、
置
き
字
は
品
詞
で
は
な
い
の
で
、
一
定
の
用
法
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
状
況
に
応
じ
て
置
き
字
と
し
て
処
理
し
た
り
、
読
ん
だ
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

あ
る
字
を
置
き
字
と
し
て
処
理
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、「
読
む
か
読
ま
な
い
か
は
、
文
の
構
成
や
意
味
、
訓
読
し
た
と
き
の
調
子

で
決
ま
る
」
と
し
て
い
る
が
、
あ
る
字
を
置
き
字
と
し
て
処
理
し
て
も
、
置
き
字
と
し
な
い
で
読
ん
だ
と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も

語
法
上
正
し
い
こ
と
が
多
く
あ
る
。

例
え
ば
、
漢
文
学
習
の
際
、
必
ず
使
用
さ
れ
る
『
論
語
』
学
而
篇
の
劈
頭
「
学
而
時
習
之
」
の
箇
所
は
、
普
通
「
学
び
て
時
に
之
を

し
こ
う

習
ふ
」
と
訓
読
さ
れ
る
。
た
だ
、
同
じ
箇
所
を
「
学
び
而
し
て
時
に
之
を
習
ふ
」
と
訓
読
し
て
も
、
語
法
上
間
違
い
と
は
言
い
切
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
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置
き
字
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
曖
昧
さ
は
、
漢
文
学
習
の
際
に
直
面
す
る
、
障
害
の
一
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
学

習
参
考
書
で
も
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、『
漢
文
学
習
小
事
典
』
の
「
置
き
字
」
の
項
を
以
下
に
引
用
し
よ
う
。

日
本
で
の
言
い
方
で
、
広
義
の
助
字
の
う
ち
、
ふ
つ
う
訓
読
し
な
い
も
の
を
こ
う
呼
ん
で
い
る
。
①
文
末
の
「
焉
・
矣
・
兮
」
な

ど
、
②
文
中
の
「
於
・
于
・
乎
」
な
ど
、
③
文
中
の
接
続
詞
「
而
」
な
ど
が
代
表
的
で
、
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
訓
が
な
い
た
め
に

ヲ
キ

せ
ん
て
い

て

に

は

出
た
こ
と
ば
。
古
く
か
ら
「
虚
字
ト
ハ
於
字
ニ
テ
、
読
マ
ヌ
字
ナ
リ
」〈
筌
蹄
集
〉・「
手
爾
葉
は
唐
土
の
置
字
な
り
」〈
手
爾
波
大

概
抄
〉
な
ど
と
言
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
具
体
的
な
文
字
は
一
定
し
て
い
な
い
。
捨
て
字
・
黙
字
な
ど
と
も
い
う
が
、
と
も
に
、

あ
い
ま
い
な
こ
と
ば
で
あ（

2
）る

。

や
は
り
、「
具
体
的
な
文
字
は
一
定
し
て
い
な
い
」「
あ
い
ま
い
な
こ
と
ば
」
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

言
語
活
動
そ
の
も
の
は
、
固
定
的
か
つ
規
則
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
能
動
的
に
変
化
し
、
文
法
や
語
法
を
逸
脱
し
た
用
法
が
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
漢
文
は
古
代
中
国
語
で
あ
り
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
固
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
漢
文
を
教

育
に
利
用
す
る
か
ら
に
は
、
漢
文
を
学
習
す
る
場
あ
る
い
は
漢
文
を
教
え
る
場
で
、
曖
昧
さ
が
あ
る
こ
と
は
、
な
る
べ
く
避
け
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

と
は
言
え
漢
文
を
、
原
文
の
古
代
中
国
語
か
ら
現
代
日
本
語
に
直
接
に
翻
訳
す
る
の
で
は
な
く
、
原
文
の
調
子
を
生
か
し
た
形
で
読

み
下
し
て
い
る
以
上
、
訓
読
す
る
上
で
ど
こ
か
に
曖
昧
さ
が
発
生
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
置
き
字
の
持
つ
曖
昧
さ
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
そ
の
説
明
の
仕
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

置
き
字
と
は
日
本
の
訓
読
に
特
有
の
言
語
現
象
で
あ
り
、
置
き
字
な
し
で
訓
読
を
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
置
き
字
を
理
解
す
る
際
の
困
難
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
置
き
字
の
持
つ
曖
昧
さ
を
改
め
て
指
摘
す
れ
ば
、
ど

の
字
が
置
き
字
と
さ
れ
る
か
固
定
し
て
い
な
い
、
置
き
字
と
し
て
処
理
す
る
際
の
基
準
が
明
確
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
置
き
字
は
助
字
の
中
の
読
ま
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ど
の
品
詞
が
置
き
字
と
さ
れ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
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が
、
大
き
く
助
字
と
い
う
分
類
に
区
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
助
字
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

二

助
字
に
つ
い
て

置
き
字
は
品
詞
の
一
つ
で
な
く
、「
広
義
の
助
字
の
う
ち
、
ふ
つ
う
訓
読
し
な
い
も
の
」
と
さ
れ
て
い
た
。
本
章
で
は
、
こ
の
助
字

に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

ま
ず
前
章
で
も
引
用
し
た
高
等
学
校
「
国
語
総
合
」
の
教
科
書
で
は
、

文
中
や
文
末
に
あ
っ
て
、
疑
問
・
断
定
や
接
続
な
ど
の
意
味
を
添
え
る
文
字
を
助
字
と
い（

3
）う

。

と
し
て
い
る
。「
疑
問
・
断
定
や
接
続
な
ど
の
意
味
を
添
え
る
文
字
」
と
言
う
の
み
で
、
ど
の
品
詞
が
含
ま
れ
る
の
か
や
、
各
品
詞

と
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

次
に
『
漢
文
学
習
小
事
典
』
か
ら
「
助
字
」
の
項
を
引
用
す
る
。

狭
義
に
は
、
十
一
品
詞
の
中
の
一
つ
（
助
詞
）。
広
義
に
は
、
代
名
詞
や
副
詞
を
含
ん
だ
虚
字
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
に
使
わ
れ
る
（
こ

の
場
合
、
中
国
で
は
ふ
つ
う
「
助
辞
」
と
言
う
）。
教
科
書
で
は
「
返
読
文
字
・
助
字
・
再
読
文
字
」
な
ど
と
分
類
す
る
が
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
で
、
こ
れ
ら
「
返
読
文
字
・
助
字
・
再
読
文
字
」
は
、
い
ず
れ
も
広
義
に
は
助
字
で
あ（

4
）る

。

助
字
と
は
、
狭
義
で
は
助
詞
、
広
義
で
は
「
虚
字
」
で
あ
る
と
い
う
。
助
字
を
狭
義
の
意
味
で
助
詞
と
捉
え
る
こ
と
は
、
置
き
字
と

の
関
係
か
ら
考
え
た
場
合
、
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
助
字
を
助
詞
と
い
う
意
味
で
捉
え
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い

が
、
助
字
を
狭
義
で
捉
え
る
こ
と
は
、
話
を
複
雑
に
す
る
だ
け
で
、
置
き
字
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
助
字
を
広
義
の
意
味
で
捉
え
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
広
義
の
助
字
は
、「
代
名
詞
や
副
詞
を
含
ん
だ
虚
字
」
と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
り
、
中
国
で
は
「
助
辞
」
と
も
言
う
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
教
科
書
で
は
「
返
読
文
字
・
助
字
・
再
読
文
字
」
な
ど
と
も
分

4



類
す
る
が
、「
い
ず
れ
も
広
義
に
は
助
字
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

返
読
文
字
と
い
う
言
い
方
は
最
近
あ
ま
り
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、『
漢
文
学
習
小
事
典
』
か
ら
当
該
の
項
を
引
用
し
説
明
す
る
。

訓
読
を
学
ぶ
と
き
の
便
宜
上
の
用
語
。
漢
文
を
訓
読
し
て
日
本
文
と
し
て
み
た
ば
あ
い
、
①
述
語
的
な
働
き
を
し
て
い
な
が
ら
そ

の
主
語
の
上
に
つ
く
、
②
助
詞
・
助
動
詞
な
ど
付
属
語
的
な
働
き
を
し
て
い
な
が
ら
、
自
立
語
的
な
語
の
上
に
つ
く
、
③
体
言
や
、

被
修
飾
語
的
で
あ
り
な
が
ら
、
修
飾
語
の
上
に
つ
く
、
な
ど
の
働
き
を
す
る
漢
字
が
あ（

5
）る

。

ま
た
当
該
の
項
で
は
、「
返
読
文
字
」
と
し
て
以
下
の
漢
字
を
挙
げ
て
い
る
。

ず

あ
ら
ズ

お
ほ
シ

や
す
シ

か
た
シ

ず

ほ
つ
ス

た
め
ニ

ご
と
ニ

不
・
非
。

あ
リ

有
・

な
シ

無
・

な
カ
レ

勿

。
多
・

ナ
シ

少

、
易
・
難
・

べ
シ

可
・
不
レ

べ
カ
ラ

可

。
欲
。
為
・

た
リ
・
な
り

為

。
毎
。い

へ
ど
モ

雖
。

と
こ
ろ

ゆ
ゑ
ん

も
つ
テ

と

ご
と
シ

ご
と
シ

ず

ず

ず

あ
た
ハ

る
・
ら
ル

る
・
ら
ル

所
・
所
以
。
以
。

よ
リ

自
・

よ
リ

従
。
与
。
如
・
若
、
不
レ

し
カ

如
・
不
レ

し
カ

若
。
不
レ

能
。
見

・
被

。
し
ム

使
・

し
ム

令
・

し
ム

教
・

し
ム

遣
。

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
否
定
詞
・
形
容
詞
・
助
動
詞
・
介
詞
・
副
詞
・
接
続
詞
・
助
詞
な
ど
、
多
様
な
品
詞
に
渉
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
返
読
文
字
と
言
っ
た
場
合
、
形
容
詞
を
も
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
返
読
文
字
も
含
む
助
字
は
、
品
詞
と
し
て
は
多
く
の
品

詞
を
含
み
、
文
中
の
は
た
ら
き
と
し
て
は
多
岐
に
わ
た
る
、
広
範
か
つ
や
や
曖
昧
な
分
類
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
置
き
字
と
助
字
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
置
き
字
は
そ
も
そ
も
漢
文
を
訓
読
す
る
際
の
日
本
語
独
特
の
言
語
現
象
で
あ
る
た

め
、
原
文
の
古
代
中
国
語
の
品
詞
と
は
直
接
関
わ
り
な
い
。
そ
の
た
め
、
ど
の
品
詞
を
置
き
字
に
す
る
の
か
と
い
う
基
準
も
存
在
し
な

い
。
さ
ら
に
、
同
じ
字
を
、
置
き
字
と
し
て
処
理
し
た
り
、
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
文
の
構
成
や
意
味
、
訓
読
し
た
と

き
の
調
子
で
決
ま
る
」
と
い
う
、
明
確
な
基
準
の
な
い
、
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
助
字
に
つ
い
て
は
と
い
う
と
、「
訓
読
す
る
と
き
、
読
ま
な
い
助
字
を
置
き
字
と
い
う
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
置
き
字

よ
り
も
上
位
の
分
類
で
あ
り
、「
疑
問
・
断
定
や
接
続
な
ど
の
意
味
を
添
え
る
文
字
」
で
、「
代
名
詞
や
副
詞
を
含
ん
だ
虚
字
」
で
返
読
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文
字
も
再
読
文
字
を
も
含
ん
で
い
た
。
品
詞
と
し
て
は
、
副
詞
・
接
続
詞
・
助
詞
・
助
動
詞
、
さ
ら
に
は
形
容
詞
ま
で
も
含
む
と
す
る

見
解
ま
で
あ
っ
た
。
文
中
で
の
は
た
ら
き
に
着
目
し
て
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
助
字
は
、
広
範
か
つ
や
や
曖
昧
な
分
類
で
あ
っ
た
。

古
代
中
国
語
で
あ
る
漢
文
を
訓
読
す
る
際
に
、
あ
る
程
度
の
曖
昧
さ
が
残
る
の
は
仕
方
が
無
い
こ
と
で
あ
る
と
は
言
え
、
置
き
字
と

助
字
の
持
つ
こ
の
曖
昧
さ
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
時
、
説
明
す
る
の
に
困
難
を
伴
う
だ
ろ
う
。

中
学
・
高
校
の
教
員
採
用
試
験
の
問
題（

6
）集

に
以
下
の
よ
う
な
設
問
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

授
業
の
中
で
、
生
徒
か
ら
「
助
字
・
置
き
字
と
は
何
で
す
か
」
と
質
問
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
。
本（

7
）文

中
か
ら

例
を
挙
げ
て
、
分
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
解
説
で
は
「
助
字
の
働
き
、
助
字
と
置
き
字
の
関
係
を
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
」
と
し

て
い
る
。

中
学
・
高
校
の
教
員
採
用
試
験
の
問
題
集
で
、
こ
の
よ
う
な
設
問
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
置
き
字
と
助
字
の
関
係
に
つ
い
て
、
学

ぶ
側
・
教
え
る
側
と
も
に
躓
き
や
す
い
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
、
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

次
に
、
こ
の
設
問
の
解
答
を
引
用
し
よ
う
。

助
字
は
、
主
と
し
て
日
本
語
の
助
詞
・
助
動
詞
・
接
続
詞
、
英
語
の
前
置
詞
に
相
当
す
る
働
き
を
す
る
漢
字
で
あ
る
。
本
文
で
使

わ
れ
て
い
る
「
而
」
の
よ
う
に
、
文
中
に
あ
っ
て
語
句
の
接
続
関
係
な
ど
を
示
し
た
り
、「
也
」
の
よ
う
に
、
文
末
に
あ
っ
て
断

定
や
詠
嘆
な
ど
の
意
を
表
し
た
り
す
る
。
訓
読
の
際
に
読
ま
な
い
助
字
を
「
置
き
字
」
と
い
い
、
第
一
段
の
「
馬
騖
キ
テ
」
や
「
輟

メ
テ
」
の
直
後
に
あ
る
「
而
」、「
未
ダ
之
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
ニ
」
の
直
後
に
あ
る
「
也
」
や
第
一
段
の
最
後
に
あ
る
「
也
」
が
、
こ
れ

に
該
当
す（

8
）る

。

置
き
字
を
助
字
の
な
か
の
読
ま
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
内
容
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
助
字

に
属
す
る
品
詞
と
し
て
、
助
詞
・
助
動
詞
・
接
続
詞
に
加
え
て
、「
英
語
の
前
置
詞
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
語
に
前
置
詞
は
存

6



在
し
な
い
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
「
英
語
の
」
と
い
う
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
や
は
り
助
字
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
ま
ず
、
助
字
に
包
含
さ
れ
る
品
詞
の
説
明
が
不
統
一
か
つ
不

十
分
で
あ
る
こ
と
、
次
に
、
助
字
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
、「
接
続
関
係
を
示
し
た
り
」、「
文
末
に
あ
っ
て
断
定
や
詠
嘆
な
ど
の
意
を

表
し
た
り
す
る
」
と
い
う
に
止
ま
り
、
結
局
ど
う
い
う
は
た
ら
き
を
す
る
分
類
を
助
字
と
呼
ぶ
の
か
に
答
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ

る
。助

字
に
つ
い
て
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
必
然
的
に
そ
こ
に
含
ま
れ
る
置
き
字
に
つ
い
て
も
、
理
解
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
と

考
え
ら
れ
る
。

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
助
字
に
は
、
あ
る
字
を
置
き
字
と
し
て
処
理
し
て
も
、
置
き
字
と
せ
ず
読
ん
だ
と
し
て
も
、
語
法
上
ど

ち
ら
も
正
し
い
こ
と
が
多
く
存
在
す
る
。
置
き
字
あ
る
い
は
助
字
の
持
つ
こ
う
し
た
不
統
一
や
「
ゆ
れ
」
は
、
漢
文
を
教
え
る
側
に
も

学
習
す
る
側
に
も
、
一
つ
の
障
害
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
次
章
で
は
、
こ
の
「
ゆ
れ
」
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ

述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

三

漢
文
訓
読
の
「
ゆ
れ
」

漢
文
訓
読
を
す
る
際
の
、「
高
校
生
の
自
発
的
な
漢
文
学
習
を
妨
げ
る
要
因
」
と
し
て
、
塚
田
勝
郎
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す

る
。

日
常
、
生
徒
か
ら
「
ど
ち
ら
の
読
み
方
が
正
し
い
の
か
。」
と
か
「
ど
ち
ら
の
表
記
が
よ
い
の
か
。」
と
い
う
質
問
を
受
け
る
こ
と

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
訓
読
の
原
則
や
訓
点
処
理
の
不
統
一
に
接
し
た
、
彼
ら
の
と
ま
ど
い
や
不
安
を
よ
く
表
し
て
い（

9
）る

。

氏
は
、
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
後
、「
解
釈
の
相
違
に
は
至
ら
な
い
訓
読
の
違
い
や
表
記
の
ば
ら
つ
き
、
不
統
一
を
訓
読
の「
ゆ
れ
」

漢文教育における虚詞概念の導入（高戸）
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と
総（

10
）称

」す
る
。
小
論
も
今
後
は
、
塚
田
氏
の
定
義
に
し
た
が
い
「
ゆ
れ
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

そ
の
う
え
で
塚
田
氏
は
、
平
成
十
六
年
度
用
「
国
語
総
合
」
教
科
書
七
社
十
点
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
矛
盾
」
を
材
料
と
し
て
、
訓

読
の
「
ゆ
れ
」
を
調
査
し
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

こ
れ
ら
の
違
い
は
、
い
ず
れ
も
各
社
の
訓
読
の
原
則
や
表
記
の
方
針
に
由
来
す
る
も
の
で
、
解
釈
に
大
き
く
関
わ
る
も
の
な
く
、

通
常
は
「
ど
ち
ら
で
も
よ
い
」
と
か
「
習
慣
の
問
題
だ
」
と
し
て
処
理
さ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
訓

読
の
「
ゆ
れ
」
が
、
高
校
生
の
漢
文
学
習
に
と
っ
て
大
き
な
障
碍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な（

11
）い

。

漢
文
訓
読
の
際
に
「
ゆ
れ
」
が
あ
る
こ
と
は
、
学
ぶ
側
で
あ
る
高
校
生
た
ち
に
と
っ
て
、「
と
ま
ど
い
や
不
安
」
を
感
じ
る
「
大
き

な
障
碍
」
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
ゆ
れ
」
が
あ
る
こ
と
は
、
学
習
す
る
側
で
あ
る
高
校
生
の
漢
文
離
れ
を
加
速
さ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
塚
田
氏
は
、「
漢
文
指

導
に
苦
手
意
識
を
持
つ
教
員
」
が
増
加
し
て
い
る
、
と
い
う
。「
一
人
あ
る
い
は
二
人
で
「
国
語
総
合
」
を
担
当
す
る
ケ
ー
ス
で
は
、

現
代
文
・
古
文
に
比
べ
て
漢
文
の
時
間
が
少
な
く
な
る
」
と
し
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
よ
う
な
教
師
の
漢
文
離
れ
と
も
い
う
べ
き
現
象
は
、
教
員
養
成
課
程
に
お
い
て
漢
文
専
修
の
学
生
が
少
な
い
こ
と
に
起
因
し
、

漢
文
の
教
え
に
く
さ
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
漢
文
教
材
の
未
整
備
や
不
統
一
な
点
が
、

「
漢
文
は
教
え
に
く
い
」
と
い
う
恰
好
の
口
実
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ（

12
）る

。

漢
文
訓
読
に
「
ゆ
れ
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
え
る
側
に
も
苦
手
意
識
が
植
え
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、「
恰
好
の
口
実
」
と
い
う
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
漢
文
離
れ
の
原
因
が
、
訓
読
の
「
ゆ
れ
」
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
も

な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
塚
田
氏
は
、

漢
文
離
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
と
り
わ
け
訓
読
の
「
ゆ
れ
」
解
消
の
た
め
の
努
力
が
肝
要
で
あ
る
。
訓
読
の
「
ゆ
れ
」
を
い
つ
ま

8



で
も
「
流
儀
や
習
慣
に
よ
る
」
で
済
ま
せ
て
は
い
け
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
言
い
訳
に
は
な
ん
の
説
得
力
も
持
た
な（

13
）い

。

と
い
う
。

学
習
す
る
側
の
み
な
ら
ず
教
え
る
側
で
も
漢
文
離
れ
の
起
こ
る
原
因
が
、
全
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
訓
読
の
「
ゆ
れ
」
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
以
上
、「
ゆ
れ
」
を
解
消
す
る
た
め
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
点
、
筆
者
も
賛
成
で
あ
る
。

小
論
で
検
討
し
て
い
る
、
助
字
や
置
き
字
に
つ
い
て
も
、
塚
田
氏
は
訓
読
の
「
ゆ
れ
」
を
指
摘
す
る
。

会
話
文
の
末
尾
に
「
矣
」
や
「
焉
」
の
よ
う
な
訓
読
し
な
い
助
字
が
あ
る
場
合
の
「
ト
」
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
考
え
方
が
大
き

く
対
立
し
て
い
る
。「
国
語
総
合
」
教
科
書
で
は
、「
不
読
の
助
字
の
前
」
派
が
七
社
、「
不
読
の
助
字
の
後
」
派
が
三
社
で
あ
る

が
、「
前
」
派
は
会
話
文
末
の
助
字
を
読
む
か
ど
う
か
の
見
極
め
に
効
果
が
あ
る
こ
と
に
意
味
を
見
い
だ
し
、「
後
」
派
は
会
話
文

末
の
助
字
の
意
味
に
注
意
さ
せ
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
よ
う
で
あ（

14
）る

。

会
話
文
の
末
尾
の
訓
読
し
な
い
助
字
と
は
、「
矣
」
や
「
焉
」
と
い
う
以
上
、
置
き
字
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
置
き
字
と
助
字
に
つ
い
て
、
曖
昧
さ
や
「
ゆ
れ
」
が
あ
る
こ
と
は
前
章
ま
で
で
検
討
し
た
。
教
え
る
側
の
漢
文
に
対
す
る
苦
手

意
識
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
塚
田
氏
に
よ
れ
ば
、
漢
文
の
教
え
に
く
さ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
教
え
に
く
さ
の
原
因
は
、
漢
文
訓
読

の
持
つ
「
ゆ
れ
」
や
曖
昧
さ
で
あ
る
。
前
章
で
挙
げ
た
中
学
・
高
校
の
教
員
採
用
試
験
の
問
題
集
に
、
置
き
字
と
助
字
の
関
係
を
説
明

さ
せ
る
設
問
が
あ
る
以
上
、
や
は
り
置
き
字
と
助
字
の
説
明
に
存
在
す
る
「
ゆ
れ
」
や
曖
昧
さ
は
、
解
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
置
き
字
や
助
字
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
、
理
解
し
や
す
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
。

漢文教育における虚詞概念の導入（高戸）
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四

助
辞
と
虚
詞

本
章
で
は
、
ま
ず
助
辞
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
第
二
章
に
挙
げ
た
『
漢
文
学
習
小
事
典
』
に
は
、
助
字
に
つ
い
て
、

「
広
義
に
は
、
代
名
詞
や
副
詞
を
含
ん
だ
虚
字
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
に
使
わ
れ
る
（
こ
の
場
合
、
中
国
で
は
ふ
つ
う
「
助
辞
」
と
言
う
）」

と
さ
れ
て
お
り
、
助
字
・
虚
字
・
助
辞
は
ほ
ぼ
同
一
の
概
念
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

助
辞
に
つ
い
て
、『
漢
文
学
習
小
事
典
』
で
は
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』
か
ら

引
用
し
よ
う
。

漢
文
に
は
ま
た
別
に
助
辭
（
ま
た
は
助
字
）
と
い
う
の
が
あ
る
。
助
辭
と
い
う
の
は
單
獨
で
は
實
質
的
内
容
の
あ
る
意
味
を
あ
ら

わ
さ
ず
、
他
の
實
辭
や
文
に
結
び
つ
い
て
、
そ
の
語
や
文
の
意
味
を
充
實
さ
せ
る
も
の
で
、「
雖
」「
則
」「
也
」「
乎
」「
者
」
な

ど
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
も
、
或
い
は
他
の
語
と
の
關
係
に
お
い
て
、
或
い
は
文
章
の
な
か
で
果
す
役
割
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
位
置
が
き
ま
っ
て
い（

15
）る

。

『
漢
文
学
習
小
事
典
』
と
同
じ
く
、
括
弧
付
き
な
が
ら
、
助
辞
と
助
字
は
同
一
の
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
助
辞
は
、
そ
れ
自

体
実
質
的
な
意
味
を
持
た
ず
、
他
の「
實
辭
」に
結
び
つ
い
て
、「
そ
の
語
や
文
の
意
味
を
充
實
さ
せ
る
」。
実
例
と
し
て
、「
雖
」・「
則
」・

「
也
」・「
乎
」・「
者
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
品
詞
に
つ
い
て
、「
雖
」
と
「
則
」
は
接
続
詞
、「
也
」・「
乎
」・「
者
」
は

助
詞
と
考
え
ら
れ
る
。「
そ
の
語
や
文
の
意
味
を
充
實
さ
せ
る
」
点
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
で
引
用
し
た
高
等
学
校
教
科
書
『
国
語
総

合
』
の
「
疑
問
・
断
定
や
接
続
な
ど
の
意
味
を
添
え
る
文
字
」
と
い
う
解
説
と
、
お
お
む
ね
そ
の
主
旨
は
重
な
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、『
漢
文
学
習
小
事
典
』
か
ら
「
虚
字
」
の
項
を
引
用
す
る
。

単
語
を
、
意
味
や
文
法
的
な
働
き
の
上
か
ら
、
実
字
・
虚
字
に
二
分
す
る
。
本
来
、
実
質
的
な
概
念
を
表
さ
ず
、
単
独
で
は
文
に

な
り
え
ず
、
文
法
上
の
働
き
を
す
る
も
の
を
虚
字
と
呼
ぶ
。
介
詞
（
前
置
詞
）・
連
詞
（
接
続
詞
）・
助
詞
・
嘆
詞
（
感
動
詞
）
な

10



（
18
）

ど
は
、
ふ
つ
う
虚
字
に
分
類
さ
れ
る
。
数
詞
・
量
詞
・
代
詞
・
副
詞
な
ど
は
、
実
字
・
虚
字
の
い
ず
れ
に
属
さ
せ
る
か
、
諸
説
が

あ（
16
）る

。

単
語
を
、「
実
字
」
と
「
虚
字
」
に
二
分
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
単
独
で
は
文
に
な
り
え
ず
、
文
法
上
の
働
き
を
す
る
も
の
を
虚
字

と
呼
ぶ
」
と
す
る
。

「
虚
字
」
は
、
中
国
語
文
法
で
は
「
虚
詞
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。『

』
で
は
、
副
詞
・
介
詞
・
連
詞
・
助
詞
・

語
気
詞
・
助
動
詞
・
感
嘆
詞
・
代
詞
・
不
定
数
詞
を
、「
虚
詞
」
と
し
て
挙
げ（

17
）る

。『
漢
文
学
習
小
事
典
』
で
「
実
字
・
虚
字
の
い
ず
れ

に
属
さ
せ
る
か
、
諸
説
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
、
数
詞
・
代
詞
・
副
詞
を
も
「
虚
詞
」
に
含
め
て
い
る
。

そ
れ
で
は
現
代
中
国
語
の
語
法
で
は
、「
虚
詞
」を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『

』

で
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

語
法
の
機
能
に
基
づ
く
と
、
ま
ず
単
語
を
実
詞
と
虚
詞
の
二
つ
の
大
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
詞
は
文
に
な
る
こ
と
が
で

き
る
成
分
で
あ
り
、
一
般
的
に
実
在
の
語
彙
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
実
詞
は
、
名
詞
（
時
間
詞
・
場
所
詞
を
含
む
）・
動
詞
・
形

容
詞
・
数
詞
・
量
詞
・
代
詞
・
副
詞
の
七
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
虚
詞
は
一
般
的
に
単
独
で
文
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い

成
分
で
あ
り
、
主
に
各
種
の
語
法
上
の
意
味
や
語
気
・
感
情
を
表
現
す
る
。
虚
詞
は
介
詞
・
連
詞
・
助
詞
・
擬
声
語
の
四
類
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ぞ
れ
「
実
詞
」
は
「
文
に
な
る
こ
と
が
で
き
」、「
実
在
の
語
彙
意
味
を
持
っ
て
い
る
」
も
の
で
、「
虚
詞
」
は
「
単
独
で
文
に

な
る
こ
と
で
き
」
ず
、「
語
法
上
の
意
味
や
語
気
・
感
情
」
を
表
す
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
虚
詞
」
の
定
義
は
、『
漢
文
学
習
小
事
典
』

漢文教育における虚詞概念の導入（高戸）
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の
「
虚
字
」
の
定
義
と
、
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

『
漢
文
学
習
小
事
典
』
で
「
諸
説
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、『

』
で
は
「
虚
詞
」
に
含
ま
れ
て
い
た

数
詞
・
代
詞
・
副
詞
は
、『

』
で
は
「
実
詞
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
漢
和
辞
典
で
あ
る
『
全

訳
漢
辞
海

第
三（

19
）版

』も
、『

』
同
様
、
数
詞
・
代
詞
・
副
詞
は
「
実
詞
」
に
分
類
し
て
い
る
。
な
お
、

三
浦
勝
利
『
漢
文
を
読
む
た
め
の
助
字
小
字（

20
）典

』で
は
、
副
詞
と
代
詞
を
、「
実
詞
」
と
「
虚
詞
」
の
中
間
に
位
置
す
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
品
詞
を
い
ず
れ
に
分
類
す
べ
き
か
、
に
わ
か
に
は
判
断
し
難
い
が
、
先
に
確
認
し
た「
実
詞
」の
定
義
で
あ
る
、
単
独
で「
文

に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」に
照
ら
し
た
場
合
、「
実
詞
」に
分
類
す
る
こ
と
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。ま
た
、『

』

で
「
虚
詞
」
と
さ
れ
て
い
た
助
動
詞
に
つ
い
て
も
、『
全
訳
漢
辞
海

第
三
版
』
も
「
実
詞
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
数
詞
・
代
詞
・
副

詞
と
同
様
の
理
由
か
ら
「
実
詞
」
に
分
類
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
前
章
で
提
起
し
た
問
い
で
あ
る
「
置
き
字
や
助
字
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
、
理
解
し
や
す
い
の
」
か
を
、
検
討
し
て

い
き
た
い
。
第
二
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
助
字
に
は
不
統
一
な
点
や
「
ゆ
れ
」
が
存
在
し
た
。
そ
こ
で
、
助
字
と
い
う
言
葉
を
省
略
、

も
し
く
は
助
字
を
そ
の
ま
ま
虚
詞
に
置
き
換
え
て
説
明
し
た
方
が
、
直
截
で
分
か
り
易
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
漢
文
と
は
古
代
中
国
語
で
あ
り
、
中
国
語
に
は
実
詞
と
虚
詞
と
い
う
分
類
が
あ
る
。
実
詞
は
実
質
的
な
意
味
を
持
ち
単

独
で
文
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
虚
詞
は
、
文
法
・
語
法
上
の
意
味
を
表
し
、
単
独
で
文
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
漢
文

を
日
本
語
に
合
う
よ
う
に
読
み
下
す
訓
読
の
場
合
、
読
ま
な
い
虚
詞
が
で
て
く
る
の
で
、
こ
れ
を
置
き
字
と
言
う
。

助
字
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
虚
詞
で
説
明
す
る
こ
と
は
、
実
質
的
な
意
味
を
持
つ
実
詞
と
、
文
法
・
語
法
上
の
機
能
を
担
う
虚
詞

と
の
対
比
で
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
全
体
的
な
把
握
が
し
や
す
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
虚
詞
と
い
う
中
国
語
で
の
品
詞
分
類
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
文
が
古
代
中
国
語
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
意
識
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
中
国
語
の
品
詞
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
が
減
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

12



（
21
）

第
二
章
で
挙
げ
た
教
員
採
用
試
験
の
問
題
集
で
助
字
を
説
明
す
る
際
、「
英
語
の
前
置
詞
に
相
当
す
る
働
き
を
す
る
漢
字
」
と
し
て
い

た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
虚
詞
の
中
に
含
ま
れ
る
「
介
詞
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
説
明
し
た
方
が
簡
明
で
あ
ろ
う
。

虚
詞
は
、
中
国
語
の
重
要
な
特
徴
で
あ
り
、
外
国
人
が
現
代
中
国
語
を
学
ぶ
時
の
カ
ギ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

中
国
語
は
虚
詞
が
と
り
わ
け
豊
富
な
言
語
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
国
語
の
特
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
中
国
語
は
、
英
語
・

フ
ラ
ン
ス
語
・
ロ
シ
ア
語
な
ど
の
よ
う
な
格
表
示
や
語
形
変
化
が
あ
る
言
語
や
、
ま
た
日
本
語
や
朝
鮮
語
の
よ
う
な
膠
着
形
式
を

持
つ
言
語
と
も
違
い
、
虚
詞
こ
そ
が
非
常
に
重
要
な
表
現
手
段
と
な
る
言
語
で
あ
る
。
中
国
語
の
虚
詞
は
閉
鎖
的
な
も
の
で
、
普

段
使
わ
な
い
も
の
を
含
め
て
も
千
語
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
中
国
語
の
数
百
語
の
常
用
虚
詞
の
意
味
と
用
法
を
把
握
す
る
こ
と
は
、

し
っ
か
り
と
中
国
語
を
習
得
す
る
カ
ギ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

当
然
、
漢
文
は
古
代
中
国
語
で
あ
る
の
で
、
虚
詞
の
重
要
性
は
現
代
中
国
語
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
漢
文
教
育
の
場
に
虚
詞

の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
意
味
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

ま
と
め

小
論
で
は
、
置
き
字
と
助
字
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
助
字
に
は
、
ど
の
品
詞
が
分
類
さ
れ
る
の
か
や
、
そ
の
定
義
に
つ
い
て
、

曖
昧
な
部
分
が
あ
っ
た
。
こ
の
曖
昧
さ
は
、
助
字
に
含
ま
れ
る
置
き
字
を
説
明
す
る
際
に
、
生
徒
の
理
解
を
妨
げ
る
恐
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
小
論
で
は
、
助
字
に
替
え
て
、
中
国
語
の
虚
詞
の
概
念
を
導
入
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
提
起
し
た
。
虚
詞
は
、
実
詞
と
対
比

漢文教育における虚詞概念の導入（高戸）
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し
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
そ
の
全
体
的
内
容
を
把
握
し
や
す
い
。
ま
た
、
中
国
語
文
法
上
の
品
詞
分
類
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
漢
文
が

古
代
中
国
語
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

漢
文
教
育
に
用
い
ら
れ
る
書
籍
で
虚
詞
に
言
及
し
た
も
の
は
、
管
見
の
限
り
多
く
は
な
い
。
第
一
章
で
挙
げ
た
「
国
語
総
合
」
教
科

書
で
も
、
助
字
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
虚
詞
に
つ
い
て
は
、
僅
か
に
『
漢
辞
海
』
な
ど
の
漢
和
辞
典
で
言
及
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
小
論
を
執
筆
し
た
所
以
で
あ
る
。

注（
1
）
『
高
等
学
校

新
訂
国
語
総
合

古
典
編
』（
第
一
学
習
社
、
二
〇
一
四
年
）
九
九
頁
参
照
。

（
2
）
田
部
井
文
雄
・
菅
野
礼
行
・
江
連
隆
・
土
屋
泰
男
『
漢
文
学
習
小
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
七
二
年
）
八
頁
参
照
。

（
3
）
注
（
1
）
所
掲
書
九
九
頁
参
照
。

（
4
）
注
（
2
）
所
掲
書
四
七
頁
参
照
。

（
5
）
注
（
2
）
所
掲
書
七
六
頁
参
照
。

（
6
）
東
京
ア
カ
デ
ミ
ー
『
オ
ー
プ
ン
セ
サ
ミ
シ
リ
ー
ズ

教
員
採
用
試
験

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
問
題
集
①

中
学
・
高
校

国
語
』（
七
賢
出
版
、
二
〇
一

四
年
）
二
二
九
頁
参
照
。

（
7
）
注
（
6
）
所
掲
書
二
二
七
頁
。
例
題
の
本
文
は
以
下
の
通
り
。
な
お
、
設
問
に
用
い
る
た
め
の
傍
線
や
波
線
は
省
略
し
た
。

ぞ
う

ほ

く
さ
ぎ
ル

リ

ひ

造
父
方

ニ

耨
時
、
有
二

子
父
乗

リ
テ

レ

車
ニ

過
グ
ル

者
一

、
馬
驚

キ
テ

而
不
レ

行
カ

。
其

ノ

子
ハ

下
リ
テ

レ

車
ヲ

牽
キレ

馬
ヲ

、
父

ハ

下
リ
テ

推
シレ

車
ヲ

、
請

フ二

造
父

ニ

や

た
づ
な

む
ち

ル
ニ

助
ケ
テ

レ

我
ヲ

推
セ
ヨ
ト

一レ

車
ヲ

。
造
父
因

リ
テ

收
メレ

器
ヲ

、
輟

メ
テ

而
寄
二－
載

シ

之
ニ一

、
援

ケ
テ

二

其
ノ

子
父

ヲ一

乗
ラ
シ
ム

。
乃

チ

始
メ
テ

検
シレ

轡
ヲ

持
チレ

筴
ヲ

、
未

ダ二

み
な

は

之
ヲ

用
ヒ一

也
、
而

モ

馬
咸
騖

ス

矣
。
使

メ
バ

二

造
父

ヲ
シ
テ

而
不

ラ一レ

能
ハレ

御
ス
ル
コ
ト

、
雖

モ二

尽
シレ

力
ヲ

労
シレ

身
ヲ

、
助

ケ
テ

レ

之
ヲ

推
ス
ト

一レ

車
ヲ

、
馬
猶

ホ

不
ラ
ン

二

肯
テ

い
つ

行
カ一

也
。
今
使

メ
テ

二

身
ヲ
シ
テ

佚
シ

且
ツ

寄
載

セ一

、
有

ルレ

徳
二

於
人

ニ一

者
ハ

、
有

リ
テ

レ

術
而
御

ス
レ
バ

レ

之
ヲ

也
。（『
韓
非
子
』
よ
り
）

（
8
）
注
（
6
）
所
掲
書
二
二
九
頁
参
照
。

（
9
）
塚
田
勝
郎
「
漢
文
離
れ
と
訓
読
の
「
ゆ
れ
」」（
田
井
部
文
雄
編
『
漢
文
教
育
の
諸
相
―
―
研
究
と
教
育
の
視
座
か
ら
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、

第
一
章
「
漢
文
へ
の
い
ざ
な
い

漢
文
訓
読
の
現
在
」）
四
八
頁
参
照
。
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（
10
）
注
（
9
）
所
掲
書
四
八
頁
参
照
。

（
11
）
注
（
9
）
所
掲
書
四
八
〜
四
九
頁
。
塚
田
氏
が
指
摘
す
る
各
社
間
の
相
違
点
は
、
以
下
の
通
り
。

①
「
楚
人
有
鬻
盾
与
矛
者
。」
の
「
盾
」
の
字
体
―
―
「
盾
」
が
五
社
、「
楯
」
が
二
社
と
分
か
れ
る
。
な
お
、
タ
イ
ト
ル
は
、
全
社
が
「
矛
盾
」
と
し

て
い
る
。

②
「
吾
矛
之
利
、
…
…
」
の
「
利
」
の
訓
読
―
―
「
と
キ
コ
ト
」
五
社
、「
す
る
ど
キ
コ
ト
」
二
社
。

③
「
或
曰
、
…
…
」
の
「
或
」
の
送
り
仮
名
―
―
「
或
ヒ
ト
」
四
社
、「
或
ル
ヒ
ト
」
三
社
。

④
「
陥
子
之
盾
、
何
如
。」
の
「
何
如
」
の
表
記
―
―
「
何
如
」
五
社
、「
何－

如
」
と
合
符
（－

）
を
入
れ
る
の
は
二
社
。

⑤
「
其
人
弗
能
応
也
。」
の
「
応
」
の
送
り
仮
名
―
―
「
応
フ
ル
」
五
社
、「
応
フ
ル
コ
ト
」
二
社
。

（
12
）
注
（
9
）
所
掲
書
五
〇
頁
参
照
。

（
13
）
注
（
9
）
所
掲
書
五
〇
頁
参
照
。

（
14
）
注
（
9
）
所
掲
書
四
九
頁
参
照
。

（
15
）
小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
『
漢
文
入
門
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
一
一
〜
一
二
頁
参
照
。

（
16
）
注
（
2
）
所
掲
書
二
三
頁
参
照
。

（
17
）

（
北
京
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）「
前
言
」
参
照
。

（
18
）

、
二
〇
〇
一
年
）
四
頁
参
照
。

（
19
）
戸
川
芳
郎
監
修
・
佐
藤
進
・
濱
口
富
士
雄
編
『
全
訳
漢
辞
海

第
三
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
一
年
）
一
六
六
四
頁
参
照
。

（
20
）
三
浦
勝
利
『
漢
文
を
読
む
た
め
の
助
字
小
字
典
』（
内
山
書
店
、
一
九
九
六
年
）
一
頁
参
照
。

（
21
）

（
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）「
序
」
参
照
。

漢文教育における虚詞概念の導入（高戸）
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