
国
語
学
、
国
文
学
、
国
史
学
。
こ
れ
ら
学
の
名
に
「
国
」
が
付
く
こ
と

の
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
素
朴
な
問
い
か
け
を
前
に
し
て
「
国
」

の
学
知
は
、
国
際
化
が
強
調
さ
れ
る
風
潮
と
一
体
化
さ
せ
な
が
ら
日
本
語

学
、
日
本
文
学
、
日
本
史
学
と
名
を
変
え
、
そ
の
対
象
が
「
国
」
に
纏
わ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
正
確
に
は
「
国
」
を
意
識
せ
ず
に
は
あ
り
え
な

か
っ
た
学
の
歴
史
そ
の
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
か
ら
遠
ざ
け
た
。
そ

れ
は
巧
綴
な
企
み
で
も
な
く
、
狡
滑
な
戦
略
で
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、
遠

ざ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
民
国
家
論
の
中
で
こ
れ
ら
学
知

の
成
立
史
を
見
出
す
作
業
が
あ
る
一
方
で
、
民
主
主
義
「
国
民
国
家
」
の

形
成
を
企
図
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
王
体
性
を
持
ち
出
し
な
が
ら
国
民
を
措

定
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
つ
ま
り
「
国
」

の
学
に
と
っ
て
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
指
摘
し
た

よ
う
な
観
点
は
、
決
し
て
そ
の
学
全
体
の
共
通
認
識
と
し
て
働
い
て
こ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
や
や
皮
肉
を
込
め
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
意
図
的
に

遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
程
の
老
檜
さ
を
も
通
り
越
し
、
毫
緑
の
域
に
達
し
て

髭
志
珠
絵
將

『
近
代
岡
本
と
国
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』

（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
八
年
）
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し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
「
国
」
の
意
味
を
挟
出
す
る
作
業
は
、
も
は
や
誰
の
耳
に

も
届
か
ぬ
若
者
の
戯
言
に
過
ぎ
な
い
の
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
や
は

り
ど
の
世
界
に
で
も
若
者
の
声
を
聞
く
、
柔
軟
な
思
考
力
を
持
つ
者
は
い

た
の
で
あ
る
。
た
だ
問
題
は
、
こ
の
柔
軟
性
を
ど
の
程
度
共
有
し
て
い
た

か
と
い
う
程
度
の
差
に
あ
る
。
「
日
本
史
」
や
「
日
本
文
学
史
」
と
い
っ
た
、

高
等
学
校
ま
で
の
教
科
書
や
副
読
本
の
名
称
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
歴

史
と
文
学
の
分
野
で
は
、
比
較
的
そ
の
共
有
度
は
進
ん
で
い
た
と
言
え
よ

う
。
問
題
は
小
学
校
以
来
一
貫
す
る
「
国
語
」
で
あ
る
。

「
明
治
以
後
、
ず
っ
と
国
語
で
あ
る
」
（
外
山
滋
比
古
「
国
語
か
日
本
語
か
」

『
日
本
語
論
』
６
、
山
本
書
房
、
一
九
九
四
年
）
と
い
っ
た
御
陽
気
な
放
言
に

安
穏
と
し
て
い
た
の
は
、
言
葉
に
一
番
敏
感
と
な
る
べ
き
国
語
学
自
身
で

あ
っ
た
。
残
念
な
こ
と
に
、
国
語
が
近
代
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
や
、

国
語
学
と
い
う
学
知
の
存
立
根
拠
を
徹
底
的
に
問
題
視
し
た
国
語
学
者
は
、

亀
井
孝
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
国
語

学
に
と
っ
て
極
め
て
不
幸
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
番
不
幸
な
こ
と
で
あ

っ
た
の
は
、
し
か
る
べ
き
批
判
が
な
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
国
語
学
に
対

し
て
、
批
判
を
行
っ
た
者
達
の
立
論
が
余
り
に
も
お
粗
末
で
あ
っ
た
た
め
、

折
角
の
批
判
も
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
前
の
批

判
者
達
の
多
く
は
極
め
て
初
歩
的
な
事
象
で
す
ら
実
証
し
よ
う
と
し
な
い
。

田
中
克
彦
は
ソ
シ
ュ
ー
ル
『
一
般
言
語
学
講
義
』
の
日
本
語
訳
は
朝
鮮
で

行
わ
れ
た
な
ど
と
事
実
誤
認
も
甚
だ
し
い
誤
り
を
犯
し
（
『
言
語
学
と
は
何

か
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
三
年
、
一
九
頁
）
、
石
剛
の
『
植
民
地
支
配
と
日
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本
語
』
（
三
元
社
、
一
九
九
三
年
）
に
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
や
本
文
は
、
糟
谷

啓
介
が
「
日
本
の
「
言
語
問
題
上
（
『
現
代
思
想
』
二
二
巻
九
号
、
一
九
九
四

年
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
豊
田
国
夫
の
業
績
を
重
引
し
た
所
が
多
い
。

こ
う
し
た
不
誠
実
極
ま
り
な
い
態
度
を
孕
ん
だ
批
判
で
は
、
国
語
学
者
は

決
し
て
た
じ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
国
語
学
者
が
安
穏
と
は
し
て
い
ら
れ
な
い
研
究
が

出
現
し
た
。
そ
れ
が
本
書
で
あ
る
。
一
九
二
○
・
三
○
年
代
を
扱
っ
た
安

田
敏
朗
の
『
帝
国
日
本
の
言
語
編
制
』
（
世
織
書
房
、
一
九
九
七
年
）
と
共

に
、
本
書
は
そ
れ
ま
で
の
国
語
学
者
が
見
出
せ
な
か
っ
た
問
題
点
を
、
そ

れ
こ
そ
次
々
と
指
摘
し
て
い
く
。
指
摘
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
イ
・
ョ
ン

ス
ク
の
．
国
語
」
と
い
う
思
想
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
も
森
有
礼
、

保
科
孝
一
に
着
目
し
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
。
し
か
し
本
書
が
従
前
の
言

と
異
な
る
点
は
、
単
な
る
指
摘
に
留
ま
ら
な
い
着
実
な
実
証
性
と
、
穏
当

な
歴
史
解
釈
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
本
書
は
、
史
的
実
証
性
に
問
題
が

見
受
け
ら
れ
る
イ
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故

に
、
本
書
を
従
前
の
国
語
学
批
判
書
と
同
系
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

近
年
国
語
批
判
に
関
す
る
類
書
が
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
全
て

を
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ま
ず
こ
の
点
だ
け
は
押
さ
え
て
お

き
た
い
。

本
書
の
編
成
は
、
目
次
に
従
う
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
章
国
民
国
家
と
「
国
語
」

q■■■■■

－

第
一
章
国
語
と
国
歌

第
二
章
「
国
語
」
の
成
立

第
三
章
言
文
一
致
運
動
と
漢
学
者
懇
親
会

第
四
章
方
言
問
題
の
生
成

第
五
章
教
化
と
文
化
の
間

第
六
章
言
語
学
の
「
受
容
」

第
七
章
文
字
と
音
声

各
章
の
概
要
は
論
題
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
国
語
と
国
民
国
家

の
関
係
に
つ
い
て
多
岐
に
わ
た
る
論
証
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

繰
り
返
す
よ
う
だ
が
、
本
書
は
従
前
の
「
国
語
」
問
題
関
係
書
と
異
な
り
、

「
国
語
」
の
近
代
化
を
形
成
さ
せ
る
過
程
、
著
者
の
言
を
借
り
れ
ば
「
ど

の
よ
う
な
個
々
の
事
象
が
「
国
語
」
と
い
う
統
括
概
念
を
成
り
立
た
せ
て
い

る
の
か
」
（
二
七
五
頁
）
に
つ
い
て
比
重
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
評
価

を
す
る
際
に
は
、
そ
の
形
成
過
程
を
裏
付
け
る
個
別
具
体
例
の
実
証
性
を

挙
げ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
主
眼
は
そ
の
意
味
で
見
事
に
達

成
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
豊
田
国
夫
、
山
本
正
秀
ら
の
業
績
を
引
き
写

し
に
す
る
だ
け
で
、
不
当
な
ま
で
に
高
い
評
価
を
得
た
書
と
は
、
比
べ
物

に
な
ら
な
い
誠
実
さ
が
見
受
け
ら
れ
る
。

次
に
、
著
者
の
観
点
が
国
語
学
の
立
場
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

本
書
の
価
値
を
高
め
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
冒
頭
に
あ
る
「
歴
史
的
研

究
の
側
」
と
い
う
文
言
に
、
そ
れ
は
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
得
て
し

て
国
語
・
国
文
の
学
に
携
わ
る
者
は
、
漢
字
問
題
、
言
文
一
致
、
方
言
と

い
っ
た
術
語
に
振
り
回
さ
れ
、
あ
る
種
の
枠
を
超
え
ら
れ
な
い
傾
向
が
あ
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る
。
こ
れ
は
評
者
に
も
突
き
つ
け
ら
れ
た
問
題
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る

「
外
部
」
の
視
線
が
効
を
奏
し
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
本
耆
が
画
期
的
で
あ
る
の
は
、
国
語
と
国
歌
と
を

関
連
付
け
て
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
両
者
に
共
有
す
る
「
音
」
の
意
味
、

音
声
言
語
主
義
と
国
民
国
家
論
と
い
う
、
そ
れ
こ
そ
「
国
語
」
の
内
部
に

い
る
者
に
と
っ
て
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
関
係
を
、
著
者
は
見
事
に
論

証
し
た
。
国
語
学
者
で
あ
る
山
田
孝
雄
が
『
君
が
代
の
歴
史
』
を
著
し
た

こ
と
の
意
味
を
、
多
く
の
者
は
彼
個
人
の
思
想
心
情
の
中
で
し
か
理
解
し

て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
著
者
が
論
じ
た
国
語
と
国
歌
の
問
題
を
目
に
す

る
時
、
国
学
者
山
田
も
や
は
り
近
代
の
人
物
で
あ
っ
た
と
の
思
い
を
強
く

さ
せ
る
。

本
書
は
、
断
る
ま
で
も
な
く
「
国
語
学
史
」
の
業
績
で
は
な
い
。
事
実
、

こ
の
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
国
語
学
に
お
い
て
、
例
え
ば

明
治
期
の
「
国
語
」
を
問
題
と
す
る
場
合
、
次
の
よ
う
な
立
場
が
考
え
ら

れ
る
。
言
文
一
致
で
言
え
ば
、
口
語
に
せ
よ
話
し
言
葉
に
せ
よ
、
そ
も
そ

も
「
言
」
と
は
何
を
指
す
の
か
、
ま
た
「
文
」
と
は
江
戸
期
の
「
文
」
と

は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
そ
し
て
言
文
一
致
と
は
何
を
「
一
致
」
さ

せ
た
の
か
を
、
言
語
の
実
相
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
考
察
す
る
の
が
、
国
語

学
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
言
文
一
致
論
に
関
与
し

た
人
物
、
政
策
、
思
想
を
言
語
の
実
相
と
関
係
付
け
な
が
ら
史
的
実
証
を

行
う
研
究
が
「
国
語
学
史
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
、
言
文
一
致
で
言
う
な
ら
ば
、
当
時
の
言
文
一
致
運
動
に
見
出
さ
れ
る

音
声
言
語
主
義
を
分
析
す
る
本
書
の
よ
う
な
視
点
は
、
従
前
の
国
語
学
史

が
与
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
国
語
学
史
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
と
は
異

な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
本
書
が
「
国
語
学
史
」
の
業
績
で
は
な
い
と

指
摘
す
る
の
も
、
国
語
学
に
お
い
て
当
然
問
題
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
個
所
、

即
ち
国
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
、
言
文
一
致
、
方
言
、
植
民
地

で
の
「
国
語
」
の
実
相
に
対
す
る
言
及
の
無
さ
が
、
本
書
に
と
っ
て
何
の

批
判
に
も
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
本
書

が
問
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
の
手
法
と
、
そ

の
史
的
事
実
の
実
証
過
程
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
言
語
事
実
に

対
す
る
国
語
学
的
批
判
は
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
国
語
学
者
は
、
ま
さ
に

こ
の
不
得
手
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
の
結
果
か
ら
、
自
ら
の
学
の
あ

り
方
に
対
す
る
徹
底
的
な
反
省
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
反
省

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
一
つ
だ
け
難
を
言
え
ば
、
国
語
学
に
お
い
て
は
定
説
と
な
っ
て
い

る
点
や
、
事
実
誤
認
と
思
わ
れ
る
べ
き
点
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
こ
そ

「
国
語
学
」
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
少
し
だ
け

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
章
（
三
九
頁
）
に
あ
る
鈴
木
弘
恭
の
『
文
法

口
授
』
に
お
け
る
「
文
法
」
は
「
文
は
、
あ
や
な
り
」
（
『
改
正
増
補
文
法

口
授
』
一
丁
表
、
架
蔵
本
に
よ
る
）
と
あ
る
よ
う
に
文
修
辞
の
法
で
あ
り
、

師
黒
川
真
頼
の
い
う
「
文
法
」
と
は
異
な
る
。
黒
川
が
念
頭
に
お
い
た
の

は
四
四
ヨ
ョ
胃
と
し
て
の
「
文
法
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
「
文
法
」

概
念
の
輸
入
に
ま
つ
わ
る
差
異
は
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
詳
細
な
検
討
を

加
え
な
い
限
り
黒
川
の
論
が
鈴
木
に
も
通
じ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
ま

た
、
第
六
章
（
二
二
八
頁
）
に
あ
る
小
中
村
の
引
用
と
さ
れ
る
「
日
本
文
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そ
れ
で
は
本
書
に
つ
い
て
、
国
語
学
的
批
判
以
外
の
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

分
析
と
史
的
実
証
の
面
で
検
討
を
加
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
言
説
分
析
を
裏
付
け
る
史
的
実
証
の
徹
底
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

上
田
万
年
の
国
語
観
を
扱
っ
た
第
二
章
で
は
、
上
田
が
学
ん
だ
言
語
学
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
従
前
の
国
語
学
史
書
の
域
を
越
え
て
い

な
い
た
め
、
そ
の
内
容
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
清
水
康
行
に
よ
れ
ば
、
上

田
万
年
の
欧
州
留
学
記
録
は
、
現
在
も
上
田
が
留
学
し
た
ド
イ
ツ
各
大
学

に
記
名
帳
、
講
義
目
録
、
会
計
台
帳
な
ど
が
残
さ
れ
て
お
り
、
お
お
よ
そ

の
全
貌
が
掴
め
る
（
「
上
田
万
年
の
欧
州
留
学
に
関
す
る
記
録
」
『
国
語
学
会

平
成
二
年
度
春
季
大
会
要
旨
集
』
）
。
評
者
も
清
水
氏
の
御
厚
意
に
よ
り
、

そ
の
複
写
の
一
部
を
閲
覧
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
上
田
が
何
を
学
ん
だ
の

か
と
い
う
こ
と
は
、
好
事
家
的
な
関
心
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
程
度
で
は

法
は
日
本
人
作
る
べ
し
」
（
注
一
二
）
は
木
村
正
辞
の
誤
り
で
あ
り
、
小

中
村
、
木
村
の
主
張
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
同
個
所
で
は
、
物
集

高
見
を
平
田
派
の
流
れ
に
お
い
て
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
が
、
『
日
本
小

文
典
』
や
『
日
本
文
語
』
と
い
っ
た
洋
式
文
典
を
著
し
た
物
集
を
、
た
だ

国
学
者
流
に
定
置
す
る
こ
と
は
国
語
学
史
的
に
み
て
問
題
が
多
い
。
こ
の

こ
と
は
明
治
期
国
学
者
の
言
語
研
究
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
い

う
、
根
本
的
な
問
題
を
意
味
す
る
。
で
き
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
一
章
を
要
す

る
部
分
だ
け
に
、
一
層
の
考
察
が
望
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三

決
し
て
な
く
、
近
代
日
本
の
言
語
政
策
を
決
定
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
特
に
上
田
の
フ

ラ
ン
ス
留
学
で
は
、
ジ
リ
エ
ロ
ン
と
の
関
係
が
未
だ
不
明
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
口
語
法
調
査
報
告
書
と
方
言
地
図
と
の
影
響
関
係
な
ど
、
史
的
実
証

が
ま
だ
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
分
野
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
望
ま
れ
る

の
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
歴
史
学
者
の
手
に
よ
る
徹
底
し
た
史
的
実
証

の
貫
徹
で
あ
る
。
国
語
学
者
が
不
得
手
と
す
る
部
分
で
も
あ
る
以
上
、
国

語
学
者
を
満
足
さ
せ
る
史
的
実
証
は
今
後
も
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
領
台
初
期
の
「
国
語
」
問
題
に
関
す
る
第
五
章
で
は
、
台
湾
総
督

府
学
務
部
が
編
纂
し
た
国
語
教
科
書
に
関
す
る
言
及
が
も
う
少
し
あ
れ
ば
、

論
旨
は
一
層
明
瞭
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
明
治
二
九
年

刊
行
の
『
国
語
教
授
参
考
書
第
三
動
詞
教
授
資
料
』
な
ど
に
至
っ
て
は

執
筆
者
す
ら
解
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
紹
介
者
で
あ
る
宮
島
達
夫
も
著
者
不

明
と
し
た
ま
ま
で
あ
る
（
「
忘
れ
ら
れ
た
文
法
書
『
動
詞
教
授
資
料
』
」
『
東
京

大
学
国
語
研
究
室
創
設
百
周
年
記
念
国
語
研
究
論
集
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
）
・

こ
れ
も
史
的
実
証
段
階
が
不
十
分
な
日
本
語
教
育
史
の
実
相
で
あ
る
。
国

語
学
、
日
本
語
教
育
学
に
対
す
る
訓
の
意
味
も
込
め
て
、
史
的
実
証
の
進

展
を
望
み
た
い
。

第
二
に
、
今
日
ま
で
連
綿
と
継
承
さ
れ
る
「
国
語
教
育
」
に
対
す
る
視

点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
国
語
」
が
今
日
に
生
き
て
い
る
分
野
は
、
ま
さ

に
小
学
校
以
来
の
「
国
語
」
な
の
で
あ
る
。
学
制
以
降
、
教
育
の
場
に
お

い
て
規
律
化
さ
れ
た
「
国
語
」
は
、
植
民
地
に
お
い
て
は
「
日
本
語
」
と

し
て
、
そ
れ
こ
そ
身
体
的
に
ま
で
徹
底
し
た
抑
圧
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
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点
に
つ
い
て
は
国
語
教
育
史
の
分
野
で
は
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
は
い

る
が
、
例
え
ば
地
方
教
育
者
の
「
国
語
」
観
や
、
漢
文
科
廃
止
に
対
す
る

教
師
の
反
応
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
も
多
い
。
本
書
で
は
第
四
章
で
、

方
言
に
関
す
る
地
方
教
育
者
の
主
張
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
貴
重
な
分
析
は
方
言
に
留
ま
ら
ず
、
作
文
（
綴
方
）
教
育
、
音
読
法

と
い
っ
た
、
国
語
教
育
的
に
今
日
に
も
関
連
す
る
分
野
に
関
し
て
も
広
く

行
わ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
国
語
」
と
レ
ト
リ
ッ
ク

の
関
連
か
ら
、
有
沢
俊
太
郎
氏
の
『
明
治
前
中
期
に
お
け
る
日
本
的
レ
ト

リ
ッ
ク
の
展
開
過
程
に
関
す
る
研
究
』
（
風
間
書
房
、
一
九
九
八
年
）
で
主

張
さ
れ
る
よ
う
な
作
文
指
導
と
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
相
関
が
、
実
際
に
国
民

国
家
形
成
期
で
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
十
分
考

察
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
本
書
の
放
つ
射
程
が
浩
渤
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
結
果

と
し
て
他
分
野
へ
の
応
用
と
い
っ
た
欲
も
出
て
く
る
。
と
り
わ
け
そ
れ
は

第
一
章
で
指
摘
さ
れ
た
国
歌
と
い
う
国
家
的
シ
ン
ボ
ル
の
位
相
そ
の
も
の

で
あ
る
。
国
家
を
表
象
す
る
機
能
と
し
て
あ
る
も
の
は
、
何
も
国
歌
だ
け

で
は
な
い
。
音
の
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
今
日
極
め
て
断
片
的
に
し
か

使
わ
れ
な
い
琉
球
音
楽
や
、
各
地
の
民
謡
、
式
典
に
お
け
る
雅
楽
と
い
っ

た
中
か
ら
、
容
易
に
嗅
ぎ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
来
そ
れ
ら
は
音
楽
学

が
扱
う
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
本
書
が
横
断
的
な
知

を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、

例
え
ば
上
原
六
四
郎
が
『
俗
楽
旋
律
考
』
萌
治
二
五
年
）
で
示
し
た
よ
う

な
日
本
音
階
の
発
見
な
ど
に
も
、
一
層
の
注
目
を
期
待
し
た
い
の
で
あ
る
。

上
原
は
伊
沢
修
二
と
共
に
音
楽
取
調
掛
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。
国
歌

が
伝
統
的
日
本
音
階
に
よ
る
日
本
音
楽
で
あ
る
と
の
言
論
が
喧
伝
さ
れ
る

中
で
、
日
本
音
階
な
る
も
の
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。
「
日
本
」
を
国
家

の
表
象
と
し
て
抽
出
す
る
際
に
効
果
的
な
「
伝
統
」
の
検
証
は
、
今
後
大

い
に
広
げ
ら
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば

本
題
材
は
、
他
に
も
櫻
井
進
氏
が
「
桜
」
を
題
材
に
し
て
論
じ
た
「
桜
の

森
の
満
開
の
下
ｌ
美
的
表
象
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
（
『
南
山
国
文
』
二
二
号
、

一
九
九
八
年
）
の
よ
う
な
、
「
国
花
」
を
も
視
野
に
入
れ
た
文
化
研
究
に
も

リ
ン
ク
で
き
る
分
野
で
あ
る
。
ま
さ
に
可
能
性
の
夢
は
尽
き
な
い
。

最
後
に
、
誤
植
の
多
い
こ
と
が
大
い
に
惜
し
ま
れ
る
。
特
に
本
書
は
「
国

語
」
問
題
を
扱
っ
て
い
る
以
上
、
用
語
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
、
思
わ
ぬ
誤

解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
上
田
万
年
の
著
書
『
国
語
の
た
め
』
が
、

本
書
で
は
『
国
語
の
た
め
に
』
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
別
の
著

書
な
の
か
と
一
瞬
混
乱
し
て
し
ま
う
。
更
に
章
の
構
成
が
や
や
交
錯
し
て

お
り
、
一
読
し
た
限
り
で
は
散
漫
な
印
象
を
与
え
て
か
ね
な
い
。
具
体
的

に
は
第
六
章
か
ら
第
七
章
に
至
る
展
開
な
ど
が
該
当
す
る
。
た
だ
、
こ
れ

ら
は
偏
に
校
正
の
問
題
で
あ
り
、
劣
悪
な
出
版
状
況
の
中
苦
労
が
多
い
こ

と
と
推
察
さ
れ
る
も
の
の
、
耆
騨
に
も
一
層
の
努
力
を
促
し
た
い
。
贄
言

で
は
あ
る
が
、
誤
植
の
多
さ
と
電
算
植
字
化
の
普
及
と
が
相
関
関
係
を
も

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
は
評
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

本
書
の
出
現
が
、
国
語
、
国
文
、
国
史
と
い
っ
た
「
国
」
の
名
称
を
、

お
そ
ら
く
一
番
長
く
引
き
ず
る
で
あ
ろ
う
学
に
関
わ
る
者
に
与
え
る
影
響
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は
、
極
め
て
大
き
い
。
今
後
、
「
国
」
の
学
は
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を

共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
本
書
は
、
あ
る
意
味
で
は
彼
ら
に
と
っ

て
の
宿
題
で
あ
る
。
こ
の
読
書
感
想
文
に
も
似
た
拙
き
書
評
は
、
例
年
に

な
い
猛
暑
の
中
で
書
き
上
げ
た
、
著
者
へ
提
出
さ
れ
る
「
夏
休
み
の
宿
題
」

で
あ
っ
た
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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