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第
一
節　

本
講
義
の
目
的

　

こ
の
講
義
は
次
の
二
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

 

・
中
学
高
校
の
国
語
科
で
学
習
す
る
「
古
典
」
（
＝
古
文
・
漢
文
）
と
は
一
体
何
な
の
か
。

 

・
古
文
・
漢
文
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
何
が
得
ら
れ
る
の
か
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
実
際
の
教
材
・
教
育
内
容
」
に
基
づ
き
つ
つ
、
「
日
本
語
史
の
観
点
」
を
交
え
て
説
明
す
る
こ
と
を
試
み

女
子
大
國
お　

第
百
六
十
六
号　

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日

二
〇
一
九
年
度
公
開
講
座　

講
演
録

　
　

日
本
語
史
の
研
究
と
「
古
文
」「
漢
文
」

― 
そ
も
そ
も
、
古
文
・
漢
文
っ
て
何
？ 

―

田

中

草

大
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ま
す
。
講
義
は
以
下
、
「
導
入
（
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
講
義
を
す
る
の
か
）
」
「
国
語
科
の
古
文
と
は
何
な
の
か
」
「
国
語
科
の
漢
文
と
は
何
な

の
か
」
「
古
文
・
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
何
が
得
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
順
番
で
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
　
　
　

第
二
節　

導
入
（
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
講
義
を
す
る
の
か
）

　

こ
の
よ
う
な
題
目
で
講
義
を
行
お
う
と
考
え
た
の
に
は
、
あ
る
き
っ
か
け
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
今
年
（
二
〇
一
九
年
）
の
一
月

一
四
日
に
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
」
（
於 

明
星
大
学
）
で
す
。
二
〇
二
二
年
度
か
ら
の
国
語
科
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
変
更

）
1
（

を
踏
ま
え
て
、
高
校
教
育
に
お
け
る
古
典
教
育
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
否
定
派
二
名
と
肯
定
派
二
名
が
討
論
を
行
い
ま
し

た
。
否
定
派
は
、
「
国
語
教
育
は
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
能
力
や
実
務
的
な
「
書
く
」
能
力
の
教
育
に
時
間
を
費
や
す
べ
き
で
、
古
典
な
ど

や
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
」
「
古
典
を
原
文
で
教
育
す
る
こ
と
が
生
徒
に
益
す
る
と
は
思
え
ず
、
必
修
科
目
に
値
し
な
い
」
と
い
う
論
調

で
あ
り
、
肯
定
派
は
こ
れ
に
反
論
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
て
討
論
が
同
時

中
継
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
当
時
非
常
に
話
題
を
呼
び
ま
し
て
、
会
場
を
超
え
て
日
本
中
で
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
し
た
。
九
月
に
は
勝
又
基
編
『
古
典
は
本
当
に
必
要
な
の
か
、
否
定
論
者
と
議
論
し
て
本
気
で
考
え
て
み
た
。
』
（
文
学
通
信
）
と
し
て

書
籍
化
も
さ
れ
ま
し
て
、
こ
ち
ら
も
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

私
も
非
常
に
関
心
を
持
っ
て
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
及
び
そ
の
周
辺
の
議
論
を
見
て
い
た
の
で
す
が
、
や
が
て
二
つ
の
疑
問
を
抱
く
に
至

り
ま
し
た
。

疑
問
（
一
）
古
典
の
価
値
の
捉
え
方　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
討
論
や
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
議
論
に
お
い
て
、
古

典
肯
定
派
が
古
典
（
古
文
・
漢
文
）
の
価
値
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
ケ
ー
ス
が
目
に
付
き
ま
し
た
。



日
本
語
史
の
研
究
と
「
古
文
」
「
漢
文
」

5

　

古
文
・
漢
文
の
学
習
を
通
じ
て
…
教
養
を
身
に
付
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
の
昔
の
文
化
（
伝
統
）
を
知
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

優
れ
た
着
想
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
確
か
に
古
文
・
漢
文
の
学
習
が
も
た
ら
し
得
る
効
能
と
言
え
る
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
古
文
・
漢
文
を
通
じ
て

0

0

0

何
が
得

ら
れ
る
か
を
説
い
て
も
否
定
派
を
説
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
も
思
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
目

は
、
こ
の
論
調
で
は
「
な
ぜ
原
文
で
教
え
な
い
と
い
け
な
い
の
か
（
な
ぜ
現
代
語
訳
で
教
え
る
の
で
は
ダ
メ
な
の
か
）
」
に
答
え
ら
れ
な
い

か
ら
で
す
。
二
つ
目
は
、
他
の
科
目
で
は
「
～
を
通
じ
て
」
と
い
う
価
値
の
捉
え
方
を
し
な
い
か
ら
で
す
。
例
え
ば
英
語
を
学
ぶ
価
値
を

説
明
す
る
時
に
は
、
ま
ず
は
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
技
能
的
価
値
が
挙
げ
ら
れ
る
は
ず
で
、
「
英
語
の
学
習
を
通
じ
て
、
異
文
化
理
解
が

進
む
」
と
か
「
英
語
の
学
習
を
通
じ
て
、
新
た
な
発
想
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
」
と
い
っ
た
こ
と
は
（
そ
れ
ら
が
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

に
せ
よ
）
表
だ
っ
て
は
理
由
に
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
他
の
教
科
で
も
同
様
の
は
ず
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
「
～
を
通
じ
て
」
と
い

う
形
で
し
か
学
習
の
価
値
が
説
明
で
き
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
却
っ
て
「
古
典
そ
の
も
の
の
価
値
」
の
存
在
を
疑
わ
せ
る
こ
と
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

よ
っ
て
議
論
の
た
め
に
は
、
「
古
文
・
漢
文
を
通
じ
て

0

0

0

得
ら
れ
る
効
能
」
で
は
な
く
て
「
古
文
・
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
そ
の
も
の

0

0

0

0

が
与
え
る

技
能
的
価
値
」
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

疑
問
（
二
）
そ
も
そ
も
古
文
・
漢
文
と
は
何
か
？　

議
論
を
見
て
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
が
充
分
で
は
な
い
こ
と
を
痛
感

し
ま
し
た
。
一
応
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
内
で
も
規
定
は
さ
れ
て
い
て
、
否
定
派
の
一
人
が
「
過
去
（
古
い
時
代
）
に
表
現
さ
れ
た
立
派
な
内
容
」
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が
「
古
典
」
で
、
「
古
典
が
書
か
れ
た
言
語
」
が
「
古
文
」
で
あ
る
と
い
う
定
義
を
主
張
し
（
勝
又
前
掲
書
三
七
頁
）
、
他
の
参
加
者
も
こ

れ
を
追
認
し
た
よ
う
な
の
で
す
が
、
第
三
節
で
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
の
捉
え
方
は
明
ら
か
に
適
切
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
「
古
文
」
「
漢
文
」
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
言
葉
で
、
誰
も
が
そ
れ
を
学
校
で
習
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が

何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
実
に
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
私
自
身
の
こ
と
を
顧
み
て
も
、
高

校
生
の
時
に
は
古
文
・
漢
文
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
学
に
入
り
、
縁
あ
っ
て
日
本
語

史
の
勉
強
を
す
る
中
で
、
初
め
て
「
そ
う
か
、
あ
の
古
文
・
漢
文
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
」
と
得
心
が
い
っ
た
次
第

で
す
。
こ
れ
も
後
で
論
じ
る
こ
と
で
す
が
、
特
に
古
文
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
古
文
と
は
何
か
」
は
い
わ
ゆ
る
古
文
だ
け
を
見
て
い
て
は
理

解
で
き
ず
、
日
本
語
の
歴
史
の
大
枠
を
知
っ
て
い
な
く
て
は
理
解
で
き
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
古
文
・
漢
文
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
、
つ
ま
り
皆
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
の

な
ら
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
話
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

以
上
か
ら
、
こ
の
講
義
で
は
以
下
の
二
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
上
述
の
二
つ
の
疑
問
を
言
い
換
え
た
も
の
で

す
。

　

①
古
文
・
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
そ
の
も
の

0

0

0

0

が
与
え
る
技
能
的
価
値
は
何
な
の
か
。

　

②
国
語
科
に
お
け
る
古
文
・
漢
文
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
。

　

特
に
重
点
を
置
く
の
が
②
で
す
。
②
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ず
と
①
も
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
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次
の
第
三
節
・
第
四
節
で
②
に
つ
い
て
扱
い
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
第
五
節
で
①
に
つ
い
て
扱
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
こ
で
言
う
「
何
な
の
か
」
と
は
、
個
人
的
主
張
と
し
て
の
「
定
義
」
で
は
な
く
、
実
際
の
教
材
・
教
育
内
容
か
ら
の
「
帰
納
」

と
い
う
形
で
の
説
明
を
目
指
し
ま
す
。

　

古
典
教
育
を
必
要
と
見
な
す
に
せ
よ
、
不
要
と
見
な
す
に
せ
よ
、
議
論
を
す
る
た
め
に
は
そ
の
対
象
で
あ
る
古
文
・
漢
文
と
い
う
も
の

の
実
体
を
皆
が
適
切
に
捉
え
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
上
記
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
議
論
の
土
台
と
し
て
必
要
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
　
　
　

第
三
節　

国
語
科
の
古
文
と
は
何
な
の
か

　

手
始
め
に
、
「
古
文
と
は
何
か
？
」
と
改
め
て
問
う
て
み
ま
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
、
「
日
本
の
古
い
文
章
」
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
大

方
の
答
え
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
答
え
に
は
、
二
つ
の
疑
問
が
伴
い
ま
す
。

　

１　

古
い
と
は
、
（
い
つ
か
ら
）
い
つ
ま
で
を
指
す
の
か
？

　

２　

古
い
文
章
で
あ
れ
ば
何
で
も
古
文
な
の
か
？

　

こ
の
内
の
２
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
し
ま
す
が
、
１
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
教
科
書
を
見
れ
ば
答
え
が
分
か
る
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
、

教
材
（
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
文
章
）
は
、
そ
れ
ら
が
「
古
文
」
だ
と
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
通
覧
す
れ
ば
国
語
科
に
お
け
る
「
古
文
」
の
外
延
が
う
か
が
い
知
れ
る
は
ず
で
す
。
ま
ず
こ
れ
を
見
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
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教
材
か
ら
帰
納
す
る　

サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
三
省
堂
『
高
等
学
校 

古
典
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
（
一
部
）
を
時
代
別
に
し
て
次
に
挙
げ
ま

す
）
2
（

。

　

奈
良
時
代　

古
事
記
・
万
葉
集

　

平
安
時
代　

竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
蜻
蛉
日
記
・
枕
草
子
・
源
氏
物
語
・
和
泉
式
部
日
記
・
更
級
日
記 

な
ど

　

鎌
倉
時
代　

平
家
物
語
・
方
丈
記
・
徒
然
草
・
古
今
著
聞
集
・
十
訓
抄 

な
ど

　

室
町
時
代　

井
筒
・
風
姿
花
伝
・
正
徹
物
語

　

江
戸
時
代　

野
ざ
ら
し
紀
行
・
西
鶴
諸
国
ば
な
し
・
雨
月
物
語 

な
ど

　

平
安
時
代
か
ら
採
用
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
が
一
見
し
て
分
か
り
ま
す
。
古
典
文
学
と
言
え
ば
平
安
時
代
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
人

も
多
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
自
然
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
（
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
日
本
語
史
的
に
も
思
い
の
ほ
か
重
要
で
す
。

後
述
）
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
鎌
倉
・
室
町
・
江
戸
時
代
か
ら
も
色
々
な
作
品
が
載
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
、
す
な
わ
ち
「
古
文
」
と
し
て
認
め
ら
れ
た
作
品
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
平
安
時
代
の
作
品
を
次
に
挙
げ
ま
す
。

例
１　
「
我
朝
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
知
り
ぬ
。
子
に
な
り
た
ま
ふ
べ
き
人
な
め
り
」

（
竹
取
物
語　

九
〇
〇
年
ご
ろ
か　

新
編
全
集

）
3
（

一
七
頁
）

例
２　
「
昨
日
今
日
、
物
忌
に
侍
り
つ
れ
ど
、
雪
の
い
た
く
降
り
は
べ
り
つ
れ
ば
、
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
な
む
」
と
申
し
た
ま
ふ
。
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（
枕
草
子
・
第
一
七
七
段　

一
〇
〇
〇
年
ご
ろ　

新
編
全
集
三
〇
九
頁
）

例
３　
「
あ
し
き
物
に
領
ぜ
ら
れ
た
ま
ひ
け
ん
も
、
さ
る
べ
き
前
の
世
の
契
り
な
り
。
…
」

（
源
氏
物
語
・
夢
浮
橋　

一
〇
〇
〇
年
ご
ろ　

新
編
全
集
⑥
三
七
八
頁
）

　

助
動
詞
や
補
助
動
詞
な
ど
の
文
法
的
要
素
（
傍
線
部
）
に
注
目
し
て
み
る
と
、
ヌ
・
タ
マ
フ
・
ベ
キ
（
→
ベ
シ
）
・
ナ
メ
リ
（
→
ナ
リ
＋

メ
リ
）
・
ハ
ベ
リ
・
ツ
レ
（
→
ツ
）
・
ケ
ム
、
ま
た
「
～
ニ
ナ
ム
」
と
い
う
文
の
終
え
方
な
ど
、
我
々
の
感
じ
る
「
古
文
ら
し
い
」
語
法
が

存
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
な
お
、
カ
ギ
括
弧
を
付
け
て
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
挙
げ
た
例
は

い
ず
れ
も
会
話
文
の
も
の
で
す
。
今
か
ら
千
年
ほ
ど
昔
の
人
は
こ
う
い
う
言
葉
を
使
っ
て
会
話
を
し
て
い
た
の
だ
な
あ
、
と
い
う
こ
と
が

察
せ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

続
い
て
、
平
安
時
代
の
次
の
時
代
に
当
た
る
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
例
を
挙
げ
ま
す
。

例
４ 　

家
貞
申
し
け
る
は
、
「
相
伝
の
主し

ゆ

、
備
前
守
殿
、
今
夜
闇
打
に
せ
ら
れ
給
ふ
べ
き
由
承
り
候
あ
ひ
だ
、
其
な
ら
む
様や

う

を
見
む
と
て
か

く
て
候
。
え
こ
そ
罷
出
づ
ま
じ
け
れ
」 

（
覚
一
本
平
家
物
語　

一
三
世
紀
半
ば
ご
ろ
か　

新
編
全
集
①
二
一
～
二
二
頁
）

例
５　
「
烏
の
群
れ
ゐ
て
池
の
蛙
を
と
り
け
れ
ば
、
御
覧
じ
悲
し
ま
せ
た
ま
ひ
て
な
ん
。
」
と
人
の
語
り
し
こ
そ
、
…

（
徒
然
草
・
第
一
〇
段　

一
四
世
紀
前
半
か　

新
編
全
集
八
九
頁
）

例
６ 　
「
さ
て
は
こ
の
在
原
寺
は
、
古
、
業
平
・
紀
有
常
の
息
女
、
夫
婦
住
み
給
ひ
し
石い

そ
の
か
み上

な
る
べ
し
。
『
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
竜
田
山
』

と
詠
じ
け
ん
も
、
こ
の
所
に
て
の
事
な
る
べ
し
。
」 
（
謡
曲
・
井
筒　

一
五
世
紀
前
半　

新
編
全
集
二
八
七
頁
）
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助
動
詞
等
の
文
法
的
要
素
（
傍
線
部
）
を
見
て
み
る
と
、
先
ほ
ど
の
平
安
時
代
と
同
様
の
語
法
が
変
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
例
６
は
一
五
世
紀
前
半
、
つ
ま
り
竹
取
物
語
か
ら
五
百
年
ほ
ど
も
経
っ
た
時
代
の
資
料
で
す
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
シ
（
→

キ
）
・
ナ
リ
・
ベ
シ
・
ケ
ム
と
い
っ
た
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
の
言
葉
が
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
変
化
し
て
現
代
の
京
都

の
言
葉
に
な
っ
た
、
と
い
う
自
然
な
想
定
か
ら
す
る
と
、
一
五
世
紀
の
時
点
で
こ
こ
ま
で
変
化
が
な
い
の
は
奇
妙
に
思
え
ま
す
。

　

こ
の
違
和
感
が
一
層
は
っ
き
り
す
る
の
が
、
次
の
江
戸
時
代
で
す
。

例
７ 　

彼
案
内
せ
し
お
の
こ
の
云
や
う
、
「
こ
の
道
必
不ぶ

用よ
う

の
事
有
。
つ
ゝ
が
な
う
送
り
ま
い
ら
せ
て
、
仕
合
し
た
り
」
と
、
よ
ろ
こ
び
て

わ
か
れ
ぬ
。 

（
お
く
の
ほ
そ
道　

一
七
〇
二
年　

新
編
全
集
一
〇
一
頁
）

例
８ 　

此
の
日
や
天そ

ら

晴
て
、
千ち

里さ
と

に
雲
の
た
ち
ゐ
も
な
く
、
草
枕
旅
ゆ
く
人
の
群
々
か
た
り
ゆ
く
は
、
「
け
ふ
は
誰た

れ

某が
し

が
よ
き

京
み
や
こ

入い
り

な
る
。

此
の
度
の
商あ

き

物も
の

に
よ
き
徳
と
る
べ
き
祥さ

が

に
な
ん
」
と
て
過
ぐ
。 

（
雨
月
物
語
・
菊
花
の
約　

一
七
六
八
年
序　

新
編
全
集
二
九
七
頁
）

　

傍
線
部
の
通
り
、
こ
こ
で
も
な
お
平
安
時
代
と
共
通
す
る
語
法
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
我
々
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
江
戸

時
代
の
言
葉
」
と
は
、
大
い
に
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
教
科
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
古
文
」
は
、
時
代
的
に
は
千
年
レ
ベ
ル
の
長
期
に
わ
た
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ

の
言
葉
は
時
代
を
通
じ
て
奇
妙
に
整
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

「
古
文
」
と
は
異
な
る
言
葉
を
示
す
文
献　

こ
こ
で
一
度
視
点
を
変
え
て
、
先
述
の
２
の
問
い
「
古
い
文
章
で
あ
れ
ば
何
で
も
古
文
な
の
か
」

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
は
「
古
文
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
文
章
ば
か
り
を
収
め
た
教
科
書
だ
け
を
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見
て
い
て
は
、
解
決
し
な
い
問
題
で
す
。
こ
こ
で
日
本
語
史
の
視
点
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

教
科
書
に
載
っ
て
い
る
作
品
に
こ
だ
わ
ら
ず
古
い
文
献
を
広
く
見
渡
し
て
み
る
と
、
「
古
文
」
と
同
じ
く
古
い
時
代
の
資
料
で
あ
り
な
が

ら
、
先
ほ
ど
例
１
～
８
ま
で
に
示
し
て
き
た
「
古
文
」
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
文
章
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
以
下
に
三
例
を
挙
げ

ま
す
。

例
９ 　

右
馬
允
「
の
ー
、
喜
一
、
つ
い
で
に
そ
の
清
盛
の
こ
と
を
も
聞
き
た
い
よ
」　

喜
一
「
こ
な
た
さ
え
く
た
び
れ
さ
せ
ら
れ
ず
わ
、
わ

た
く
し
わ
な
ん
ぼ
ー
な
り
と
も
語
り
ま
ら
し
ょ
ー
。
…
」 

（
天
草
版
平
家
物
語
・
一　

一
五
九
二
年
刊　

一
〇
頁
）

例
10 　
「
し
て
あ
れ
に
ハ
太
郎
で
ハ
な
ひ
か
」
「
中
々
太
郎
で
ご
ざ
る
」
「
や
れ
や
れ
大
き
に
な
ら
れ
た
、
よ
そ
で
み
た
ら
ハ
中
々
み
し
る
ま

ひ
」 
（
虎
明
本
狂
言
集
・
腰
祈　

一
六
四
二
年
写　
『
大
蔵
虎
明
能
狂
言
集
翻
刻
註
解 

上
』
四
三
二
頁
）

例
11 　

弥
二
「
（
略
）
ヤ
ア
な
ん
だ
か
や
わ
ら
か
な
も
の
が
、
あ
し
に
さ
は
つ
た
」 

北
八
「
な
ん
だ
な
ん
だ
」 

ね
こ
「
ニ
ヤ
ア
ン
」 

弥
二
「
コ

ノ
ち
く
し
や
う
め
、
シ
ツ
シ
ツ
」 

百
ま
ん
べ
ん
の
か
ね
の
お
と
「
チ
ヤ
ア
ン
」 

の
き
に
お
ち
る
あ
ま
だ
れ
「
ぽ
た
り
ぽ
た
り
」

（
東
海
道
中
膝
栗
毛
・
三
編
下　

一
八
〇
四
年
刊　

新
編
全
集
一
七
五
頁
）

　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ
ど
の
「
古
文
」
の
文
章
と
比
べ
る
と
、
「
ゆ
る
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
の
相
違
が
あ
る
こ
と
が
お
分
か
り

頂
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

例
９
の
『
天
草
版
平
家
物
語
』
は
、
世
間
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
語
史
の
分
野
で
は
極
め
て
有
名

な
資
料
で
す
。
こ
れ
は
、
実
は
西
洋
人
の
日
本
語
学
習
の
た
め
に
作
ら
れ
た
書
物
で
す
。
一
六
世
紀
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
に
や
っ
て

き
ま
す
。
目
的
は
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
で
す
。
し
か
し
、
日
本
人
に
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
説
く
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
は
な
く
日
本
語
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を
、
特
に
話
し
言
葉
を
（
更
に
言
え
ば
、
良
い
印
象
を
与
え
る
「
正
し
く
上
品
な
」
話
し
言
葉
を
）
習
得
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
現

代
の
我
々
で
も
、
外
国
語
を
習
得
す
る
た
め
に
は
、
教
材
と
し
て
①
辞
書
、
②
グ
ラ
マ
ー
（
文
法
書
）
、
③
リ
ー
ダ
ー
（
読
み
物
）
が
必
要

だ
と
さ
れ
ま
す
が
、
大
変
面
白
い
こ
と
に
当
時
の
西
洋
人
も
こ
の
三
種
の
教
材
を
ち
ゃ
ん
と
作
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
、
リ
ー
ダ
ー
の
一

つ
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
『
平
家
物
語
』
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
（
歴
史
教
育
に
も
な
る
、
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
）
。
但
し

『
平
家
物
語
』
は
鎌
倉
時
代
の
成
立
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
学
ん
で
も
（
当
時
に
お
け
る
）
「
現
代
の
話
し
言
葉
」
を
身
に
付
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
彼
ら
は
、
日
本
人
の
助
力
を
得
て
『
平
家
物
語
』
を
「
現
代
語
訳
」
（
現
代
か
ら
見
れ
ば
、
室
町
時
代
語
訳
）

し
ま
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
通
称
『
天
草
版
平
家
物
語
』
で
す
。
右
の
例
で
は
読
み
や
す
い
よ
う
に
漢
字
仮
名
交
じ
り
に
し
て
あ
り
ま
す
が
、

実
際
に
は
ロ
ー
マ
字
で
日
本
語
文
が
書
か
れ
て
い
ま
す

）
4
（

。

　

資
料
の
説
明
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
言
葉
を
見
て
み
る
と
、
も
ち
ろ
ん
古
め
か
し
い
印
象
は
与
え
る
も
の
の
、
現
代
の
私
た
ち

が
見
て
も
充
分
理
解
可
能
な
言
葉
で
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
現
代
の
話
し
言
葉
に
近
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
「
く
た
び
れ
さ

せ
ら
れ
」
は
ク
タ
ビ
レ
ル
の
尊
敬
表
現
で
す
が
、
先
掲
の
「
古
文
」
の
よ
う
に
タ
マ
フ
を
使
う
の
で
は
な
く
、
サ
セ
ラ
ル
を
使
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
、
象
徴
的
で
す
。

　

次
の
例
10
は
狂
言
の
台
本
で
す
が
、
『
天
草
版
平
家
物
語
』
と
同
じ
趣
き
の
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。
そ
の
次
の

例
11
は
よ
く
知
ら
れ
た
十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
、
い
わ
ゆ
る
弥
次
喜
多
の
珍
道
中
で
す
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
言
葉
は
、
同

じ
江
戸
時
代
な
が
ら
先
ほ
ど
「
古
文
」
の
例
と
し
て
挙
げ
た
例
７
・
８
な
ど
と
は
全
く
異
な
り
、
ま
さ
し
く
私
た
ち
が
思
う
と
こ
ろ
の
「
江

戸
時
代
の
言
葉
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
、
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
教
科
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
は
、
時
代
的
に
は

極
め
て
長
期
に
わ
た
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
言
葉
に
は
明
ら
か
に
変
化
が
な
さ
す
ぎ
、
（
特
に
文
法
面
で
）
奇
妙
に
均
一
で
す
。
そ
の
一
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方
で
、
『
天
草
版
平
家
物
語
』
や
狂
言
台
本
、
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
な
ど

―
こ
れ
ら
は
、
「
過
去
の
名
作
」
と
い
う
意
味
で
「
古
典
」
と

呼
ん
で
全
く
差
し
支
え
な
い
も
の
で
す
が

―
の
よ
う
に
、
「
古
文
」
と
同
じ
く
古
い
文
章
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
教
科
書
に
は
採
用
さ

れ
な
い
、
つ
ま
り
、
「
古
文
」
と
は
認
定
さ
れ
な
い
資
料
も
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
古
文
」
か
否
か
の
基
準
は
、
そ

の
時
代
の
新
古
で
は
な
く
、
そ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
違
い
に
あ
る
の
で
す
。

話
し
言
葉
と
書
き
言
葉　

右
に
述
べ
た
「
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
違
い
」
は
、
一
言
で
言
え
ば
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
違
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本
語
史
学
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
ま
す
。

　

先
に
見
た
『
竹
取
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
に
使
わ
れ
て
い
た
文
法
は
、
当
時
の
話
し
言
葉
を

基
に
、
そ
れ
を
洗
練
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
『
竹
取
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
等
も
「
書
か
れ
て
い
る
」
以
上
は
書
き
言
葉
で
あ

る
に
は
違
い
な
い
の
で
す
が
、
話
し
言
葉
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
言
葉
を
使
っ
て
書
い
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
言
葉
、
つ
ま
り
「
平
安
時
代
の
話
し
言
葉
（
的
な
書
き
言
葉
）
」
が
、
や
が
て
話
し
言
葉
を
離
れ
て
書
き
言
葉
と
し
て
確
立
し
て
い

き
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
安
時
代
に
様
々
な
分
野
で
ま
さ
し
く
古
典
と
呼
ぶ
べ
き
作
品
が

―
和
歌
で
は
『
古
今
和
歌
集
』
を
筆
頭
と
す
る

勅
撰
集
が
、
物
語
で
は
『
源
氏
物
語
』
が
、
日
記
・
紀
行
文
で
は
『
蜻
蛉
日
記
』
『
更
級
日
記
』
等
が
、
と
い
う
ふ
う
に

―
続
々
と
作
ら

れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
が
見
習
う
べ
き
模
範
と
見
な
さ
れ
た
た
め
に
、
モ
ノ
を
書
く
時
に
は
そ
れ
ら
の
作
品

に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
を
使
お
う
、
と
い
う
運
び
に
な
り
、
規
範
化
し
て
長
く
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
書
き
言
葉
専
用
の
も
の

と
し
て
確
立
し
た
文
法
を
現
在
「
古
典
文
法
」
と
呼
ん
で
お
り
、
古
典
文
法
で
書
か
れ
た
文
章
を
「
文
語
文
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

書
き
言
葉
に
お
い
て
は
、
常
に
「
お
手
本
」
が
目
に
見
え
る
形
で
存
在
す
る
た
め
、
規
範
が
定
ま
れ
ば
そ
こ
か
ら
変
わ
っ
て
い
か
な
い
、

す
な
わ
ち
保
守
的
な
性
格
を
持
ち
ま
す
。
そ
の
点
、
話
し
言
葉
は
口
に
し
た
先
か
ら
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
く
の
で
、
規
範
性
を
持
ち
に
く
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く
、
常
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
結
果
、
平
安
時
代
に
は
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
差
は
比
較
的
小
さ
か
っ
た
の
に
時
代
が
下
る
に

つ
れ
て
両
者
の
差
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
を
単
純
化
し
て
表
し
た
の
が
図
１
で
す
。
「
古
文
」
と
さ
れ
る
例
１
～
８

の
諸
資
料
は
、
図
の
下
部
の
書
き
言
葉
の
側が

わ

に
当
た
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
古
文
」
と
さ
れ
な
い
例
９
～
11
の
諸
資
料
は
、
書
か
れ

て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
そ
れ
ら
も
厳
密
に
は
書
き
言
葉
で
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
代
の
話
し
言
葉
を
濃
厚
に
反
映
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
こ
の
図
で
は
上
部
の
話
し
言
葉
の
側
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
（
同
じ
理
由
か
ら
、

例
1
～
3
の
平
安
時
代
の
資
料
は
話
し
言
葉
の
側
に
当
た
る
と
も
見
ら
れ
ま
す
）
。

　

と
こ
ろ
で
、
話
し
言
葉
（
言
）
と
書
き
言
葉
（
文
）
の
差
異
が
小
さ
い
状
態
を
「
言
文
一
致
」
、

差
異
が
大
き
い
状
態
を
「
言
文
二
途
」
と
呼
び
ま
す
。
明
治
時
代
の
半
ば
ご
ろ
に
「
言
文
一
致
運

動
」
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
（
図
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
厳

密
に
言
え
ば
言
文
再0

一
致
運
動
で
す
）
、
そ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
時
を
経
て
話
し
言
葉
と
書

き
言
葉
の
差
異
が
大
き
く
な
り
過
ぎ
た
こ
と
を
弊
害
と
見
な
し
て
、
（
書
き
言
葉
を
話
し
言
葉
に

思
い
切
り
近
付
け
る
形
で
）
両
者
の
差
を
大
幅
に
縮
め
る
営
為
で
し
た
。
こ
れ
が
現
在
我
々
が
用

い
て
い
る
書
き
言
葉
の
直
接
の
親
と
言
え
ま
す
。
図
１
の
右
下
で
点
線
に
よ
っ
て
記
し
て
い
る
よ

う
に
、
言
文
（
再
）
一
致
運
動
の
後
に
も
、
一
部
の
文
章
は
し
ぶ
と
く
古
典
文
法
に
よ
っ
て
書
か

れ
続
け
ま
し
た
が
（
例
え
ば
法
律
文
な
ど
）
、
そ
れ
す
ら
も
、
終
戦
を
契
機
に
ほ
ぼ
全
く
用
い
ら

れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
公
布
の
大
日
本
帝
国
憲
法
が
古
典
文
法
で
書

か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
昭
和
二
一
年
（
一
九
四
六
）
公
布
の
日
本
国
憲
法
は
口
語
文

）
5
（

で
書
か

れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
流
れ
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
ま
す
。

図1 言文一致

言文二途

言文一致

話 言葉 言

書 言葉 文

A.D. 900 1890 1945
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言
文
二
途
の
時
代
、
つ
ま
り
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
が
大
き
く
離
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
例
え
ば
尊
敬
の
表
現
を
作
る
時
に
、
普
段

話
す
時
に
は
「
～
セ
ラ
ル
」
を
用
い
る
の
と
並
行
し
て
、
書
く
時
に
は
「
～
タ
マ
フ
」
を
用
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
使
い
分
け
を
随
時
行
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
極
め
て
非
合
理
的
な
こ
と
を
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
現
代
の
我
々

も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
同
様
の
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
宿
題
を
忘
れ
た
こ
と
に
ハ
ッ
と
気
付
い
た
時
、
口
か
ら
出
る
言
葉

は
「
あ
っ
、
宿
題
忘
れ
て
も
ー
た
！
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
あ
と
で
日
記
に
記
す
時
に
は
「
今
日
は
宿
題
忘
れ
て
も
ー
た
。
」

と
は
書
か
ず
に
、
「
今
日
は
宿
題
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
」
と
書
く
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
現
代
で
も
誰
も
が
自
然
に
行
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
図
１
で
、
言
と
文
と
が
完
全
に
一
致
す
る
時
代
が
存
在
し
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
す
。

　

以
上
よ
り
、
教
材
か
ら
帰
納
さ
れ
日
本
語
史
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
「
古
文
」
は
、
単
に
「
古
い
日
本
語
」
で
は
な
く
「
古
典
文
法

で
書
か
れ
た
文
章
」
（
＝
文
語
文
）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

古
文
＝
文
語
文　

文
語
文
は
近
代
に
至
る
ま
で
非
常
に
幅
広
い
書
き
物
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
特
に
話
し
言
葉

を
表
現
し
た
い
」
場
合

―
例
え
ば
、
話
し
言
葉
の
教
材
や
、
芝
居
の
セ
リ
フ
や
、
講
師
の
口
ぶ
り
を
表
現
す
る
講
義
録
な
ど

―
を
除

く
と
、
基
本
的
に
モ
ノ
を
書
く
時
に
は
古
典
文
法
で
書
い
て
い
た
、
と
概
括
し
て
良
い
と
言
え
ま
す

）
6
（

。

　

な
お
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
文
語
文
を
用
い
る
の
は
文
学
作
品
に
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
科
書
に
お
け
る
「
古
文
」
が
（
我
々

の
感
覚
で
言
う
）
文
学
作
品
ば
か
り
で
あ
る
の
は
、
国
語
教
育
が
文
学
教
育
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
日

記
や
手
紙
な
ど
の
実
務
的
な
文
章
に
お
い
て
も
文
語
文
が
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
「
古

文
」
ば
か
り
を
見
て
い
た
の
で
は
「
古
文
」
が
何
な
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
点
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。
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（
参
考
）
『
万
葉
集
』
は
古
文
で
は
な
い
？　

古
典
文
法
が
平
安
時
代
の
書
き
言
葉
（

≒
平
安
時
代
の
話
し
言
葉
）
の
文
法
を
基
盤
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
よ
り
も
前
の
奈
良
時
代
の
作
品
は
古
典
文
法
で
書
か
れ
て
は
い
な
い
、
つ
ま
り
「
古
文
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
実
際
、
『
万
葉
集
』
の
言
葉
を
観
察
す
る
と
、
古
典
文
法
と
の
共
通
性
は
大
き
い
も
の
の
、
形
容
詞
・
助
動
詞
・
動
詞
な
ど

に
そ
れ
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
古
文
の
授
業
で
奈
良
時
代
の
作
品
を
ほ
と
ん
ど
扱
わ
な
い
の
は
こ
の
こ

と
が
主
な
理
由
で
す
。

　
　
　
　

第
四
節　

国
語
科
に
お
け
る
漢
文
と
は
何
か

　

で
は
、
続
い
て
漢
文
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。
古
文
の
時
と
同
様
に
、
ま
ず
「
漢
文
と
は
何
か
？
」
と
自
問
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
『
論

語
』
、
『
史
記
』
、
李
白
・
杜
甫
な
ど
の
漢
詩
、
「
蛇
足
」
「
矛
盾
」
と
い
っ
た
故
事
成
語
な
ど
が
、
教
材
と
し
て
思
い
起
こ
さ
れ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
ら
か
ら
帰
納
す
る
と
、
漢
文
は
「
中
国
の
昔
の
文
章
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
中
国
語
の
文
章
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

漢
文
を
こ
の
よ
う
に
見
る
時
、
こ
れ
を
現
代
の
日
本
で
学
習
す
る
に
は
、
大
き
く
次
の
三
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
現
代
日
本
語
訳
さ
れ
た
も
の
を
読
む
。

　

現
代
の
観
点
か
ら
は
こ
の
方
法
が
最
も
自
然
に
見
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
世
界
史
の
授
業
で
『
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
』
を
学

ぶ
時
に
は
ラ
テ
ン
語
で
は
な
く
現
代
日
本
語
訳
で
紹
介
さ
れ
ま
す
し
、
倫
理
で
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
序
説
』
を
学
ぶ
時
に
も
フ
ラ
ン
ス
語

で
は
な
く
現
代
日
本
語
訳
で
紹
介
さ
れ
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
上
記
の
漢
文
も
現
代
日
本
語
訳
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
学
ぶ
こ
と
は
充
分

可
能
な
は
ず
で
す
し
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
理
由
も
一
見
な
さ
そ
う
で
す
。
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②
訓
読
す
る
。

　

訓く
ん

読ど
く

（
漢
文
訓
読
）
と
は
、
中
国
語
文
に
対
し
て
、
そ
の
中
の
漢
字
を
一
字
一
字
、
対
応
す
る
日
本
語
で
読
み
下
し
、
且
つ
助
詞
や
助

動
詞
な
ど
の
日
本
語
的
要
素
を
補
っ
た
り
語
順
を
調
整
し
た
り
し
て
、「
日
本
語
文
語
文
と
し
て
」
読
む
こ
と
で
す
。
翻
訳
の
一
種
で
あ
り
、

中
国
語
文
を
逐
字0

的
に
日
本
語
文
に
置
き
換
え
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
後
述
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
伝
統
的
な
漢
文
の
読
解
シ
ス
テ
ム

で
す

）
7
（

。

③
中
国
語
と
し
て
読
み
、
学
習
す
る
。

　

中
国
語
で
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
中
国
語
と
し
て
読
ん
だ
上
で
、
そ
れ
を
理
解
す
る
。
例
え
ば
「
学
而
時
習
之
」
で
あ
れ
ば
、
こ
れ

を
「
マ
ナ
ビ
テ
ト
キ
ニ
コ
レ
ヲ
ナ
ラ
ウ
」
と
読
む
の
で
は
な
く
、
現
代
北
京
語
で
「xu

é ér sh
í xí zhī

」
と
読
み
、
そ
の
上
で
中
国
語
の

古
語
辞
典
を
引
い
て
各
語
の
意
味
を
確
認
す
る
、
と
い
う
方
法
で
す
。
こ
れ
も
外
国
語
文
の
読
解
と
し
て
は
自
然
な
方
法
と
言
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
学
習
す
る
方
法
に
は
①
現
代
日
本
語
訳
、
②
訓
読
、
③
中
国
語
と
し
て
、
の
三
つ
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ

こ
で
、
国
語
科
で
用
い
る
漢
文
の
文
法
テ
キ
ス
ト
を
見
て
み
る
と
、
冒
頭
に
「
返
り
点
」
の
説
明
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
返
り
点
は
②
訓
読
に
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
方
法
で
は
用
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
こ
こ
に
お
い
て
、
訓
読
は
「
選
択
肢
」

で
は
な
く
「
前
提
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
①
現
代
日
本
語
訳
や
③
中
国
語
と
し
て
読
む
方
法
は
、
そ
も
そ
も
認
め
ら
れ
て
い
な

い
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
国
語
科
の
漢
文
と
は
「
漢
文
訓
読
」
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。

日
本
語
史
と
漢
文
・
漢
文
訓
読　

漢
文
が
日
本
で
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
西
暦
五
世
紀
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
当
然
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な
が
ら
当
初
は
中
国
語
と
し
て
読
ん
で
い
た
は
ず
で
す
。
中
国
語
の
文
章
を
日
本
語
と
し
て
読
む
漢
文
訓
読
と
い
う
方
法
が
日
本
で
い
つ

始
ま
っ
た
か
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
漢
文
に
訓
点
を
付
け
た
資
料
（
訓
点
資
料
）
の
平
安
時
代
初
期
の
現
物
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
遅
く

と
も
奈
良
時
代
末
ご
ろ
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

漢
文
訓
読
が
日
本
語
に
も
た
ら
し
た
特
に
大
き
な
影
響
は
、
私
見
で
は
①
語
句
・
語
法
の
取
り
入
れ
と
②
書
記
へ
の
展
開
の
二
つ
で
す
。

こ
こ
で
は
、
本
講
義
の
内
容
に
特
に
関
わ
る
②
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す

）
8
（

。

　

こ
こ
で
言
う
「
書
記
へ
の
展
開
」
と
は
、
要
す
る
に
「
日
本
で
は
漢
文
を
訓
読
す
る
だ
け
で
な
く
書
い

て
も
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
「
昔
の
エ
リ
ー
ト
や
イ
ン
テ
リ
は
中
国
語
で
文
章
を
書
い
て

い
た
」
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
訓
読
と
は
中
国
語
文
を
日

本
語
文
に
変
換
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
が
、
こ
れ
を
逆
に
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
語
文
を
中
国
語
式
に

書
く
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
漢
文
と
は
こ
の
、「
日
本
語
表
記
法
と
し
て
の
漢
文
」
で
す
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
説
明
を
加
え
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
訓
読
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、「
猫
好
鼠
」

と
い
う
文
字
列
を
例
に
し
て
改
め
て
確
認
し
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
語
を
表
す
文
字
で
あ
る
漢
字
を
用
い
て

書
き
表
し
た
中
国
語
文
で
す
。
便
宜
的
に
現
代
北
京
語
音
で
言
え
ば
「m

āo hǎo shǔ

」
と
な
り
ま
す
。
訓

読
で
は
、
こ
の
「
猫
好
鼠
」
に
つ
い
て
、
各
字
の
表
す
中
国
語
の
意
味
に
対
応
す
る
日
本
語
を
当
て
て
い

き
ま
す
。
「
猫
（m
āo

）
」
は
日
本
語
で
言
え
ば
「
ネ
コ
」
、
「
好
（hǎo
）
」
は
「
コ
ノ
ム
」
、
「
鼠
（shǔ

）
」

は
「
ネ
ズ
ミ
」
、
と
い
う
よ
う
に
。
た
だ
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
語
に
な
ら
な
い
の
で
、
助
詞
や
助
動
詞
の
類

を
補
っ
た
り
、
中
国
語
と
日
本
語
と
で
語
順
が
一
致
し
な
い
部
分
で
は
語
順
を
入
れ
替
え
た
り
し
ま
す
。

こ
の
結
果
、
「
猫
好
鼠
」
と
い
う
中
国
語
の
文
字
列
か
ら
「
ネ
コ
ハ
ネ
ズ
ミ
ヲ
コ
ノ
ム
」
と
い
う
日
本
語
文

図2

猫
　
好
　
鼠

猫
　
好
　
鼠

ハ
　
　
ム
　
　
ヲ

レ

ネ
コ
ハ
ネ
ズ
ミ
ヲ

コ
ノ
ム
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が
抽
出
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
訓
読
の
シ
ス
テ
ム
で
す
（
図
２
、
右
→
左
方
向
）
。

　

で
は
、
こ
れ
を
逆
か
ら
辿
る
と
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
「
ネ
コ
ハ
ネ
ズ
ミ
ヲ
コ
ノ
ム
」
と
い
う
日
本
語
文
を
文
字
化
す
る
時
に
、
こ
の

文
を
構
成
す
る
基
本
的
な
部
分
「
ネ
コ
」
「
ネ
ズ
ミ
」
「
コ
ノ
ム
」
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
上
対
応
す
る
漢
字
「
猫
」
「
鼠
」
「
好
」
で
書
き
表
し
、

且
つ
中
国
語
ら
し
く
な
る
よ
う
に
字
順
を
調
整
す
る
と
、
「
猫
好
鼠
」
と
い
う
文
字
列
が
立
ち
現
れ
ま
す
（
図
２
、
左
→
右
方
向
）
。
今
の

過
程
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
「m

āo hǎo shǔ

」
と
い
う
中
国
語
文
を
書
き
表
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
ネ
コ
ハ
ネ
ズ
ミ
ヲ
コ
ノ

ム
」
と
い
う
日
本
語
文
を
中
国
語
式
に
書
き
表
し
た
も
の
で
す
。

二
種
類
の
漢
文　

こ
の
「
日
本
語
表
記
法
と
し
て
の
漢
文
」
は
、
奈
良
時
代
以
前
か
ら
例
が
あ
り
、
近
代
ま
で
広
く
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

但
し
、
「
中
国
語
式
に
」
書
く
と
い
う
こ
と
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
、
日
本
語
な
ら
で
は
の
語
法
や
語
彙
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
よ
う
な
制
約
を
守
り
な
が
ら
書
か
れ
た
文
章
を
「
正
格
漢
文
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
う
し
た
文
章
が
あ
る
一
方
、
日
本
語
文
を
書

く
の
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
制
約
に
拘
泥
せ
ず
に
日
本
語
的
要
素
を
盛
り
込
ん
で
書
か
れ
た
漢
文
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を

「
変
体
漢
文
」
と
呼
び
ま
す
。
以
下
に
こ
の
変
体
漢
文
の
例
を
挙
げ
ま
す
。
平
安
時
代
の
末
ご
ろ
に
書
か
れ
た
文
書
で
す
。

例
12　

譲
与

　
　
　
　
　

清
住
寺
別
当
職
事

　
　
　

 

右
件
寺
別
当
者
、
師
資
相
承
任
譲
状
所
任
来
也
、
爰
一
海
大
法
師
、
為
入
室
瀉
瓶
弟
子
、
殊
糸
惜
者
也
、
仍
所
譲
与
也
、
（
中
略
）

穴
賢
々
々
、
仍
所
譲
与
如
件
、
敢
以
不
可
違
失
矣
、

（
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
五
月
十
九
日 

権
大
僧
都
元
海
譲
状
案
・
醍
醐
寺
文
書
・
大
日
本
古
文
書
二
八
八
号
の
二
）
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［
訓
読
案
］
譲
り
与
う　

清
住
寺
別
当
職
の
事　

右
、
件
の
寺
の
別
当
者は

、
師
資
相
承
し
譲
状
に
任
せ
て
任
じ
来
た
る
所
也
、
爰
に
一
海
大
法
師
、
入
室
瀉
瓶
の

弟
子
為た

り
、
殊
に
糸
惜
し
き
者
也
、
仍
て
譲
り
与
う
る
所
也
、
（
中
略
）
穴
賢
々
々
、
仍
て
譲
り
与
う
る
所
件
の
如
し
、
敢
え
て
以
て
違
失
す
可べ

か
ら
不ず

［
矣
］
、 

※
［
矣
］
は
置
き
字
。

　

元
海
と
い
う
僧
侶
が
、
弟
子
で
あ
る
一
海
に
寺
の
役
職
（
清
住
寺
別
当
職
）
を
譲
り
渡
す
と
い
う
内
容
で
す
。
一
見
す
る
と
、
漢
字
ば

か
り
で
書
い
て
あ
り
字
順
も
日
本
語
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
中
国
語
で
書
い
て
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
傍
線
部
に
注
目
し
て
下

さ
い
。
一
つ
目
の
傍
線
部
「
糸
惜
」
は
、
形
容
詞
イ
ト
オ
シ
を
書
き
表
し
た
も
の
で
す
。
イ
ト
オ
シ
の
イ
ト
は
「
糸
」
と
は
関
係
が
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
宛
字
で
す
。
ま
た
、
次
の
傍
線
部
「
穴
賢
」
は
書
状
の
締
め
括
り
の
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
ア
ナ
カ
シ
コ
を

書
き
表
し
た
も
の
で
す
。
ア
ナ
カ
シ
コ
の
ア
ナ
は
感
動
詞
に
由
来
す
る
の
で
「
穴
」
と
は
も
ち
ろ
ん
無
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
も
宛
字
で
す
。

「
糸
惜
」
「
穴
賢
」
を
中
国
語
で
読
ん
で
も
意
味
が
全
く
通
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
「
訓
読
に
基
づ
い
て
、
中
国
語
式
に

日
本
語
を
書
く
」
と
い
う
こ
と
の
実
態
が
お
分
か
り
頂
け
る
例
だ
と
思
い
ま
す
。

　

強
調
し
た
い
こ
と
は
、
前
近
代
の
日
本
に
お
い
て
「
漢
文
」
と
い
う
書
記
方
法
は
決
し
て
一
部
の
イ
ン
テ
リ
が
格
好
付
け
の
た
め
に
用

い
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
質
の
高
低
を
問
わ
ず
幅
広
く
用
い
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
先
述
の
変
体
漢
文
は
日
記
や
文

書
な
ど
の
日
常
的
書
記
に
常
用
さ
れ
ま
し
た
。
室
町
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
庭
訓
往
来
』
と
い
う
手
紙
文
の
模
範
文
例
集
が
あ
り
、
広
く

普
及
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
も
変
体
漢
文
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
模
範
と
し
て
も
許
容
さ
れ
る
ほ
ど
に
変
体
漢
文

が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
『
御
成
敗
式
目
』
『
吾
妻
鏡
』
『
武
家
諸
法
度
』
と
い
っ
た
法
令
や
史
書
も
変
体
漢
文
で
書
か
れ

ま
し
た
。
漢
文
式
表
記
を
活
用
し
た
文
章
は
昭
和
期
に
至
る
ま
で
例
が
見
ら
れ
ま
す
。
他
方
、
正
格
漢
文
も
学
問
や
文
芸
の
場
を
中
心
に
、

廃
れ
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
続
け
ま
し
た
。
森
鴎
外
や
夏
目
漱
石
が
漢
詩
・
漢
文
を
も
の
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
明
治
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期
の
学
術
雑
誌
に
は
論
文
を
漢
文
で
著
し
た
も
の
も
見
え
ま
す
。

　
　
　
　

第
五
節　

古
文
・
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
何
が
得
ら
れ
る
の
か

　

前
二
節
で
古
文
・
漢
文
と
は
何
か
を
確
認
し
て
き
ま
し
た
。
で
は
、
こ
れ
ら
古
文
・
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
と
は
何
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
古
文
・
漢
文
を
読
み
書
き
す
る
能
力
で
す
。
但
し
前
節
ま
で
で
説
明
し
て
き
た
通
り
、
こ
こ
で
言
う
古
文

の
読
み
書
き
と
は
、
古
典
文
法
で
書
か
れ
た
文
章
（
文
語
文
）
の
読
み
書
き
で
あ
り
、
漢
文
の
読
み
書
き
と
は
、
漢
文
を
訓
読
す
る
こ
と
、

お
よ
び
（
特
に
訓
読
に
基
づ
い
て
）
漢
文
を
書
く
こ
と
で
す
。

　

今
、
「
読
み
書
き
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
既
に
述
べ
て
き
た
通
り
、
近
代
以
前
に
お
い
て
は
、
文
語
文
・
漢
文
を
「
書
く
」
と

い
う
こ
と
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
教
育
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
書
き
方
を
学
習
す
る
と
い
う
こ
と
が
実
際
的
な
意
味
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
は
こ
う
し
た
文
章
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
な
く
な
り
、
「
書
く
」
こ
と
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
教
育
も
行
わ
れ

て
い
な
い
の
で
、
現
在
で
は
、
古
文
・
漢
文
教
育
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
技
能
は
「
読
む
」
こ
と
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
国
語
科
の
教
育
を
通
じ
て
古
文
・
漢
文
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
で
教
育
を
受
け
る
人
々
に
と
っ
て
、
何

の
価
値
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

こ
の
問
い
は
言
い
換
え
れ
ば
、
「
古
文
・
漢
文
で
書
か
れ
た
文
章
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
、
ど
の

程
度
あ
る
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
と
等
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
し
、
古
文
や
漢
文
で
書
か
れ
た
文
章
は
現
在
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な

い
と
か
、
あ
る
い
は
残
っ
て
は
い
る
が
め
ぼ
し
い
物
は
ほ
ぼ
全
て
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
し
た
ら
、
現
代
の

我
々
が
古
文
・
漢
文
を
読
め
る
こ
と
に
価
値
は
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
先
述
の
言
文
一
致
運
動
以
前
は
、
文
学
作
品
に
限
ら
ず
大
方
の
書
き
物
が
文
語
文
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ

の
内
の
一
定
数
は
漢
文
に
よ
っ
て
表
記

0

0

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
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こ
の
「
文
語
文
を
漢
文
に
よ
っ
て
表
記
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
説
明
を
加
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
《
私
の

知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
》
と
い
う
文
が
あ
り
ま
す
。
書
き
言
葉
に
お
い
て
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
文
字
化
す
る
の
で
は
な
く
別
の
語
彙
と
文

法
に
よ
っ
て
「
わ
れ
関
せ
ず
」
と
表
現
し
た
も
の
が
文
語
文
で
す
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
「
わ
れ
関
せ
ず
」
は
見
て
の
通
り
漢
字
と
平
仮
名

に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
こ
の
「
わ
れ
関
せ
ず
」
を
「
我
不
レ

関
焉
」
と
書
く
こ
と
も
で
き
ま
す

）
9
（

。
こ
の
場
合
も
、
表
現
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
《
ワ
レ
カ
ン

セ
ズ
》
で
あ
り
、
先
ほ
ど
の
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
に
よ
る
も
の
と
言
葉
の
上
で
は
同
じ
で
す
。
た
だ
、
表
記
が
異
な
る
だ
け
で
す
。
こ
れ

が
、
「
文
語
文
を
漢
文
に
よ
っ
て
表
記
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
言
文
一
致
運
動
以
前
は
文
学
作
品
に
限
ら
ず
大
方
の
書
き
物
が
文
語
文
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
お
り
、
且
つ

そ
の
内
の
一
定
数
は
漢
文
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
言
う
こ
と
は
、
古
文
・
漢
文
（
＝
文
語
文
・
漢
文
訓
読
）
を
学
習
す
る

か
否
か
は
、
我
々
に
と
っ
て
、
こ
の
近
代
以
前
の
膨
大
な
文
字
遺
産
を
自
分
が
活
用
で
き
る
か
否
か
に
直
結
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
古

文
・
漢
文
に
よ
る
文
章
に
は
一
体
何
が
書
い
て
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
か
つ
て
日
本
に
生
き
た
人
々
の
知
識
・
経
験
や
考
え
が
、

そ
の
時
代
に
応
じ
て
様
々
に
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
過
去
の
日
本
」
に
関
心
を
持
つ

時
、
我
々
に
は
古
文
・
漢
文
の
読
解
能
力
が
求
め
ら
れ
る
、
と
。

「
過
去
の
日
本
」
と
古
文
・
漢
文　
「
過
去
の
日
本
」
に
関
心
を
持
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
部
の
専
門
家
や
好
事
家
に
の
み
起
こ
る
こ
と

で
あ
っ
て
世
間
の
大
方
の
人
々
に
は
無
縁
の
こ
と
だ
、
と
考
え
る
人
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
決
し
て
そ
う
と
は
言
え
な
い
の

だ
と
い
う
こ
と
を
、
以
下
に
色
々
と
例
を
挙
げ
な
が
ら
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
歴
史
分
野
に
お
い
て
古
文
・
漢
文
の
知
識
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
想
像
の
つ
く
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
幕
末
に
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つ
い
て
関
心
を
持
っ
た
と
し
て
、
読
め
る
文
献
が
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
あ
る
か
、
原
文
に
取
り
組
め
る
か
に
よ
っ
て
、
ア

ク
セ
ス
で
き
る
文
献
の
数
や
種
類
が
全
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
歴
史
と
言
っ
て
も
対
象
は
日
本
史
の
教
科
書
に
載
る
も
の
ば
か
り
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
鉄
道
が
好
き
な
人
と
い
う
の
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
過
去
の
鉄
道
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
文
献
を
調
べ
て

い
く
と
、
ど
こ
か
で
こ
の
文
語
文
に
突
き
当
た
る
は
ず
で
す
。
鉄
道
に
関
す
る
様
々
な
規
約
に
は
文
語
文
で
書
か
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
し
、
鉄
道
の
敷
設
や
国
有
化
な
ど
に
関
わ
る
法
律
は
文
語
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
情
報
に
触
れ
た
い
と
思
う
時
、

そ
れ
は
ま
さ
に
「
過
去
の
日
本
」
と
我
々
が
接
点
を
持
と
う
と
す
る
瞬
間
で
あ
り
、
そ
の
時
に
実
際
に
そ
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か

否
か
の
要
に
な
る
の
が
、
古
文
・
漢
文
の
読
解
技
能
な
の
で
す
。

　
「
過
去
の
日
本
」
と
接
点
を
持
つ
機
会
は
、
他
に
も
色
々
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
美
術
に
お
い
て
。
浮
世
絵
に
は
絵
だ
け
で
な
く
文

字
が
書
い
て
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
絵
を
見
て
「
良
い
絵
だ
な
」
と
思
っ
た
時
に
、
そ
の
傍
ら
に
文
字
が
書
い
て
あ
る
こ
と
に

気
付
い
た
ら
、
そ
こ
に
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
、
知
り
た
い
と
思
う
は
ず
で
す
。
ま
た
骨
董
が
好
き
で
あ
れ
ば
、
箱
書
き
や
極
め
書
き
（
鑑

定
書
）
に
何
と
書
い
て
あ
る
の
か
、
知
り
た
い
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
文
語
文
や
漢
文
で
書
い
て
あ
る
こ
と
が
多
い

の
で
す
。
あ
る
い
は
文
学
に
お
い
て
。
近
代
文
学
の
研
究
者
で
な
く
と
も
、
芥
川
龍
之
介
が
好
き
だ
と
い
う
人
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
芥

川
の
全
集
を
見
る
と
、
小
説
や
随
筆
だ
け
で
な
く
、
書
簡
な
ど
も
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
フ
ァ
ン
で
あ
れ
ば
芥
川
が
ど
ん
な
手
紙
を
書
い

た
の
か
知
り
た
い
と
思
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
ま
た
、
我
々
が
「
過
去
の
日
本
」
と
接
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
で
す
。

芥
川
の
場
合
は
、
書
簡
は
口
語
文
で
書
い
た
も
の
が
多
い
で
す
が
、
中
に
は
候
文
で
書
か
れ
た
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
を
読
む
に
は
基
本
的

な
古
文
・
漢
文
の
知
識
が
必
要
で
す
。
ま
た
芥
川
に
は
「
病
中
雑
記
」
（
一
九
二
六
年
）
の
よ
う
に
文
語
文
で
書
か
れ
た
作
品
も
あ
り
ま

す
）
10
（

。

　
「
過
去
の
日
本
」
が
も
っ
と
身
近
に
潜
ん
で
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
家
の
倉
庫
を
掃
除
し
て
い
た
ら
、
ひ
い
お
ば
あ
さ
ん
の
書
い
た
日
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記
や
手
紙
が
出
て
来
た
、
と
か
、
ひ
い
お
じ
い
さ
ん
が
明
治
時
代
の
雑
誌
に
論
文
を
寄
稿
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
、
と
い
っ
た
場
合

で
す
。
ご
先
祖
様
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
か
、
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
の
が
自
然
な
感
情
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
い
っ
た
文
章
に
現
代
語
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
現
代
に
お
い
て
こ
れ
を
読

み
た
い
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
つ
人
じ
た
い
、
子
孫
で
あ
る
あ
な
た
以
外
に
は
い
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
に
「
頑
張
っ

て
読
ん
で
み
よ
う
」
と
取
り
組
め
る
か
、
そ
れ
と
も
「
ム
リ
ム
リ
」
と
放
り
出
し
て
し
ま
う
か
。
ど
ち
ら
の
道
を
行
く
か
の
決
め
手
に
な

る
の
が
、
古
文
・
漢
文
の
知
識
な
の
で
す
。

　

以
上
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
古
文
・
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
で
得
ら
れ
る
も
の
は
、
「
過
去
の
日
本
」
へ
の
ア
ク
セ
ス
能
力
で
す
。
こ
こ

ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
図
式
的
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　
　

古
文
・
漢
文
を
学
習
す
る
。

　

→　

古
文
・
漢
文
（
＝
文
語
文
・
漢
文
訓
読
）
を
読
む
能
力
が
身
に
付
く
。

　

≒　

近
代
以
前
の
膨
大
な
文
字
遺
産
を
活
用
で
き
る
。

　

→　
「
過
去
の
日
本
」
に
関
心
の
あ
る
（
将
来
関
心
を
持
つ
）
全
て
の
人
に
と
っ
て
有
益
た
り
得
る
。

　

右
で
「

≒

」
の
記
号
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
く
ず
し
字
な
ど
の
問
題
が
あ
る
の
で
古
文
・
漢
文
の
知
識
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
目
の
前
の

文
章
が
ス
ラ
ス
ラ
読
め
る
と
い
う
わ
け
に
は
必
ず
し
も
い
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
古

文
・
漢
文
の
読
解
能
力
が
こ
れ
ら
の
文
章
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
の
必
須
技
能
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
右
で
示
し
た
図
式
は
、
英
語
学
習
の
在
り
方
と
完
全
に
並
行
的
で
す
。
つ
ま
り
、
英
語
を
学
ぶ 

→ 

英
語
の
読
解
能
力
が
身
に
付
く 
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＝ 
英
語
で
書
か
れ
た
文
章
を
活
用
で
き
る 

→ 

英
語
で
書
か
れ
た
物
事
に
関
心
が
あ
る
（
将
来
関
心
を
持
つ
）
全
て
の
人
に
と
っ
て
有
益

た
り
得
る
、
と
な
る
わ
け
で
す
（
も
ち
ろ
ん
英
語
の
場
合
は
読
み
書
き
だ
け
で
な
く
話
す
・
聞
く
能
力
も
習
得
で
き
る
と
い
う
点
が
異
な

り
ま
す
が
）
。
英
語
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ス
で
き
る
情
報
を
「
現
代
の
世
界
」
に
つ
い
て
の
も
の
と
概
括
す
る
と
す
れ
ば
、
古
文
・
漢
文
に

よ
っ
て
ア
ク
セ
ス
で
き
る
情
報
は
「
過
去
の
日
本
」
に
つ
い
て
の
も
の
と
概
括
で
き
ま
す
。
対
象
（
英
語
／
古
文
漢
文
）
と
結
果
（
現
代

の
世
界
／
過
去
の
日
本
）
と
の
ペ
ア
リ
ン
グ
が
異
な
る
だ
け
で
、
そ
の
過
程
は
全
く
同
じ
で
す
。

「
古
文
は
と
も
か
く
、
漢
文
は
…
」　

こ
こ
ま
で
、
古
文
・
漢
文
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
技
能
お
よ
び
そ
の
価
値
に
つ
い
て

説
明
し
て
き
ま
し
た
が
、
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
「
文
語
文
の
技
能
が
有
益
で
あ
る
こ
と
は

分
か
っ
た
が
、
漢
文
訓
読
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？　

確
か
に
、
か
つ
て
の
日
本
に
お
い
て
は
そ
れ
は
重
要
な
技
術
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
が
、
現
代
の
我
々
が
漢
文
を
学
習
す
る
分
に
は
、
も
は
や
訓
読
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
？　

つ
ま
り
訓
読
と
い
う

方
法
を
学
ば
な
く
て
も
、
「
近
代
以
前
の
膨
大
な
文
字
遺
産
」
の
中
の
漢
文
に
は
ア
ク
セ
ス
可
能
な
の
で
は
な
い
か
？
」
…
と
い
う
意
見
で

す
。
事
実
、
こ
の
講
義
を
行
う
つ
い
二
週
間
ほ
ど
前
に
も
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ドR

A
D

W
IM

P
S

の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
野
田
洋
次
郎
氏
が
ツ

イ
ッ
タ
ー
上
で
漢
文
教
育
の
価
値
に
疑
問
を
呈
し
た
こ
と
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
物
議
を
醸
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
も
「
普
通
に
中
国

語
で
読
め
る
漢
文
を
教
え
て
ほ
し
か
っ
た
。
レ
点
と
か
一
二
点
と
か
使
っ
て
無
理
に
日
本
語
で
訓
読
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
ど
れ
だ

け
意
味
が
あ
る
ん
だ
ろ
う

）
11
（

。
」
と
述
べ
ら
れ
、
訓
読
と
い
う
方
法
に
疑
問
が
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
結
論
か
ら
言
う
と
、
訓
読
と
い
う
方
法
は
、
現
代
日
本
に
生
き
る
我
々
が
漢
文
に
ア
ク
セ
ス
す
る
上
で
も
必
要
で
す
。
そ
れ
は
伝

統
と
か
教
養
と
か
い
う
意
味
で
必
要
な
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
技
術
的
な
意
味
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

必
要
な
の
で
す
。
と
言
う
の
も
、
訓
読
に
基
づ
い
て
書

か
れ
た
漢
文
は
、
訓
読
に
よ
っ
て
し
か
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
第
四
節
で
例
12
と
し
て
挙
げ
た
変
体
漢
文
の
実
例
か
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ら
も
明
ら
か
で
す
。
「
糸
惜
」
や
「
穴
賢
」
と
い
っ
た
語
句
を
中
国
語
と
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
ず
、
訓
読
を
通
し
て
し
か
理
解
で
き
ま
せ

ん
。
奈
良
時
代
の
変
体
漢
文
と
し
て
著
名
な
『
古
事
記
』
も
訓
読
を
前
提
に
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す

）
12
（

。
前
近
代
の
日
本
で
大
量
に
制
作
さ

れ
た
変
体
漢
文
の
文
章
を
読
む
た
め
に
は
訓
読
の
技
術
が
必
須
な
の
で
す
。
ま
た
正
格
漢
文
の
中
に
も
、
日
本
語
的
要
素
（
和
習
と
呼
び

ま
す
）
を
含
む
も
の
が
あ
り
ま
す
。
和
習
に
気
付
き
、
そ
の
本
来
の
意
図
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
際
に
も
、
訓
読
の
技
能
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

　

は
っ
き
り
言
え
ば
、
孔
子
の
思
想
を
学
ぶ
た
め
に
『
論
語
』
が
読
み
た
い
と
か
、
中
国
の
歴
史
を
学
ぶ
た
め
に
『
史
記
』
が
読
み
た
い

と
か
い
っ
た
場
合
に
は
、
確
か
に
訓
読
を
用
い
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
訓
読
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
か

ら
、
訓
読
以
外
の
方
法
で
も
読
め
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
講
義
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
「
日
本
の
文
字
遺
産
と
し
て

の
漢
文
」
を
念
頭
に
置
く
と
、
そ
れ
ら
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
に
は
訓
読
と
い
う
方
法
の
習
得
が
必
須
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
後
も
変
わ
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

第
六
節　

ま
と
め

　

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。

　
　

中
高
の
国
語
科
に
お
け
る
「
古
典
」
（
古
文
・
漢
文
）
学
習
の
意
義
・
必
要
性
を
検
討
す
る
た
め
に
…

　
　
　

①
古
文
・
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
そ
の
も
の

0

0

0

0

が
与
え
る
技
能
的
価
値
は
何
な
の
か
。

　
　
　

②
古
文
・
漢
文
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
。

　
　

…　

②
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
①
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
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→　

実
際
の
教
材
と
日
本
語
史
の
観
点
か
ら
帰
納
・
検
討
。

　
　
　

↓

　
　

古
文
＝
古
典
文
法
で
書
か
れ
た
文
章
（
文
語
文
）
。
書
き
言
葉
と
し
て
近
代
ま
で
用
い
ら
れ
た
。

　
　

漢
文
＝ 

漢
文
訓
読
。
こ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
文
献
が
読
ま
れ
、
そ
の
言
葉
が
日
本
語
に
取
り
込
ま
れ
た
。
ま
た
訓
読
に
よ
っ
て
日
本

語
を
中
国
語
式
に
書
く
こ
と
も
広
く
行
わ
れ
た
。

　
　
　

↓

　
　

上
記
（
＝
②
の
答
）
を
踏
ま
え
る
と
、
①
の
答
は
自
ず
と
「
文
語
文
・
漢
文
訓
読
の
読
解
能
力
」
と
な
る
。

　
　

…　

そ
れ
を
習
得
し
て
、
我
々
に
ど
う
い
う
良
い
こ
と
が
あ
る
の
か
？

　
　

…　

近
代
以
前
の
日
本
の
文
献
の
大
部
分
が
文
語
文
に
よ
り
書
か
れ
て
い
る
（
そ
の
内
一
定
程
度
は
漢
文
表
記
）
。

　
　

→　

①
の
技
能
は
、
文
献
を
通
じ
て
「
過
去
の
日
本
」
に
触
れ
よ
う
と
す
る
と
き
に
必
須
。

　
　

つ
ま
り
、
古
文
・
漢
文
の
学
習 

＝ 

文
語
文
・
漢
文
訓
読
の
読
解
能
力
の
獲
得 

＝ 

過
去
の
日
本
へ
の
ア
ク
セ
ス
能
力
の
獲
得

　

古
文
・
漢
文
の
学
習
に
意
味
が
あ
る
か
否
か
（
ま
た
は
必
修
に
す
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
）
を
論
ず
る
時
に
は
、
ま
ず
こ
の
「
技
術
／

能
力
と
し
て
の
古
文
・
漢
文
読
解
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
本
講
義
で
述
べ
来
た
っ
た
こ
と
が
、
今
後
の
議

論
の
足
掛
か
り
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

［
付
記
］
本
稿
は
令
和
元
年
一
〇
月
二
一
日
開
催
の
京
都
女
子
大
学
公
開
講
座
（
国
文
学
科
）
に
お
け
る
講
義
（
題
目
は
本
稿
題
と
同
一
）

の
内
容
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
但
し
文
章
化
に
あ
た
り
若
干
の
加
除
を
施
し
ま
し
た
。
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注（
1
） 
大
修
館 

国
語
情
報
室
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領 

国
語
科
の
概
要
」（https://w

w
w

.taishukan.co.jp/kokugo/w
ebkoku/gakusyushidoyoryo.

h
tm

l　

二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
三
日
最
終
閲
覧
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
） h

ttps://tb.san
seido-pu

bl.co.jp/koku
go/h

K
oku

go/booklist/kobu
n

_K
K

koten
.h

tm
l

（
二
〇
一
九
月
一
〇
月
二
二
日
最
終
閲
覧
）
。

（
3
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
を
指
し
ま
す
。
以
下
同
様
。

（
4
） "N

ŏ  Q
iich

i tçu
ide n

i ſ on
o Q

iyom
ori n

ocoto u
om

o qiqitai yo." "C
onata ſ aye cutabire ſ axerarezu ua, vatacuxiua nanbô naritom

o 

catari m
araxô."

（
5
） 

口
語
文
は
、
「
話
し
言
葉
に
基
づ
く
書
き
言
葉
」
の
意
味
。
話
し
言
葉
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
書
き
言
葉
の
一
類
。

（
6
） 

も
っ
と
も
、
書
き
言
葉
は
話
し
言
葉
と
は
違
い
教
育
に
よ
っ
て
し
か
身
に
付
か
な
い
の
で
、
ど
れ
ほ
ど
古
典
文
法
に
忠
実
で
い
ら
れ
る
か
と
い
う
点

に
は
個
人
差
が
生
じ
ま
す
。
よ
っ
て
、
古
典
文
法
へ
の
遵
守
度
は
文
献
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
ま
す
。

（
7
） 

本
講
義
の
内
容
に
直
接
は
関
わ
り
ま
せ
ん
が
、
訓
読
と
い
う
方
法
は
日
本
に
お
け
る
独
創
で
は
な
く
、
朝
鮮
等
、
他
の
漢
字
文
化
圏
で
も
用
い
ら
れ

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
金
文
京
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア 

―
訓
読
の
文
化
圏
―
』
（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
） 

①
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
き
ま
す
。
漢
文
か
ら
の
取
り
入
れ
と
言
う
と
、
漢
語
や
、
「
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
」
「
い
わ
ん
や
～
を
や
」
と
い
っ
た
定

型
句
を
思
い
浮
か
べ
が
ち
で
す
が
、
現
在
日
常
的
に
用
い
て
い
る
言
葉
の
中
に
も
訓
読
に
由
来
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
山
田
孝
雄
『
漢
文
の
訓
読

に
よ
り
て
伝
へ
ら
れ
た
る
語
法
』
（
宝
文
館
、
一
九
三
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
） 「
焉
」
は
置
き
字
。
但
し
音
読
み
し
て
「
わ
れ
か
ん
せ
ず
エ
ン
」
と
言
う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

（
10
） 

な
お
「
病
中
雑
記
」
に
は
「
何
ゆ
ゑ
に
文
語
を
用
ふ
る
乎か

と
皮
肉
に
も
僕
に
問
ふ
人
あ
り
。
僕
の
文
語
を
用
ふ
る
は
何
も
気
取
ら
ん
が
為
に
あ
ら
ず
。

唯
口
語
を
用
ふ
る
よ
り
も
数
等
手
数
の
か
か
ら
ざ
る
が
為
な
り
。
こ
は
恐
ら
く
は
僕
の
受
け
た
る
旧
式
教
育
の
祟
り
な
る
べ
し
。
」
（
『
芥
川
龍
之
介
全

集 

第
十
三
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
一
九
二
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
当
時
の
文
語
文
の
立
ち
位
置
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
記
述
で
す
。

（
11
） 

二
〇
一
九
年
一
〇
月
六
日
の
ツ
イ
ー
ト
（h

ttps://tw
itter.com

/Y
ojiN

oda1/statu
s/1180520488784691200　

二
〇
一
九
年
一
二
月
四
日
最
終



日
本
語
史
の
研
究
と
「
古
文
」
「
漢
文
」

29

閲
覧
）
。

（
12
） 『
古
事
記
』
上
巻
の
冒
頭
部
近
く
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

 
国
稚
如
浮
脂
而
、
久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
之
時
、
〈
流
字
以
上
十
字
以
音
。
〉
（
新
編
全
集
二
八
頁
） 

※
〈 

〉
内
は
原
文
割
り
書
き
。

 

［
訓
読
案
］
国
稚わ

か

く
浮
け
る
脂
の
如
く
し
て
［
而
］
、
久く

羅ら

下げ

那な

州す

多た

陀だ

用よ

弊へ

流る

［
之
］
時
、
〈
「
流
」
字
以
上
十
字
、
音
を
以
て
せ
よ
。
〉 

※
［　

］
は

置
き
字
。

 

　

傍
線
部
に
注
目
し
て
下
さ
い
。
こ
う
し
た
注
記
が
『
古
事
記
』
に
は
幾
つ
も
見
ら
れ
ま
す
。
「
こ
の
部
分
は

0

0

0

0

0

音オ
ン

で
読
め
」
と
い
う
注
記
は
、
裏
を
返

せ
ば
『
古
事
記
』
が
原
則
的
に
は
訓
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
訓
読
以
外
の
方
法
で
『
古

事
記
』
を
読
ん
で
い
て
は
、
こ
う
し
た
注
記
は
理
解
不
能
と
な
り
ま
す
。

（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
講
師
）


