
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

漢文教育の方法

荒木, 雪葉
西九州大学 : 非常勤講師 | 西南学院大学 : 非常勤講師

https://doi.org/10.15017/26550

出版情報：地域健康文化学論輯. 5, pp.1-12, 2011-09-30. 地域健康文化学会
バージョン：
権利関係：



縦1 

 

 

漢
文
教
育
の
方
法 

 

荒
木 

雪
葉 

 

は
じ
め
に 

  

本
稿
は
、
高
等
学
校
に
お
け
る
漢
文
の
授
業
の
方
法
に
つ
い
て
、
学
習
指

導
要
領
と
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
を
通
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

漢
文
は
国
語
科
の
一
分
野
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
教
育

課
程
に
お
け
る
漢
文
の
位
置
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

現
代
の
中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
漢
文
教
育
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
ろ
う
か
。
平
成
十
年
に
告
示
、
平
成
一
五
年
に
一
部
改
正
さ
れ
た
中
学
校

学
習
指
導
要
領
に
よ
る
と
、
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す

る
事
項
〕
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

第
一
学
年 

(

ア) 

文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
知
り
，
古
文
や
漢
文
を
音
読
し

て
，
古
典
特
有
の
リ
ズ
ム
を
味
わ
い
な
が
ら
，
古
典
の
世
界
に
触
れ
る
こ

と
。 

(

イ) 

古
典
に
は
様
々
な
種
類
の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
。 

第
二
学
年 

(

ア) 

作
品
の
特
徴
を
生
か
し
て
朗
読
す
る
な
ど
し
て
，
古
典
の
世
界
を
楽

し
む
こ
と
。 

(

イ) 

古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
触
れ
，
登
場
人
物
や
作
者

の
思
い
な
ど
を
想
像
す
る
こ
と
。 

第
三
学
年 

(

ア) 

歴
史
的
背
景
な
ど
に
注
意
し
て
古
典
を
読
み
，
そ
の
世
界
に
親
し
む

こ
と
。 

(

イ) 

古
典
の
一
節
を
引
用
す
る
な
ど
し
て
，
古
典
に
関
す
る
簡
単
な
文
章

を
書
く
こ
と
。 

  

中
学
生
の
段
階
で
は
、
音
読
や
朗
読
を
通
し
て
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ

と
が
主
目
的
で
あ
る
よ
う
だ
。 

 

平
成
十
一
年
に
告
示
、
平
成
一
五
年
に
改
正
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導

要
領
は
、
古
典
を
学
ぶ
目
標
と
し
て
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
む

能
力
を
養
う
と
と
も
に
，
も
の
の
見
方
，
感
じ
方
，
考
え
方
を
広
く
し
，
古

典
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
」
こ
と
を

挙
げ
て
い
る
。
指
導
内
容
に
つ
い
て
は
次
の
五
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 

ア
． 

古
文
や
漢
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
の
意
味
，
用
法
及
び
文
の

構
造
を
理
解
す
る
こ
と
。 

イ
． 

文
章
や
作
品
の
内
容
を
構
成
や
展
開
に
即
し
て
的
確
に
と
ら
え
る

こ
と
。 

ウ
． 

文
章
や
作
品
に
表
れ
た
人
間
，
社
会
，
自
然
な
ど
に
対
す
る
思
想

や
感
情
を
読
み
取
り
，
も
の
の
見
方
，
感
じ
方
，
考
え
方
を
豊
か
に
す
る

こ
と
。 

エ
． 

文
章
や
作
品
の
表
現
上
の
特
色
を
理
解
し
，
優
れ
た
表
現
に
親
し
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む
こ
と
。 

オ
． 

古
典
を
読
ん
で
，
日
本
文
化
の
特
質
や
日
本
文
化
と
中
国
文
化
の

関
係
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
。 

  

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
五
つ
の
内
容
の
う
ち
、
文
法
や
語
彙
と
い
う
語
学
的

分
野
に
属
す
る
も
の
は
「
ア
」
で
あ
り
、
「
イ
」
～
「
エ
」
は
古
典
の
内
容

に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
項
目
、
「
オ
」
は
古
典
の
背
景
を

理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
項
目
で
あ
る
。 

 

以
上
、
国
の
定
め
る
漢
文
教
育
の
目
標
を
把
握
し
た
う
え
で
、
そ
も
そ
も

漢
文
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。 

  

第
一
章 

漢
文
と
は 

  

も
と
も
と
漢
文
と
は
中
国
の
文
語
で
書
か
れ
た
文
章
で
あ
っ
た
。
外
国
語

で
あ
る
「
漢
文
」
を
日
本
語
と
し
て
・
日
本
語
の
よ
う
に
理
解
す
る
た
め

に
、
日
本
人
は
訓
読
方
法
を
開
発
し
、
あ
た
か
も
日
本
語
で
あ
る
か
の
よ
う

に
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
に
は
「
此
の
方
に
自
ら
此
の
方

の
言
語
有
り
、
中
華
に
自
ら
中
華
の
言
語
あ
り
。
體
質
本
殊
な
れ
り
。
何
に

由
り
て
吻
合
せ
ん
。
こ
こ
を
以
て
和
訓
迥
環
の
讀
、
通
ず
べ
き
が
ご
と
し
と

雖
も
、
實
は
牽
強
た
り
」
一 

と
い
う
荻
生
徂
徠
の
よ
う
に
、
中
国
の
古
典

で
あ
る
漢
文
は
そ
の
ま
ま
中
国
語
で
読
み
、
訳
は
日
本
語
で
す
べ
き
だ
と
主

張
す
る
人
も
い
た
。
漢
文
訓
読
の
歴
史
に
つ
い
て
は
斉
藤
文
俊
氏
の
『
漢
文

                                        

               

 

一 

荻
生
徂
徠
『
訳
文
筌
蹄
』
須
原
屋
書
店
、
明
治
四
一
年
、
二
～
三
頁 

訓
読
と
近
代
日
本
語
の
形
成
』
に
詳
し
く
、
近
世
に
お
け
る
漢
文
訓
読
の
変

遷
か
ら
漢
文
訓
読
が
オ
ラ
ン
ダ
語
翻
訳
方
法
や
邦
訳
聖
書
に
与
え
た
影
響
、

さ
ら
に
は
言
文
一
致
が
進
む
近
代
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
法
の
使
用
ま
で
を

網
羅
し
て
い
る
。
そ
し
て
漢
文
訓
読
は
「
型
」
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
き
、

「
「
素
読
」
に
よ
っ
て
漢
文
訓
読
と
い
う
「
型
」
が
広
が
り
、
近
代
日
本
語

の
中
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
」
二 

と
す
る
。 

 

「
漢
文
」
の
定
義
を
戦
後
の
文
献
に
求
め
る
と
、
昭
和
二
十
六
年
に
出
版

さ
れ
た
『
国
語
科
教
育
法
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

漢
文
と
は
「
訓
読
さ
れ
た
、
漢
字
ば
か
り
の
文
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
書

き
く
だ
し
文
」
は
こ
の
漢
文
の
一
つ
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
し
か
し
「
白

話
文
」
「
時
文
」
は
こ
の
定
義
で
は
漢
文
に
入
ら
な
い
。
三 

 

日
本
人
が
書
い
た
漢
文
も
あ
る
。
四 

 

  

中
国
の
文
言
文
と
日
本
人
が
そ
れ
に
似
せ
て
書
い
た
も
の
を
、
白
文
の
ま

ま
で
は
な
く
訓
読
し
て
読
む
も
の
、
こ
れ
が
漢
文
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
白

話
文
を
含
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
朱
子
語
類
』
や

『
三
国
志
演
義
』
は
い
か
に
扱
う
べ
き
か
五 

と
い
う
問
題
を
生
む
が
、
少

                                        

               

 

二 

齋
藤
文
俊
『
漢
文
訓
読
と
近
代
日
本
語
の
形
成
』
二
〇
一
一
年
、
勉
誠
出
版
、
二

六
八
～
二
六
九
頁 

三 
輿
水
実
『
国
語
科
教
育
法
』
有
朋
堂
、
昭
和
二
十
六
年
、
一
一
九
頁 

四 

輿
水
実
『
国
語
科
教
育
法
』
、
一
一
九
頁 

五 

例
え
ば
『
三
国
志
演
義
』
第
一
回
に
は
「
須
臾
蛇
不
見
了
」
と
い
う
一
節
が
あ

る
。
漢
文
で
読
む
と
「
須
臾
に
し
て
蛇
見
え
ず

を
は了

ん
ぬ
」
と
な
っ
て
不
自
然
な
訓
読
と
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な
く
と
も
口
語
体
で
書
か
れ
た
も
の
は
高
等
学
校
の
漢
文
の
授
業
で
は
扱
わ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。 

 

現
代
の
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
育
に
お
い
て
は
、
漢
文
は
国
語
科
の
一

分
野
で
あ
る
。 

 

学
校
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
数
学
や
英
語
な
ど
様
々
な
科
目
が
存
在

し
、
国
語
も
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
国

語
科
の
位
置
づ
け
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
と
に
か
く
他
教
科
の
教
師
も
あ

る
程
度
ま
で
国
語
の
教
師
で
あ
る
。
特
に
社
会
科
、
理
科
の
教
師
は
、
国
語

科
の
共
同
な
し
に
は
そ
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
六 

と
言
わ

れ
る
よ
う
に
、
国
語
が
日
本
人
の
共
通
語
を
取
り
扱
い
、
ま
た
日
本
に
お
け

る
教
育
が
母
語
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
学
校
に
お
け
る
国
語
教
育

は
教
科
と
し
て
の
国
語
の
範
囲
を
超
え
て
、
様
々
な
教
科
や
様
々
な
場
面
に

お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
べ
き
教
科
が
国
語
科
な
の
で
あ
る
。
読
解
の

た
め
に
「
古
文
や
漢
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
の
意
味
，
用
法
及
び
文
の

構
造
を
理
解
す
る
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
文
教

育
に
お
い
て
は
文
法
事
項
の
教
育
も
行
わ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
漢

文
が
国
語
科
の
一
分
野
と
し
て
教
授
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
漢
文
を
国
語

と
し
て
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
漢
文
の
学
習
で
求
め
ら
れ
て
い

る
も
の
は
、
外
国
語
と
し
て
の
中
国
古
典
の
読
解
で
は
な
く
、
中
国
古
典
お

よ
び
そ
れ
に
似
せ
て
作
ら
れ
た
日
本
古
典
の
、
日
本
語
と
し
て
の
読
解
な
の

                                        

                                        

                                        

    

 

な
っ
て
し
ま
う
が
、
現
代
中
国
語
で
訳
す
と
「
し
ば
ら
く
す
る
と
、
蛇
は
見
え
な
く
な

っ
た
」
と
な
り
ご
く
自
然
な
訳
が
で
き
る
。 

六 

輿
水
実
『
国
語
科
教
育
法
』
、
三
三
頁 

で
あ
る
。 

  

第
二
章 

漢
文
教
育
と
漢
文
学
教
育 

  

こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
認
識
し
て
お
き
た
い
の
が
「
漢
文
教
育
」
の
定
義
で

あ
る
。
杉
山
英
昭
氏
は
「
こ
れ
か
ら
の
古
典
文
学
教
育
」
に
お
い
て
「
古
典

教
育
と
古
典
文
学
教
育
と
の
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
文

学
」
と
い
う
言
葉
を
明
記
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
の
心
理
過
程
や

作
品
構
造
に
対
す
る
視
点
が
包
摂
さ
れ
、
叙
述
表
現
と
い
う
古
典
語
に
還
元

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
存
在
が
意
識
さ
れ
る
か
ら
、
「
文
学
」
の
語
は

不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。
こ
れ
か
ら
の
古
典
教
育
を
考
え
る
際
に
、

古
典
語
の
学
習
だ
け
に
偏
る
こ
と
な
く
、
古
典
文
学
教
育
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
思
う
」
七 

と
述
べ
、
古
典
を
学
ぶ
際
に
は
文
法
的
表
面
的
解
釈
だ
け
で

な
く
、
文
学
と
し
て
味
わ
う
こ
と
も
大
切
に
す
べ
き
と
訴
え
る
。 

 

確
か
に
漢
文
も
古
典
で
あ
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
文
法
的
読
解
力
と
と

も
に
内
容
を
味
わ
う
力
を
養
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
問
題

は
、
漢
文
で
扱
う
作
品
は
「
文
学
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
も
の

だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
文
学
と
は
芸
術
作
品
を
指

し
、
李
白
や
杜
甫
の
漢
詩
な
ど
は
こ
れ
に
当
た
る
。
し
か
し
『
論
語
』
や

『
孟
子
』
な
ど
の
思
想
書
は
美
し
さ
を
求
め
て
書
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

                                        

               

 

七 

杉
山
英
昭
「
こ
れ
か
ら
の
古
典
文
学
教
育
」
、
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
／
編

『
浜
本
純
逸
先
生
退
任
記
念
論
文
集 

国
語
教
育
を
国
際
社
会
へ
ひ
ら
く
』
渓
水
社
、

平
成
二
〇
年
、
二
三
〇
～
二
三
一
頁 
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も
ち
ろ
ん
語
感
な
ど
に
芸
術
性
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
よ
う
が
、
作
品
自
体

を
芸
術
作
品
と
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
漢
文
に
限
っ
た
こ
と

で
は
な
く
、
日
本
の
古
文
で
も
同
様
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物

語
』
は
芸
術
作
品
で
あ
る
が
、
本
居
宣
長
の
『
う
ひ
山
ぶ
み
』
等
は
芸
術
作

品
と
は
言
い
が
た
い
。 

 

そ
こ
で
筆
者
は
、
文
法
的
読
解
の
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

作
品
の
内
容
を
味
わ
う
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
も
含
め
て
、
「
古
典
教

育
」
と
称
す
る
。
「
古
典
文
学
教
育
」
と
い
う
と
ど
う
し
て
も
文
学
作
品
を

扱
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
う
。
芸
術
を
追
究
す
る
意
味
で
書
か
れ
て
い

な
い
哲
学
書
等
も
教
材
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
古
典
教
育
」
と
呼
ぶ

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
語
科
の
一
環
と
し
て
漢
文
を
教
材
と
す
る
教

育
を
、
本
稿
で
は
「
漢
文
教
育
」
と
表
記
す
る
。
漢
文
教
育
に
お
い
て
は
、

内
容
を
味
わ
い
考
察
す
る
と
い
う
漢
文
読
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は

大
き
な
目
標
で
あ
る
が
、
読
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
前
提
と
し
て
、
漢
文

訓
読
の
た
め
の
文
法
事
項
の
理
解
は
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
一
で
確
認
し
た

よ
う
に
、
漢
文
は
あ
く
ま
で
国
語
科
の
一
分
野
と
し
て
教
育
が
行
わ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
外
国
語
で
は
な
く
日
本
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
い
わ
ゆ
る
「
漢
文
教
育
」
と
は
、
「
中

国
古
典
お
よ
び
そ
れ
に
擬
し
て
日
本
で
作
ら
れ
た
漢
文
を
、
訓
読
と
い
う
日

本
独
自
の
読
み
方
を
用
い
て
解
釈
し
、
か
つ
作
品
の
背
景
に
存
在
す
る
文
化

を
理
解
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。 

  

第
三
章 

漢
文
教
育
の
変
遷 

 

一 

戦
前
の
漢
文
教
育 

 

江
戸
時
代
に
は
、
漢
学
は
各
藩
の
藩
校
に
て
教
授
さ
れ
る
科
目
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
。
海
原
徹
氏
の
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
佐
伯
潘
の
四
教
堂

や
日
田
の
咸
宜
園
で
は
、
受
講
生
の
程
度
に
よ
っ
て
漢
文
を
学
ぶ
等
級
が
異

な
っ
て
い
た
。
ま
ず
は
四
書
や
『
孝
経
』
『
小
学
』
等
の
素
読
か
ら
は
じ
ま

り
、
次
第
に
講
義
、
輪
講
、
独
看
と
進
ん
で
い
っ
た
と
い
う
八 

。 

 

明
治
時
代
に
入
る
と
、
新
し
い
学
校
教
育
が
創
設
さ
れ
た
。
高
森
邦
明
氏

の
『
近
代
国
語
教
育
史
』
に
は
明
治
十
九
年
に
公
布
さ
れ
た
学
校
令
に
つ
い

て
ま
と
め
て
あ
り
、
こ
の
中
で
漢
文
に
関
す
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
る
。
明
治

十
九
年
四
月
に
公
布
さ
れ
た
「
中
学
校
令
」
に
は
、
尋
常
中
学
校
・
高
等
中

学
校
と
も
に
「
国
語
及
漢
文
」
と
い
う
科
目
が
見
え
る
。
ま
た
明
治
二
十
七

年
に
学
校
令
が
改
正
さ
れ
た
折
、
「
国
語
及
漢
文
」
の
授
業
時
間
数
が
大
幅

に
増
加
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
は
国
語
と
漢
文
の
比
率
に
つ
い
て
、
当
時
の

中
学
校
で
は
漢
文
が
重
視
さ
れ
和
文
は
軽
視
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
国

語
が
主
で
漢
文
は
客
と
い
う
方
針
が
出
さ
れ
た
九 

と
い
う
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
高
森
氏
は
「
清
国
蔑
視
と
国
粋
的
優
越
感
が
強
ま
る
と
と
も
に
、
漢

文
軽
視
、
国
語
重
視
が
強
ま
っ
た
と
い
え
る
」
一
〇 

と
、
当
時
の
社
会
状
況

に
背
景
を
も
つ
方
針
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
明
治
三
四
年
に
制
定

さ
れ
た
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」
に
お
い
て
、
「
国
語
及
漢
文
」
に
つ
い

                                        

               

 
八 
海
原
徹
『
近
世
の
学
校
と
教
育
』
思
文
閣
出
版
、
昭
和
六
三
年
、
一
四
四
～
一
四

五
頁 

九 

高
森
邦
明
『
近
代
国
語
教
育
史
』
一
九
七
九
年
、
鳩
の
森
書
房
、
八
四
～
八
五
頁 

一
〇 

高
森
邦
明
『
近
代
国
語
教
育
史
』
八
五
頁 
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て
、
文
学
趣
味
を
養
う
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
方
法
と
し
て
現
代
文
の

学
習
を
基
礎
に
お
く
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
高
森
氏
は

「
著
し
く
古
典
講
読
を
重
ん
じ
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
中
等
教
育
の
国
語
科

を
、
時
代
の
変
化
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
一
一 

と

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
換
言
す
れ
ば
、
明
治
期
ま
で
は
国
語
教
育
に

お
い
て
古
文
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
特
に
和
文
よ
り
も
漢
文
が
重
視
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
当
時
の
社
会
的
状
況
に
よ
り
、
漢
文
偏
重
が
解
消
さ
れ
て
現

代
文
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

二 

戦
後
の
漢
文
教
育 

 

戦
後
の
教
育
は
、
昭
和
二
二
年
に
制
定
さ
れ
、
改
訂
を
重
ね
て
い
っ
た
学

習
指
導
要
領
に
従
っ
て
発
展
し
て
き
た
。
漢
文
教
育
が
い
か
な
る
変
遷
を
遂

げ
た
か
、
高
等
学
校
を
例
に
と
っ
て
見
て
ゆ
き
た
い
。
一
二 

 

 

昭
和
二
三
年
か
ら
新
制
高
等
学
校
が
実
施
さ
れ
た
が
、
旧
制
中
学
校
の
学

生
で
新
制
高
等
学
校
の
学
生
に
相
当
す
る
学
年
の
も
の
が
学
ぶ
た
め
の
概
略

が
、
昭
和
二
二
年
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
必
修
科
目
が
国
語
・
社
会
・

体
育
と
さ
れ
て
い
る
。
国
語
と
漢
文
と
は
別
の
科
目
と
な
っ
て
お
り
、
三
年

間
で
合
計
二
一
〇
時
間
、
一
年
あ
た
り
七
〇
時
間
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
週
に
二
時
間
の
講
義
が
行
わ
れ
る
計
算
で
あ
る
。
国
語
は
選

択
教
科
と
必
修
教
科
が
あ
る
の
に
対
し
て
漢
文
は
選
択
教
科
の
み
で
あ
り
、

                                        

               

 

一
一 

高
森
邦
明
『
近
代
国
語
教
育
史
』
一
〇
九
頁 

一
二 

学
習
指
導
要
領
の
資
料
は
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
た
。
（
ホ
ー
ム
→
学
習
指
導
要
領
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

h
ttp

://w
w

w
.n

ie
r.g

o
.jp

/g
u

id
e
lin

e/in
d

ex
.h

tm

、
二
〇
一
二
年
四
月
九
日
検
索
） 

書
道
や
音
楽
、
図
画
・
工
作
と
同
じ
時
間
数
と
さ
れ
て
い
る
。
翌
昭
和
二
三

年
に
は
高
等
学
校
教
科
課
程
の
改
訂
が
行
わ
れ
た
際
も
、
漢
文
の
位
置
づ
け

に
変
化
は
無
い
。 

 

昭
和
二
六
年
度
に
出
さ
れ
た
中
学
校
・
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
科

編
（
試
案
）
改
訂
版
に
は
、
国
語
科
の
目
標
の
中
に
「
文
語
文
や
漢
文
が
あ

る
程
度
ま
で
読
め
る
」
「
古
典
の
現
代
的
意
義
が
わ
か
る
」
と
い
う
も
の
が

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
文
が
国
語
科
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
第
七
章 

国
語
科
に
お
け
る
漢
文
の
学
習
指

導
」
に
は
「
漢
文
体
の
文
章
は
も
と
は
漢
民
族
の
書
き
こ
と
ば
で
あ
っ
た

が
、
訓
読
さ
れ
た
漢
文
体
の
文
章
は
、
わ
が
古
典
の
中
に
は
い
る
。
ゆ
え

に
、
漢
文
は
国
語
科
の
中
で
学
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ま
た
「
漢
文
学

習
の
お
も
な
対
象
は
、
訓
読
さ
れ
た
漢
文
体
の
文
章
で
あ
る
。
漢
文
は
訓
読

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
わ
が
国
語
生
活
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ

る
か
ら
、
漢
文
学
習
は
訓
読
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ

る
。
す
な
わ
ち
も
と
も
と
漢
民
族
の
書
き
言
葉
で
あ
る
漢
文
体
の
文
章
を
訓

読
し
た
も
の
は
日
本
の
古
典
の
中
に
は
い
る
も
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
に

訓
読
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
日
本
の
国
語
生
活
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る

か
ら
、
漢
文
教
育
は
訓
読
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
昭
和
二
六
年
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、
漢
文
学
習
指
導
の
目
標
と
し
て

「
わ
が
国
の
古
典
と
し
て
の
漢
文
を
よ
く
理
解
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を

豊
か
に
す
る
」
と
あ
る
。
先
述
し
た
明
治
二
七
年
の
改
正
学
校
令
に
つ
い

て
、
高
森
邦
明
氏
は
漢
文
が
中
国
の
文
で
あ
る
た
め
軽
視
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
推
測
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
六
年
時
点
で
は
、
文
部

省
は
訓
読
文
は
日
本
の
国
語
の
範
疇
に
入
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。 
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一
方
、
昭
和
四
五
年
度
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
昭
和
四
八
年
四
月

施
行
）
で
は
、
国
語
科
は
「
現
代
国
語
」
「
古
典Ⅰ

甲
」
「
古
典Ⅰ

乙
」

「
古
典Ⅱ
」
に
分
け
ら
れ
、
漢
文
は
古
典
の
一
分
野
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
。
指
導
内
容
に
つ
い
て
は
古
典Ⅱ

の
「
漢
文
に
つ
い
て
は
，
わ
が
国
の
言

語
，
文
学
，
思
想
な
ど
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
」
と
い
う
項
目
が
見
ら
れ
る
。
昭
和
二
六
年
の
学
習
指
導
要
領
と
は
異
な

り
、
漢
文
を
日
本
の
古
典
に
分
類
し
て
い
な
が
ら
も
、
内
容
は
中
国
の
も
の

で
あ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
昭
和
五
三
年
度
に
改
訂
さ
れ
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、

国
語
科
は
「
国
語Ⅰ

」
「
国
語Ⅱ

」
「
国
語
表
現
」
「
現
代
文
」
「
古
典
」

に
分
け
ら
れ
た
。
漢
文
は
「
国
語Ⅰ

」
か
ら
文
法
事
項
を
習
い
始
め
、
「
古

典
」
で
は
「
古
典
と
し
て
の
古
文
と
漢
文
を
読
解
し
鑑
賞
す
る
能
力
を
高

め
，
も
の
の
見
方
，
感
じ
方
，
考
え
方
を
深
め
る
と
と
も
に
，
古
典
に
親
し

む
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
」
こ
と
を
目
標
と
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
昭
和
四
五
年
度
学
習
指
導
要
領
と
同
じ
く
、
漢
文
は
古

典
の
一
分
野
な
の
で
あ
る
。
古
典
学
習
の
内
容
に
つ
い
て
は
「
古
典
を
読
ん

で
，
日
本
文
化
の
特
質
や
日
本
と
中
国
と
の
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
」
と
あ
る
。
こ
れ
以
降
の
改
訂
で
は
、
漢
文
に
関
す
る
大
き
な
変
化
は

な
い
。 

 

以
上
に
述
べ
て
き
た
学
習
指
導
要
領
の
変
遷
か
ら
漢
文
の
位
置
づ
け
を
た

ど
る
と
、
昭
和
二
三
年
の
時
点
で
は
、
漢
文
は
国
語
と
は
別
の
科
目
で
あ

り
、
必
修
科
目
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
昭
和
二
六
年
の
学
習
指
導
要
領
か

ら
、
漢
文
が
国
語
科
の
一
分
野
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
漢
文
も
含
め
た
古
典
を

学
ぶ
意
義
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
五
年
度
の
学
習
指
導
要
領
以
降
、
古
典
を

通
し
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
文
法
的
読
解

と
い
う
よ
う
な
表
面
的
理
解
だ
け
で
な
く
、
内
容
を
読
み
解
い
て
味
わ
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

昭
和
二
六
年
度
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
漢
文
教
育
は
訓
読
を
基
本
と
し

た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
元
々
漢
民
族
の
文
語
で
あ
る
漢
文
が
訓
読
さ
れ
る

こ
と
で
日
本
の
国
語
の
範
疇
に
入
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
た
。
た
だ
し
昭
和

四
五
年
度
の
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
日
本
と
中
国
と
の
文
化
の
関
係
に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
」
と
い
う
一
文
は
、
漢
文
の
教
材
の
出
典
は
あ
く
ま
で

漢
民
族
の
思
考
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
明
記
し
た

も
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
訓
読
と
い
う
日
本
独
自
の
方
法
を
用
い
、
国

語
科
の
一
分
野
と
し
て
学
ぶ
漢
文
を
さ
ら
に
深
く
味
わ
い
人
生
の
糧
と
す
る

た
め
に
は
、
漢
文
教
材
の
出
典
と
な
っ
た
文
章
が
も
と
は
中
国
の
書
物
で
あ

る
と
い
う
知
識
や
、
中
国
の
書
物
が
日
本
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
過
程

な
ど
を
知
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
と
言
え
る
。 

 

先
に
述
べ
た
平
成
一
一
年
に
公
布
、
平
成
一
五
年
に
改
正
さ
れ
た
現
行
の

学
習
指
導
要
領
も
、
昭
和
四
五
年
度
の
学
習
指
導
要
領
を
踏
襲
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
訓
読
さ
れ
た
漢
文
は
国
語
の
一
分
野
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の

原
典
は
漢
民
族
の
思
考
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
漢
文
学
習
の
目

的
は
、
漢
文
を
訓
読
で
正
確
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
体
得
、
漢
文
の

原
典
に
関
す
る
知
識
の
理
解
、
そ
し
て
漢
文
を
通
し
て
中
国
文
化
と
日
本
文

化
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

  

第
四
章 
現
行
の
漢
文
教
育
の
問
題
点 

セ
ン
タ
ー
試
験
を
手
が
か
り
に 

  

学
校
令
や
学
習
指
導
要
領
の
変
遷
を
追
う
こ
と
で
、
現
在
の
学
習
指
導
要
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領
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
。
で
は
、
現
実
の
漢
文
教

育
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

一 

セ
ン
タ
ー
試
験
の
漢
文
問
題
分
析 

 

現
行
の
漢
文
教
育
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
問
題

を
ひ
も
と
い
て
み
た
い
。
セ
ン
タ
ー
試
験
と
は
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ

ン
タ
ー
が
毎
年
行
っ
て
い
る
試
験
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
高
等
学
校
段
階
の

で
基
礎
学
力
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
セ
ン
タ
ー
試
験
に
お
け

る
漢
文
の
出
題
状
況
を
参
考
に
す
る
こ
と
で
、
高
等
学
校
卒
業
ま
で
に
必
要

と
さ
れ
る
漢
文
の
基
礎
知
識
を
確
認
で
き
る
。 

 

現
在
、
セ
ン
タ
ー
試
験
「
国
語
」
科
目
の
構
成
は
、
第
一
問
と
第
二
問
が

現
代
文
、
第
三
問
が
日
本
の
古
文
、
第
四
問
が
漢
文
と
な
っ
て
い
る
。
得
点

配
分
は
第
一
問
か
ら
第
四
問
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
五
十
点
。
設
問
数
は
第
一
問
か

ら
第
四
問
と
も
問
１
か
ら
問
６
ま
で
、
合
計
二
十
四
問
で
あ
る
。 

 

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
三
年
分
の
問
題
に
従
っ

て
漢
文
の
設
問
を
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

問
題
文
は
十
行
程
度
で
、
本
文
に
は
訓
点
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
一
部

設
問
の
関
係
で
送
り
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
。 

 

問
題
は
全
て
問
題
文
の
全
体
を
把
握
し
て
い
な
い
と
回
答
が
難
し
い
と
思

わ
れ
る
。
単
語
の
意
味
を
答
え
る
問
題
は
、
字
面
の
み
に
従
っ
て
答
え
る
と

誤
答
に
な
る
。
ま
た
返
り
点
の
み
を
施
さ
れ
た
文
の
書
き
下
し
と
訳
と
を
求

め
る
問
題
も
文
脈
を
把
握
し
た
う
え
で
回
答
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

す
な
わ
ち
高
等
学
校
卒
業
時
点
で
求
め
ら
れ
る
漢
文
の
基
礎
学
力
と
は
、 

・ 

訓
点
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
漢
文
を
書
き
下
し
文
に
で
き
る
こ
と 

・ 

書
き
下
し
文
を
読
ん
で
現
代
語
訳
し
、
意
味
を
把
握
で
き
る
こ
と 

で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
こ
の
た
め
に
は
、
返
り
点
や
送
り
仮
名
の
性
質
と
そ
の
用
い

方
、
再
読
文
字
な
ど
漢
文
独
特
の
意
味
を
持
っ
た
漢
字
と
い
っ
た
、
漢
文
法

の
基
礎
を
習
得
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

二 

セ
ン
タ
ー
試
験
に
て
求
め
ら
れ
る
基
礎
学
力
に
潜
む
問
題
点 

 

漢
文
だ
け
で
な
く
古
文
問
題
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
い
わ

ゆ
る
文
学
史
に
関
わ
る
問
題
が
出
題
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

平
成
二
十
一
年
の
問
題
文
に
お
け
る
「
西
施
」
の
注
の
「
春
秋
時
代
」
や
平

成
二
十
三
年
の
問
題
文
に
お
け
る
「
孔
子
」
な
ど
、
高
等
学
校
世
界
史
の
中

の
中
国
史
を
把
握
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
初
見
で
は
な
い
単
語
も
出
て
く

る
が
、
回
答
す
る
上
で
必
要
な
知
識
で
は
な
い
。
従
っ
て
問
題
を
解
く
に

は
、
先
述
し
た
漢
文
法
の
基
礎
さ
え
習
得
し
て
い
れ
ば
、
あ
と
は
問
題
文
か

ら
回
答
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
こ
に
漢
文
教
育
の

問
題
点
が
存
在
す
る
と
考
え
る
。 

 

第
三
章
の
考
察
を
通
し
て
、
漢
文
学
習
の
目
的
は
、
漢
文
を
訓
読
で
正
確

に
読
む
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
体
得
、
漢
文
の
原
典
に
関
す
る
知
識
の
理

解
、
そ
し
て
漢
文
を
通
し
て
中
国
文
化
と
日
本
文
化
の
関
係
を
把
握
す
る
こ

と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
現
在
の
セ
ン
タ
ー
試
験
に
て

求
め
ら
れ
る
学
力
は
、
漢
文
を
訓
読
で
正
確
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
能
力
の

み
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
「
も
の
の
見
方
，
感
じ
方
，
考

え
方
を
広
く
し
，
古
典
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
豊
か
に
す
る
態
度

を
育
て
る
」
こ
と
は
難
し
い
。
換
言
す
れ
ば
、
セ
ン
タ
ー
試
験
で
求
め
ら
れ

る
基
礎
学
力
が
漢
文
読
解
技
術
で
あ
る
た
め
に
、
高
等
学
校
や
塾
・
予
備
校

な
ど
の
漢
文
の
授
業
で
は
読
解
技
術
を
教
え
る
こ
と
が
主
に
な
っ
て
し
ま
っ
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て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
で
は
ど
の
よ
う
な
教
授
方
法
を
と
れ
ば
、
読
解
技
術
は
身
に
つ
け
さ
せ
つ

つ
も
、
漢
文
の
内
容
を
味
わ
い
人
生
の
糧
と
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
次
章
で
は
筆
者
の
実
践
を
例
示
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す

る
。 

  

第
五
章 

指
導
方
法
の
工
夫 

  

高
等
学
校
に
お
け
る
漢
文
入
門
期
の
指
導
方
法
に
つ
い
て
、
櫛
引
彰
氏
は

「
古
典
教
育
と
古
典
文
法
教
育
」
に
お
い
て
漢
詩
を
教
材
と
す
る
例
を
挙
げ

て
い
る
。
漢
詩
は
日
本
古
文
の
よ
う
に
多
く
の
助
動
詞
な
ど
は
登
場
せ
ず
、

教
材
と
し
て
使
い
や
す
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
一
三 

大
学
入
試
と
も

な
れ
ば
文
法
的
に
易
し
い
教
材
ば
か
り
選
ん
で
い
ら
れ
な
く
な
る
が
、
入
門

期
の
教
材
と
し
て
は
確
か
に
有
用
で
あ
ろ
う
。 

 

ま
た
『
実
践
国
語
教
育
体
系 

第
９
巻 

<

理
解>

古
典
・
漢
文
の
指
導
』

所
収
の
「
漢
文
教
育
に
お
け
る
入
門
指
導 

―
中
学
校
と
高
等
学
校
の
接
点

を
求
め
て
―
」
に
は
、
「
高
校
に
お
け
る
漢
文
の
入
門
指
導
で
は
、
訓
読
の

記
号
や
必
須
知
識
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
解
説
し
て
お
く
演
繹
的
方
法
よ
り

も
、
実
例
の
な
か
か
ら
、
漢
文
の
構
造
や
訓
点
の
必
要
性
な
ど
を
認
識
す
る

帰
納
的
な
方
法
の
ほ
う
が
、
生
徒
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
」

                                        

               

 

一
三 

櫛
引
彰
「
古
典
教
育
と
古
典
文
法
教
育
」
、
０
４
記
念
行
事
委
員
会
／
編
『
２１

世
紀
言
語
学
研
究 

鈴
木
康
之
教
授
古
希
記
念
論
集
』
白
帝
社
、
二
〇
〇
四
年
、
四
九

二
～
四
九
三
頁 

一
四 

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
授
業
の
開
始
時
に
い
き
な
り
様
々
な
文
法
的
知
識

を
詰
め
込
む
の
で
は
な
く
、
例
文
を
挙
げ
、
場
合
に
応
じ
て
追
々
文
法
事
項

を
教
授
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。 

 

筆
者
は
様
々
な
先
例
を
ふ
ま
え
、
「
中
高
生
の
た
め
の
論
語
講
座
」
と
し

て
次
の
よ
う
な
講
座
を
開
催
し
、
『
論
語
』
を
教
材
と
し
て
漢
文
教
育
の
実

践
を
行
っ
た
。 

 

講
座
名 

「
中
学
生
・
高
校
生
の
論
語
講
座
―
―
漢
文
に
親
し
み
、
論
語

を
読
も
う
」 

講
師 

荒
木
雪
葉 

日
時 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
日
（
水
）
午
前
九
時
か
ら
十
一
時
ま
で 

場
所 

福
岡
大
学
Ａ
棟
七
〇
八
号
室 

参
加
費 

中
・
高
校
生
五
百
円
、
そ
の
他
千
円 

対
象 

中
学
生
以
上 

定
員 

六
十
名 

  

講
座
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

第
一
部 

論
語
の
基
礎
知
識
と
漢
文
の
基
本 


 

論
語
と
は
何
か
、
孔
子
と
は
ど
ん
な
人
か


 

漢
文
と
は

                                        

               

 

一
四 
「
漢
文
教
育
に
お
け
る
入
門
指
導 

―
中
学
校
と
高
等
学
校
の
接
点
を
求
め
て

―
」
、
石
井
庄
司
・
飛
田
隆
・
山
口
正
／
監
修
『
実
践
国
語
教
育
体
系 

第
９
巻 

<

理

解>

古
典
・
漢
文
の
指
導
』
、
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
九
年
、
二
八
〇
頁 
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第
二
部 

論
語
を
読
ん
で
み
よ
う

  

本
講
座
の
主
目
的
は
『
論
語
』
講
読
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
人
が
『
論

語
』
を
学
ぶ
上
で
必
須
と
な
る
の
が
漢
文
法
の
習
得
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
を
用
い
て
写
真
や
図
な
ど
で
『
論
語
』
と
い
う
書
物
や
孔
子

に
つ
い
て
説
明
し
た
あ
と
、
卑
近
な
例
を
出
し
て
漢
文
法
の
基
礎
を
解
説
し

た
。
ま
ず
提
示
し
た
の
は
、
次
の
一
文
で
あ
る
。 

 

漢
文
は
中
国
の
文
語
文
で
す
。
書
面
言
葉
で
、
中
国
の
辛
亥
革
命
（
一
九

一
一
年
）
ご
ろ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
日
本
で
は
「
国
語
」

教
育
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
が
、
実
は
外
国
語
だ
と
い
う
こ
と
を
念

頭
に
置
い
て
学
習
す
る
と
、
か
え
っ
て
飲
み
込
み
や
す
い
で
し
ょ
う
。 

  

漢
文
の
も
と
と
な
る
文
章
は
元
々
外
国
語
で
あ
る
と
明
記
す
る
こ
と
に
よ

り
、
「
な
ぜ
国
語
な
の
に
漢
文
独
特
の
文
法
を
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
」
と
い
う
疑
問
を
解
消
す
る
ね
ら
い
で
あ
る
。
筆
者
は
中
国
語
を
習
得
し

た
の
ち
に
も
う
一
度
漢
文
を
読
ん
だ
と
き
、
文
法
的
に
非
常
に
分
か
り
易
く

な
っ
た
と
い
う
経
験
を
し
た
。
た
だ
し
大
学
受
験
の
前
段
階
で
中
国
語
を
必

要
と
し
な
い
学
生
に
と
っ
て
は
、
中
国
語
そ
の
も
の
を
教
え
る
こ
と
は
あ
ま

り
意
味
が
な
い
。
そ
こ
で
中
国
語
を
教
え
な
い
ま
で
も
、
せ
め
て
漢
文
の
も

と
の
文
章
は
外
国
語
で
あ
る
と
認
識
さ
せ
る
こ
と
で
、
漢
文
特
有
の
文
法
の

必
要
性
を
把
握
し
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。 

 

次
に
挙
げ
る
も
の
は
、
講
座
で
使
用
し
た
教
材
の
一
部
で
あ
る
。 

 

（
１
）
「
我
食
饅
頭
。
」 

（
２
）
「
我
食
饅
頭
与
餃
子
。
」 

（
３
）
「
我
未
食
餃
子
。
」 

（
４
）
「
我
食
餃
子
於
食
堂
。
」 

（
５
）
「
我
譲
妹
着
物
。
」 

（
６
）
「
福
岡
有
大
濠
公
園
。
」 

 

 

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
漢
文
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
よ
う

な
文
章
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
身
近
な
単
語
等
を
用
い
、
わ
か
り
や
す
い
文

章
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
漢
文
に
対
す
る
と
り
つ
き
に
く
さ
を
解
消
し
よ
う

と
し
た
。
（
１
）
の
「
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
」
文
を
基
本
と
し
て
、

（
２
）
の
「
主
語
＋
目
的
語
（
二
つ
）
」
を
考
え
て
も
ら
い
、
「
Ａ
与
Ｂ

（
Ａ
と
Ｂ
と
）
」
の
用
法
を
説
明
し
た
。
同
様
に
（
３
）
で
は
「
未
」
、

（
４
）
で
は
「
於
」
の
用
法
と
、
「
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
＋
補
語
」
と
を

説
明
し
た
。
さ
ら
に
（
５
）
を
用
い
て
「
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
１
＋
目
的

語
２
」
を
、
（
６
）
を
用
い
て
「
見
か
け
の
主
語
」
の
文
を
説
明
し
た
。 

 

次
に
、
返
り
点
な
ど
を
教
え
る
前
に
、
意
味
を
つ
か
ん
で
も
ら
っ
た
。 

 

主
語
＋
述
語
＋
目
的
語 

「
我
＋
食
＋
饅
頭
。
」
＝
私
＋
食
べ
る
＋
ま
ん
じ
ゅ
う
。
→
私
は
ま
ん

じ
ゅ
う
を
食
べ
る
。 

「
我
＋
食
＋
饅
頭
与
餃
子
。
」
＝
私
＋
食
べ
る
＋
ま
ん
じ
ゅ
う
と
ギ
ョ

ウ
ザ
。
→
私
は
ま
ん
じ
ゅ
う
と
ギ
ョ
ウ
ザ
を
食
べ
る
。 

「
我
＋
未
＋
食
＋
餃
子
。
」
＝
私
＋
ま
だ
～
な
い
＋
食
べ
る
＋
ギ
ョ
ウ

ザ
。
→
私
は
ま
だ
ギ
ョ
ウ
ザ
を
食
べ
な
い
。 

主
語
＋
述
語
＋
目
的
語
＋
補
語 
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「
我
食
餃
子
於
食
堂
。
」
＝
私
＋
食
べ
る
＋
ギ
ョ
ウ
ザ
＋
食
堂
で
。
→

私
は
食
堂
で
ギ
ョ
ウ
ザ
を
食
べ
る
。 

主
語
＋
述
語
＋
目
的
語
１
＋
目
的
語
２ 

「
我
＋
譲
＋
妹
＋
着
物
。
」
＝
私
＋
譲
る
＋
妹
＋
着
物
。
→
私
は
妹
に

着
物
を
譲
る
。 

補
語
＋
述
語
＋
見
か
け
の
主
語 

「
福
岡
＋
有
＋
大
濠
公
園
。
」
＝
福
岡
＋
有
る
＋
大
濠
公
園
→
福
岡
に

大
濠
公
園
が
あ
る
。 

  

ま
ず
意
味
を
把
握
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
漢
文
を
日
本
語
と
し
て
読

む
に
は
語
順
を
入
れ
替
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
語
順
を
入
れ
替
え
る

た
め
に
返
り
点
を
施
す
こ
と
を
説
明
し
た
。 

 

さ
ら
に
「
第
二
部 

『
論
語
』
を
読
ん
で
み
よ
う
」
で
は
、
『
論
語
』
の

章
句
を
紹
介
す
る
際
に
素
読
を
行
っ
た
。
時
間
の
関
係
で
二
度
以
上
繰
り
返

し
て
素
読
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
声
を
出
す
こ
と
で
、
第
一
部
で
学
ん

だ
漢
文
文
法
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
訓
読
文
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
体

感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
訓
読
文
を
多
く
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
で
、

漢
文
独
特
の
言
い
回
し
に
な
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

受
講
生
か
ら
の
感
想
と
し
て
は
、
高
校
生
か
ら
は
「
学
校
よ
り
も
分
か
り

や
す
か
っ
た
」
、
大
人
の
参
加
者
か
ら
は
「
基
本
を
再
確
認
で
き
て
よ
か
っ

た
」
と
い
う
も
の
が
得
ら
れ
た
。 

 

今
回
は
単
発
講
座
で
あ
っ
た
た
め
、
受
講
者
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
漢
文
文

法
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
も
と
は
外
国
語
で
あ
る
こ
と
、
意
味

の
通
じ
る
文
に
す
る
た
め
に
訓
点
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
も
ら
え

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
講
座
に
お
け
る
漢
文
の
基
礎
知
識
教
授
は
成
功
し
た
と

い
え
る
。 

 

ま
た
、
先
に
『
論
語
』
や
孔
子
に
つ
い
て
説
明
し
た
た
め
に
『
論
語
』
の

章
句
が
発
話
さ
れ
た
状
況
が
把
握
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
論
語
』
の
章
句

を
よ
り
深
く
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。 

 

以
上
に
述
べ
て
き
た
講
座
例
か
ら
効
果
的
な
漢
文
教
育
の
方
法
を
ま
と
め

る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

文
法
に
つ
い
て
は
、
漢
文
は
も
と
外
国
語
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
。

次
に
一
見
し
て
意
味
が
分
か
る
文
を
提
示
し
、
意
味
を
把
握
さ
せ
な
が
ら
訓

点
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
。 

 

漢
文
教
育
で
学
ぶ
文
章
の
内
容
を
味
わ
い
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
漢
文

の
原
文
が
生
ま
れ
た
背
景
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
作
者
の
状
況

や
文
章
が
書
か
れ
る
に
至
っ
た
背
景
な
ど
を
あ
ら
か
じ
め
教
授
し
て
お
く
こ

と
で
、
文
法
的
解
釈
に
と
ど
ま
ら
ず
、
漢
文
を
味
わ
い
糧
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
決
め
ら
れ
た
単
元
の
教
育
を
行
う
に
あ
た
り
、
こ
こ
に
述
べ
た

事
柄
に
あ
ま
り
時
間
を
割
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
漢
文
に
対
す
る

認
識
は
、
例
え
ば
プ
リ
ン
ト
を
作
る
際
に
一
言
添
え
て
お
く
だ
け
で
も
復
習

時
に
目
に
と
ま
る
で
あ
ろ
う
し
、
卑
近
な
例
も
時
間
の
多
寡
に
応
じ
て
数
を

調
節
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
漢
文
の
生
ま
れ
た
背
景
を
語
る
に
は
、
板
書

を
す
る
の
で
は
な
く
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
用
い
れ
ば
、
時
間
の
節
約
に

も
な
る
し
視
覚
的
に
印
象
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
様
々
な
工
夫
の
余
地
が

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

  

お
わ
り
に 
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本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

第
一
章
で
は
、
日
本
の
教
育
に
お
け
る
漢
文
の
扱
わ
れ
か
た
を
確
か
め

た
。
漢
文
は
国
語
科
の
一
分
野
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
中
国
古
典
お
よ
び
そ

れ
に
似
せ
て
作
ら
れ
た
日
本
の
古
典
の
、
日
本
語
と
し
て
の
読
解
が
求
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

第
二
章
で
論
じ
た
の
は
「
漢
文
教
育
」
と
呼
ぶ
か
「
漢
文
学
教
育
」
と
呼

ぶ
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
「
文
学
」
と
い
う
語
を
用
い
る
と
、

ど
う
し
て
も
学
習
対
象
が
文
学
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
し

ま
う
。
対
象
は
哲
学
書
な
ど
文
学
以
外
の
分
野
に
も
及
ぶ
こ
と
を
考
え
る

と
、
「
漢
文
教
育
」
と
い
う
呼
称
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
に
至
っ

た
。 

 

さ
ら
に
第
三
章
で
は
、
漢
文
教
育
の
歴
史
を
確
認
し
た
。
江
戸
時
代
に

は
、
漢
学
は
各
藩
の
藩
校
に
て
教
授
さ
れ
る
科
目
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
明

治
期
ま
で
は
国
語
教
育
に
お
い
て
古
文
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
特
に
和
文
よ

り
も
漢
文
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
当
時
の
社
会
的
状
況
に
よ
り
、
漢

文
偏
重
が
解
消
さ
れ
て
現
代
文
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
後

の
教
育
に
つ
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
に
次
の
よ
う
な
認
識
が
示
さ
れ
た
。

訓
読
さ
れ
た
漢
文
は
国
語
の
一
分
野
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
原
典
は
漢
民

族
の
思
考
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
漢
文
学
習
の
目
的
は
、
漢
文

を
訓
読
で
正
確
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
能
力
の
体
得
、
漢
文
の
原
典
に
関
す

る
知
識
の
理
解
、
そ
し
て
漢
文
を
通
し
て
中
国
文
化
と
日
本
文
化
の
関
係
を

把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

第
四
章
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験
に
示
さ
れ
た
漢
文
能
力
の

基
準
と
漢
文
教
育
と
の
関
係
で
あ
る
。
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
漢
文
法
の
基
礎

を
習
得
し
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
「
も
の
の
見

方
，
感
じ
方
，
考
え
方
を
広
く
し
，
古
典
に
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を

豊
か
に
す
る
態
度
を
育
て
る
」
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
第
五
章
で
は
筆
者

の
行
っ
た
講
座
を
例
に
挙
げ
て
、
学
習
指
導
要
領
の
求
め
る
漢
文
教
育
を
効

果
的
に
行
う
方
法
を
提
案
し
た
。
漢
文
法
を
説
明
す
る
に
は
、
ま
ず
も
と
は

外
国
語
で
あ
る
こ
と
を
把
握
さ
せ
、
そ
の
上
で
一
見
し
て
意
味
が
分
か
る
よ

う
な
身
近
な
文
を
作
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
漢
文
教
育
で
学
ぶ

文
章
の
内
容
を
味
わ
い
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
漢
文
の
原
文
が
生
ま
れ
た

背
景
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

 

以
上
に
述
べ
て
き
た
漢
文
教
授
法
に
お
い
て
重
要
な
点
は
、
教
師
自
身
が

漢
文
に
関
す
る
知
識
を
備
え
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
卑
近

な
例
を
用
い
た
簡
単
な
漢
文
を
作
っ
て
提
示
す
る
の
で
も
、
教
師
自
身
が
漢

文
法
の
知
識
を
正
確
に
把
握
し
て
い
な
い
と
難
し
い
。
ま
た
漢
文
の
背
景
を

解
説
す
る
こ
と
も
、
歴
史
的
な
事
柄
な
ど
を
教
師
が
十
分
に
知
っ
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
ま
さ
に
谷
川
秀
則
氏
が
「
漢
文
教
育
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
か

ら
国
語
教
育
の
未
来
に
視
野
を
広
げ
、
そ
の
中
で
の
古
典
学
習
法
・
漢
文
指

導
法
が
強
く
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
一
五 

と
言
う
よ
う
に
、
教

師
一
人
一
人
が
国
語
科
教
育
そ
の
も
の
や
漢
文
教
育
の
必
要
性
を
認
識
し
、

み
ず
か
ら
興
味
を
持
っ
て
漢
文
教
育
の
た
め
の
学
習
を
行
っ
た
う
え
で
、
生

徒
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
教
え
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。 

 

本
稿
で
は
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
漢
文
教
育
を
行
う
方
法

                                        

               

 

一
五 
谷
川
英
則
「
七 

教
師
の
基
礎
素
養
の
育
成
と
保
持
―
漢
文
教
育
力
を
中
心

に
」
、
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
／
編
『<

国
語
教
育
学
の
建
設>

１ 

国
語
科
教
師
教

育
の
課
題
』
明
治
図
書
出
版
、
一
九
九
七
年
、
二
二
二
頁 
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を
提
示
し
た
。
漢
文
教
育
に
は
当
然
教
科
書
が
必
需
で
あ
る
。
そ
こ
で
教
科

書
の
変
遷
や
学
習
指
導
要
領
と
の
対
比
研
究
は
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
教
師
育
成
の
方
法
、
さ
ら
に
は
漢
文
教
育
の
必
要
性
に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。 
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検
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し
、
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の
も
の
に
差
し
替
え
た
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
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