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は
じ
め
に

近
年
、
高
等
学
校
の
現
場
に
お
い
て
古
文
の
人
気
は
低
い
。
平
成
十
九

年
七
月
に
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
課
程
研
究
セ
ン
タ
ー
よ
り
公
表
さ

れ
た
、
高
等
学
校
の
「
平
成
一
七
年
度
教
育
課
程
実
施
状
況
調
査
」
内
に

お
け
る
、
「
古
文
は
好
き
だ
」
の
項
目
に
お
い
て
、
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い
」

2
1
.
5
%
•「
そ
う
思
わ
な
い
」
5
1
.
2％
で
、
古
文
を

好
き
と
思
っ
て
い
な
い
高
校
生
は

7
2
.
7
％
に
上
り
、
調
査
さ
れ
た
教
科

科
目
の
中
で
も
っ
と
も
嫌
わ
れ
て
い
る
。
ベ
ネ
ッ
セ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

が
経
済
産
業
省
の
委
託
を
受
け
て
平
成
十
七
（
二

0
0
五
）
年
に
大
学
生

-
i
四
年
生
に
実
施
し
た
「
進
路
選
択
に
関
す
る
振
返
り
調
査
」
内
で
の
、

高
校
時
代
の
好
き
嫌
い
の
教
科
・
科
目
に
つ
い
て
の
結
果
で
は
、
「
古
典

（
含
漢
文
）
」
で
は
、
「
や
や
嫌
い
だ
っ
た
」
「
と
て
も
嫌
い
だ
っ
た
」
の
計

が
5
7
.
6
％
と
、
（
含
漢
文
）
で
あ
り
数
値
は
異
な
る
も
の
の
、
や
は
り
「
嫌

い
」
が
占
め
る
割
合
が
全
科
目
内
で
一
番
高
い
。

古
文
の
文
章
に
親
し
ま
な
い
う
ち
に
古
典
文
法
を
詰
め
込
む
こ
と
が
原

(
l
)
 

因
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
古
文
の
学
習
に
消
極
的
な
高
校
生
か

ー

ら
は
「
な
ぜ
学
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
分
か
ら
な
い
」
「
日
本
語
と

は
思
え
な
い
」
と
い
っ
た
感
想
が
聞
か
れ
る
。
前
者
の
感
想
に
つ
い
て
は

別
途
考
え
た
い
が
、
後
者
の
感
想
に
つ
い
て
は
、
古
文
教
材
の
活
字
本
文

の
あ
り
方
が
古
文
学
習
に
抵
抗
感
を
持
た
せ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
古
文

の
文
章
の
特
質
を
踏
ま
え
た
う
え
で
学
習
者
に
ど
の
よ
う
な
活
字
本
文
を

提
供
す
る
の
が
適
切
か
へ
の
配
慮
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ

う
に
思
う
。
本
論
で
は
、
古
典
作
品
の
写
本
の
書
記
の
様
子
・
古
文
の
文

章
の
特
性
に
つ
い
て
確
認
し
、
そ
の
上
で
古
文
に
不
案
内
な
学
習
者
に

と
っ
て
読
み
や
す
い
古
文
散
文
教
材
の
活
字
本
文
を
作
成
す
る
た
め
の
方

向
性
を
提
示
し
た
い
。

活
字
化
に
な
じ
ま
な
い
古
文
の
書
記

入
門
期
教
材
と
し
て
有
名
な
「
児
の
空
寝
」
の
教
科
書
本
文
を
示
し
て

み
る
。

ひ

ぇ

ち

「

）

今
は
昔
、
比
叡
の
山
に
児
あ
り
け
り
。
僧
た
ち
、
宵
の
つ
れ
づ
れ

に
、
「
い
ざ
、
か
い
も
ち
ひ
せ
ん
。
」
と
言
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
、
心

2
 

福
田

古
文
散
文
教
材
の
活
字
表
記
の
あ
り
方
に
つ
い
て

孝
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よ
せ
に
聞
き
け
り
。
さ
り
と
て
、
し
出
だ
さ
ん
を
待
ち
て
寝
ざ
ら
ん

も
、
わ
ろ
か
り
な
ん
と
思
ひ
て
、
片
方
に
寄
り
て
、
寝
た
る
よ
し
に

て
、
出
で
来
る
を
待
ち
け
る
に
、
す
で
に
し
出
だ
し
た
る
さ
ま
に
て
、

ひ
し
め
き
合
ひ
た
り
。

こ
の
児
、
さ
だ
め
て
お
ど
ろ
か
さ
ん
ず
ら
ん
と
、
待
ち
ゐ
た
る
に
、

僧
の
、

「も
の
申
し
候
は
ん
。
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
。
」
と
言
ふ
を
、

う
れ
し
と
は
思
へ
ど
も
、
た
だ

一
度
に
い
ら
へ
ん
も
、
待
ち
け
る
か

と
も
ぞ
思
ふ
と
て
、
い
ま

一
声
呼
ば
れ
て
い
ら
へ
ん
と
、
念
じ
て
寝

た
る
ほ
ど
に
、
「
や
、
な
起
こ
し
た
て
ま
つ
り
そ
。
を
さ
な
き
人
は
、

寝
入
り
た
ま
ひ
に
け
り
。
」
と
言
ふ
声
の
し
け
れ
ば
、
あ
な
、
わ
び

し
と
思
ひ
て
、
い
ま
一
度
起
こ
せ
か
し
と
、
思
ひ
寝
に
聞
け
ば
、
ひ

し
ひ
し
と
、
た
だ
食
ひ
に
食
ふ
音
の
し
け
れ
ば
、
ず
ち
な
く
て
、
無

期
の
の
ち
に
、
「
え
い
。
」
と
い
ら
へ
た
り
け
れ
ば
、
僧
た
ち
笑
ふ
こ

と
限
り
な
し
。

（

第

一
学
習
社

「新
編
国
語
総
合
」
国
総
328)

問
題
は
二
つ
あ
る
。

c,-）
 

―
つ
は
和
語
を
中
心
に
し
て
書
か
れ
る
こ
と
の
多
い
和
文
を
活
字
化
す

る
に
あ
た
り
、
な
る
べ
く
漢
字
を
宛
て
ず
平
仮
名
で
活
字
化
し
よ
う
と
す

る
た
め
、
語
の
認
識
が
で
き
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、

「
か
い
も
ち
ひ
せ
ん
」
と
い
う
箇
所
は
、
古
文
を
読
み
慣
れ
た
人

間
に
と
っ
て
は
語
の
認
識
は
苦
労
し
な
い
も
の
だ
が
、
初
め
て
接
す
る
者

に
と

っ
て
は
「
か
い
」
「
も
ち
ひ
」

「
せ
ん
」
な
の
か
「
か
い
も
」

「
ち
ひ

せ
ん
」
な
の
か
「
か
い
も
ち
」
「
ひ
せ
ん
」
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が

認
識
で
き
な
い
。
商
校

一
年
生
の
教
科
省
か
ら
は
他
に
も
「
い
と
け
な
き

と
き
よ
り
」
「
く
ち
を
し
く
お
ぼ
え
て
」
「
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
」

「
い
か
で
か
い
ま
す
る
」
「
か
く
し
つ
つ
ま
う
で
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
を
」

と
い
っ
た
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
―
つ
は
、
文
意
の
大
き
な
流
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
僻
た
ち
、
宵
の
つ
れ
づ
れ
に
、
「い

ざ
、
か
い
も
ち
ひ
せ
ん
。
」
と
言
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
、
心
よ
せ
に
聞
き

け
り
。
」
の
部
分
で
あ
れ
ば
、

〈「僧
た
ち
」
が

「言
ひ
け
る
」
を
、
「
こ
の

児
」
が
「
聞
」
い
た
〉
と
い
う
大
き
な
文
脈
が
、
四
箇
所
に
読
点
が
打
た

れ
て
い
る
た
め
に
見
失
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
第
二
段
落
は
一
文
か
ら
成
っ

て
い
る
。
現
在
の
読
点
の
打
ち
方
で
は
多
く
の
学
習
者
は
文
意
の
大
き
な

流
れ
を
認
識
せ
ず
一
文
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
ま
ま
学
習

を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
活
字
化
の
問
題
は
、
草
仮
名
（変
体
仮
名
）
に
よ
る
写
本
の
も

と
も
と
の
表
記
の
あ
り
方
が
活
字
化
に
な
じ
ま
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の

こ
と
に
留
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

草
仮
名
を
主
体
と
し
て
書
か
れ
る
古
典
作
品
の
写
本
に
お
い
て
の
、
語

句
の
切
れ
目
を
示
す
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
工
夫
の
現
象
面
に
つ
い
て
は
、

(
3
)
 

か
つ
て
春
日
政
治
が
言
及
し
、
近
年
で
は
小
松
英
雄
が
そ
の
現
象
面
と
原

理
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
小
松
は
、
「
音
仮
名
に
よ
っ
て
日
本
語
を

表
記
す
る
と
、
語
旬
の
切
れ
目
が
見
分
け
に
く
く
な
っ

て
し
ま
う
」
欠
陥

が
あ
り
、
そ
の
欠
陥
を
克
服
し
て
効
率
的
な
読
み
取
り
を
可
能
に
す
る
た

め
、
草
仮
名
を
用
い
た
仮
名
文
に
お
い
て
は
「
語
句
の
分
か
ち
書
き
が
選

択
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
分
か
ち
書
き
と
い

っ
て
も
、
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ

ト
の
よ
う
に
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
る
方
式
で
は
な
く
、
墨
継
ぎ
と
連
綿
と
に
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よ
る
分
か
ち
書
き
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
音
文
字
ば
か

り
を
羅
列
し
た
の
で
は
読
み
手
に
語
を
認
識
さ
せ
る
の
に
効
率
的
で
は
な

い
た
め
、
「
語
の
綴
り
」
す
な
わ
ち

「連
綿
」
が
発
達
し
、
結
果
と
し
て
「
分

か
ち
書
き
」
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
大
き
な
意
味
の
区
切
り
に
あ

た
る
箇
所
で
「
懸
継
ぎ
」
が
な
さ
れ
て
効
率
的
な
読
解
が
可
能
と
な
る
よ

(
5
)
 

う
な
工
夫
も
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
例
示
し
た
「
児
の
空
寝
」
に
つ
い

て
、
底
本
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
御
所
本

宇
治
拾
遺
物
語
の
複
製
で
は
、
「
僧
た
ち
」
「
よ
ひ
の
」
「
つ
れ
／
＼
に
」
「
い

さ
」
「
か
い
も
ち
ひ
」
「
せ
ん
と
」
「
い
ひ
け
る
」
と
い

っ
た
具
合
に

一
っ

―
つ
が
連
綿
で
示
さ
れ
、
「
僧
た
ち
よ
ひ
の
」
「
此
児
心
よ
せ
に
」
と
傍
点

の
と
こ
ろ
で
墨
継
ぎ
が
な
さ
れ
て
い
る
と
見
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
連
綿
」
「
分
か
ち
害
き
」
や
「
墨

継
ぎ
」
を
用
い
て
書
か
れ
た
草
仮
名
の
仮
名
文
を
、
現
代
日
本
語
の
標
準

的
な
活
字
本
文
に
等
価
に
置
き
直
す
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

も
し
相
当
す
る
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
連
綿
」
「
分
か
ち

書
き
」
に
該
当
す
る
も
の
が
漢
字
仮
名
交
じ
り
で
あ
ろ
う
か
。
漢
字
は
概

念
を
表
す
語

（
い
わ
ゆ
る
自
立
語
）
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
仮
名
、

と
く
に
平
仮
名
は
補
助
的
な
部
分
（
い
わ
ゆ
る
付
属
語
）
に
使
わ
れ
る
と

い
う
傾
向
が
あ
る
。
漢
字
と
平
仮
名
と
は
見
た
目
が
異
な
る
た
め
で
あ
る
。

英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
な
さ
れ
て
い
る
分
か
ち
害
き
の
効
用
は
、
現
代
日

本
語
に
お
い
て
は
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
が
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
墨
継

ぎ
に
該
当
す
る
も
の
は
句
読
点
で
あ
ろ
う
か
。

仮
名
文
の
活
字
化
に
際
し
て
は
、
表
記
の
原
理
が
異
な
る
た
め
等
価
な

置
き
換
え
が
で
き
な
い
こ
と
を
承
知
し
た
う
え
で
現
代
日
本
語
の
活
字
に

3
 

お
け
る
書
記
の
様
相
に
従
い
な
が
ら
読
み
や
す
く
し
て
や
る
方
向
を
探
っ

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
ら
だ
ら
と
書
き
連
ね
ら
れ
る
文

小
松
は
書
記
に
関
す
る
前
節
の
分
析
か
ら
以
下
の
考
え
を
導
き
出
し
て

い
る
。
和
文
の
文
体
基
調
は
口
頭
言
語
で
あ
る
た
め
句
節
と
句
節
と
の
相

互
関
係
が
緊
密
で
な
く
、
隣
接
し
た
句
節
と
句
節
と
が
「
付
か
ず
離
れ
ず
」

の
関
係
で
あ
り
、
句
読
点
で
文
の
構
造
を
明
晰
に
示
さ
ず
、
全
体
が
柔
構

造
に
な
っ
て
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
和
文
の
表
現
と
し
て
の
特
徴
が
あ
る
、

と
い
う
。
小
松
は
こ
れ
を

『連
接
構
文
」
と
名
付
け
て
い
る
。

同
様
に
、
福
島
直
恭
は
、
今
日
の
我
々
が
規
範
と
認
識
し
て
い
る
、

書

記
言
語
「
現
代
標
準
日
本
語
」
と
、
平
安
時
代
の
和
文
と
が
、
い
か
に
異

(
7
)
 

な
る
性
格
を
持
つ
も
の
か
を
論
じ
て
い
る
。
和
文
に
お
い
て
は
接
続
詞
の

出
現
頻
度
が
非
常
に
低
く
、
文
と
文
と
の
論
理
的
な
関
係
を
積
極
的
に
表

示
し
よ
う
と
は
し
な
い
、
す
な
わ
ち
理
解
の
た
め
の
手
が
か
り
を
た
く
さ

ん
提
示
し
な
い
と
い
う
タ
イ
プ
の
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、

連
用
的
な
従
属
節
が
多
く
‘
―
つ
の
文
が
な
か
な
か
切
れ
ず
に
続
い
て
解

釈
に
あ
た
っ
て
の
負
担
が
大
き
く
、
発
信
者
と
受
信
者
と
の
間
で
状
況
や

知
識
を
多
く
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
文
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
。
以
上
か
ら
、
平
安
和
文
は
、
口
頭
言
語
的
な
特
徴
を
持
ち
、
ゆ
え
に

文
と
い
う
単
位
自
体
が
平
安
和
文
に
お
い
て
は
曖
昧
で
あ
り
、
切
れ
ず
に

連
続
的
に
つ
な
が
っ
て
い
く
性
格
を
持
つ
と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
和
文
の
様
相
を
、
夙
に
谷
崎
澗
一
郎
は
「
文
章
読
本
」
の
中

で
、
流
麗
な
調
子
の
「
源
氏
物
語
派
」
の
文
章
と
呼
び
、
「
―
つ
の
セ
ン
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テ
ン
ス
か
ら
次
の
セ
ン
テ
ン
ス
ヘ
移
る
の
に
も
、
境
界
を
ぼ
か
す
よ
う
に

し
て
、
ど
こ
で
前
の
セ
ン
テ
ン
ス
が
終
り
、
ど
こ
で
後
の
が
始
ま
る
の
か
、

け
じ
め
を
わ
か
ら
な
く
す
る
」
と
言
い
、

『源
氏
物
語
』
「
須
磨
」
巻
の
な

か
の
、
「
か
の
須
磨
は
、
昔
こ
そ
人
の
す
み
か
な
ど
も
あ
り
け
れ
」
か
ら
「
悲

し
き
こ
と
さ
ま

f
＼
な
り
」
ま
で
を
例
と
し
て
挙
げ
て
、
「
「
思
し
乱
る
、
。
」

の
次
に
始
ま
る
「
よ
ろ
づ
の
事
云
々
」
の
セ
ン
テ
ン
ス
も
、
独
立
し
て
い

る
が
如
く
で
あ
っ
て
、
気
分
の
上
で
は
や
は
り
前
に
繋
が
っ
て
い
る
。
か

く
し
て
こ
の
四
行
の
文
章
は
、
三
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
と
も
云
え
る
し
、
全
部
が
―
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
で
あ
る
と
も
云
え
る
」

で＂）

と
言
う
。
そ
う
し
て
ま
た
別
に
「
つ
な
ぎ
目
の
分
ら
な
い
セ
ン
テ
ン
ス
を

幾
つ
も
つ
な
げ
て
行
く
こ
と
は
、
結
局
非
常
に
長
い
セ
ン
テ
ン
ス
を
書
く

こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

例
と
し
て
「
大
鏡
」
の
挿
話
を
あ
げ
て
み
る
。

て
人
り
"
,
<

い
と
を
か
し
う
あ
は
れ
に
は
べ
り
し
こ
と
は
、
こ
の
天
歴
の
御
時

し
い
り

X
で
ん

に
、
清
涼
殿
の
御
前
の
梅
の
木
の
枯
れ
た
り
し
か
ば
、
求
め
さ
せ
た

く
ら
う
ど

ま
ひ
し
に
、
な
に
が
し
ぬ
し
の
蔵
人
に
て
い
ま
す
が
り
し
時
、
う
け

た
ま
は
り
て
、
「
若
き
者
ど
も
は
え
見
知
ら
じ
。
き
む
ち
求
め
よ
」

ひ
と
5
で

あ

り

と
の
た
ま
ひ
し
か
ば
、
一
京
ま
か
り
歩
き
し
か
ど
も
、
は
べ
ら
ざ
り

に
し
の

3

ゃ

ゥ

じ

ろ

・

）

や

う

し
に
、
西
京
の
そ
こ
そ
こ
な
る
家
に
、
色
濃
く
咲
き
た
る
木
の
、
様

r
,．
 

体
う
つ
く
し
き
が
は
べ
り
し
を
、
掘
り
取
り
し
か
ば
、
家
あ
る
じ
の
、

ゅ

「
木
に
こ
れ
結
ひ
つ
け
て
持
て
ま
ゐ
れ
」
と
言
は
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、

あ
る
や
う
こ
そ
は
と
て
、
持
て
ま
ゐ
り
て
さ
ぶ
ら
ひ
し
を
、
「
な
に
ぞ
」

f

ー
・
り

A

と
御
覧
じ
け
れ
ば
、
女
の
手
に
て
書
き
て
は
べ
り
け
る
。

ら
上
・
ヽ勅

な
れ
ば
い
と
も
か
し
こ
し
う
ぐ
ひ
す
の

宿
は
と
問
は
ば
い
か
が
答
へ
む

お

ぼ

め

な
に
も
の

と
あ
り
け
る
に
、
あ
や
し
く
思
し
召
し
て
、
「
何
者
の
家
ぞ
」
と
た

み
生
ふ

づ
ね
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
貰
之
の
ぬ
し
の
御
女
の
住
む
所
な
り
け

ゐ

こ＇へ

り
。
「
遺
恨
の
わ
ざ
を
も
し
た
り
け
る
か
な
」
と
て
、
あ
ま
え
お
は

し
ま
し
け
る
。
重
木
、
今
生
の
辱
号
は
、
こ
れ
や
は
べ
り
け
む
。
さ

き
ゐ

る
は
、
「
思
ふ
や
う
な
る
木
持
て
ま
ゐ
り
た
り
」
と
て
、
衣
か
づ
け

ら
れ
た
り
し
も
、
辛
く
な
り
に
き
。

（
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
る
）

夏
山
繁
樹
が
貫
之
娘
宅
の
梅
の
木
を
不
用
意
に
掘
り
取
っ
て
き
て
し
ま

う

『大
鏡
』
の
挿
話
で
あ
る
。
地
の
文
で
最
初
に
句
点
が
施
さ
れ
た
と
こ

ろ
ま
で
で
二
四

0
字
く
ら
い
（
含
句
読
点
・
会
話
文
）
で
あ
る
。
「
大
鏡
』

で
は
他
に
も
、
安
子
の
芳
子
へ
の
嫉
妬
を
述
べ
る
挿
話
で
は
、
挿
話
自
体

が
一
文
と
見
な
せ
、
七
六

0
字
く
ら
い
（
含
句
読
点
・
会
話
文
）
か
ら
成
っ

て
い
る
し
、
兼
通
と
兼
家
の
兄
弟
喧
嘩
の
挿
話
で
は
最
初
に
句
点
を
施
さ

れ
る
と
こ
ろ
ま
で
が
六
五

0
字
く
ら
い
（
含
句
読
点
・
会
話
文
）
で
あ
る
。

「
源
氏
物
語
」
の
中
で
、
会
話
文
や
心
内
語
を
ほ
と
ん
ど
含
ま
ず

一
番
長

い
一
文
と
見
な
せ
る
の
は
「
松
風
」
巻
の
、
都
に
出
立
し
よ
う
と
し
て
い

る
娘
に
向
け
て
明
石
入
道
が
述
べ
る
述
懐
内
の
「
世
の
中
を
捨
て
は
じ
め

し
に
」
に
始
ま
る
一
文
で
あ
る
。
注
釈
書
に
よ
っ
て
漢
字
の
宛
て
方
が
異

な
る
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
句
読
点
を
含
め
て
六
四
0
字
く
ら
い

で
あ
る
（
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
本
に
拠
る
）
。
こ
う
し
た
こ
と
は
書

き
手
の
文
体
と
い
う
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
、
だ
ら
だ
ら
と
書
き
続

け
る
と
い
う
の
が
古
文
の
文
章
の

―
つ
の
特
徴
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
「御
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活
字
化
に
さ
い
し
て

佐
伯
梅
友
は
、
前
節
で
言
及
し
た

『源
氏
物
語
j

「
松
風
」
巻
の
、
長

い
一
文
を
、
大
き
く
①
か
ら
⑤
ま
で
五
つ
の
部
分
に
分
け
て
分
析
し
て
い

る
。
ま
ず
、
五
つ
の
部
分
を
、
改
行
で
見
や
す
く
十
三
の
部
分
に
分
け
る
。

そ
し
て
、

「こ
う
い
う
長
い
文
を
読
む
時
に
は
、
こ
こ
で
や
っ
て
い
る
よ

う
に
、
あ
る

一
ま
と
ま
り
を
考
え
て
、
そ
れ
を
繋
い
で
い
く
の
が
、
文
脈

を
は
っ
き
り
み
る
の
に
手
っ
取
り
早
い
方
法
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
試
み
た

わ
け
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
長
い
文
を
読
解
す
る
の
に
は
文
の
中
の
ま

と
ま
り
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

佐
伯
が
分
け
た
十
三
の
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
は
、
「
：
．
思
ひ
た
ま
へ
立
ち
し

か
ど
」
「
…
事
多
か
り
し
か
ば
」
「
：・人
に
も
知
ら
れ
に
し
を
」
「
：
・
思
ひ

は
べ
る
に
」
「
：．嘆
き
渡
り
は
べ
り
し
ま
ま
に
」

「
．．． 
頼
み
は
べ
り
し
に
」

「
:
・
見
た
て
ま
つ
り
初
め
て
も
」
「
…
悲
し
う
嘆
き
は
べ
り
つ
れ
ど
」
「
…

御
宿
世
の
頼
も
し
さ
に
」
「
：
•
こ
と
に
覚
え
た
ま
へ
ぱ
」
「
…
静
め
が
た
け

れ
ど
」
「
．．． 
光
著
け
れ
ば
」
「
：
・
今
日
な
が
く
別
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
。
」
で

4
 

局
は
桐
壺
な
り
」
と
い
っ
た
短
い
文
も
あ
り
は
す
る
が
、
だ
ら
だ
ら
と
長

く
書
き
連
ね
る
文
が
多
い
。
文
と
い
う
単
位
自
体
が
曖
味
で
あ
る
こ
と
と
、

長
く
だ
ら
だ
ら
と
書
き
連
ね
て
一
文
を
書
き
出
す
と
い
う
こ
と
と
は
関
連

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

平
安
和
文
は
口
頭
言
語
的
性
格
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
今
日
の
我
々
が

観
念
的
に
「
文
」
と
し
て
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
は
、
か
っ
ち
り
と
し
た

切
れ
目
を
持
た
な
い
。
こ
れ
を
活
字
に
置
き
直
す
に
は
十
分
な
配
慮
が
必

要
で
あ
る
。

あ
る
。
「
…
嘆
き
渡
り
は
べ
り
し
ま
ま
に
」
「
：
・
見
た
て
ま
つ
り
初
め
て
も
」

「
…
御
宿
世
の
頼
も
し
さ
に
」
と
三
箇
所
に
単
純
に
接
続
助
詞
と
言
え
な

い
言
い
方
が
あ
り
は
す
る
が
、
そ
の
他
は

「ど
」
「
ば
」
「
を
」
「
に
」
の

接
続
助
詞
で
分
け
ら
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
五
つ
の
部
分
に
分
け
る
に
あ

た
っ
て
は
「
…
思
ひ
た
ま
へ
立
ち
し
か
ど
」
「
：
・事
多
か
り
し
か
ば
」

「
：・
人
に
も
知
ら
れ
に
し
を
」
「
：
悲
し
う
嘆
き
は
べ
り
つ
れ
ど
」
と
、
接

続
助
詞
だ
け
が
残
る
。
だ
ら
だ
ら
と
書
き
連
ね
ら
れ
る
文
は
接
続
助
詞
を

用
い
て
謂
わ
ゆ
る
「
節
」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
ま
と
ま
り
を
連
ね
て
い
く

こ
と
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
し
た
だ
ら
だ
ら
と
長
く

続
く
和
文
の
文
意
を
大
き
く
切
っ
て
理
解
す
る
さ
い
接
続
助
詞
が
そ
の
指

標
と
な
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

近
藤
泰
弘
が
「
日
本
語
記
述
文
法
の
理
論
j

の
な
か
で
古
文
の
接
続
助

{lO
)
 

詞
を
分
類
し
て
い
る
。
南
不
二
男
が
現
代
日
本
語
の
接
続
助
詞
を
分
類
し

た
の
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
近
藤
の
分
類
は
厳
密
な
検
討
を
経
た
も
の

で
は
な
い
が
、
目
安
と
し
て
参
考
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

A

類
て
（
様
態
）
・
つ
つ
•
な
が
ら
・
で
（
否
定
）
・
連
用
形

B

類
と
も
・
ば

（仮
定
）
・
は
（
仮
定
）
・
ば
（
確
定
）
．
ど
も
•
ど
・

も
の
の
•
も
の
か
ら
•
も
の
ゆ
ゑ
（
に
）

c

類
を
•
に
・
（
が
）

ど
の
よ
う
な
述
部
を
受
け
る
か
に
よ

っ
て
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

南
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
A
類
の
も
の
は
、
他
の

A
、
ま
た
は

B
、
C

の
句
の
一
部
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」
「

B
類
の
も
の
は
、
他
の

B
、
あ

る
い
は

C
の
句
の

一
部
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

A
類
の
一
部

に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
「
C
類
の
も
の
は
他
の
C
の
句
の
一
部
に
な
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る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

A
、
B
の
句
の
一
部
に
な
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
い
う
関
係
が
あ
る
（
通
常
「
節
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
、

南
は
従
属
句
あ
る
い
は
句
と
呼
ぶ
）
。
単
純
に
い
え
ば

A
類
＾

B
類
＾

c

類
と
な
る
。
そ
し
て
、
A
類
の
も
の
は
多
く
の
場
合
、
主
節
の
構
文
に
拘

束
さ
れ
、
独
立
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

A
類
の
接
続
助
詞
で
大

き
な
ま
と
ま
り
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
し
か

し
、
例
え
ば
「
て
」
は
そ
の
前
後
で
主
語
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
う

し
た
場
合
に
は
別
に
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
）
。
そ
う
す
る
と
、

B
類
C

類
で
示
さ
れ
て
い
る
接
続
助
詞
が
大
き
な
ま
と
ま
り
を
考
え
よ
う
と
す
る

さ
い
の
目
安
と
な
り
得
る
。
と
く
に
C
類
は
、
特
定
の
条
件
構
成
力
を
持

た
な
い
た
め
、
前
後
の
論
理
的
接
続
関
係
を
決
定
す
る
と
い
う
よ
り
、
繋

げ
る
だ
け
の
接
続
助
詞
で
あ
り
、
だ
ら
だ
ら
と
内
容
を
つ
な
げ
て
い
く
さ

い
頻
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「：
．
と
こ
ろ
」
と
訳
せ
る
よ
う
な
「
ば
（
確

定
）
」
も
近
い
働
き
を
す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
場
合
、

接
続
助
詞
の
中
で
も
「
に
」
「
を
」
「
ば
」
で
区
切
る
こ
と
が
、
長
い
一
文

を
幾
つ
か
の
ま
と
ま
り
と
し
て
考
え
て
い
く
さ
い
の
目
安
と
な
る
と
思
わ

れ
る
。こ

こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
に
従
っ
て
、
先
に
例
示
し
た
「
児
の
空
寝
」

の
文
章
を
本
稿
な
り
に
活
字
化
し
た
も
の
を
示
し
て
み
る
。

ひ

え

ち

f
]

今
は
昔
比
叡
の
山
に
児
あ
り
け
り
。
僧
た
ち
宵
の
つ
れ
づ
れ
に

「
い
ざ
掻
餅
せ
む
」
と
言
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
心
寄
せ
に
聞
き
け
り
。

ゎ
ろ

「
さ
り
と
て
し
出
だ
さ
む
を
待
ち
て
寝
ざ
ら
む
も
悪
か
り
な
む
j

と

か

た

か

た

よ

し

思
ひ
て
片
方
に
寄
り
て
寝
た
る
由
に
て
出
で
来
る
を
待
ち
け
る
に
、

•
大
き
な
ま
と
ま
り
（
い
わ
ゆ
る
「
節
」
と
言
わ
れ
る
箇
所
、
も
し
く

は
「
節
」
が
い
く
つ
も
積
み
重
な
っ
た
う
え
で
接
続
助
詞
な
ど
で
切

れ
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
）
を
、
読
点
で
示
す
。

•
語
句
の
識
別
の
た
め
に

①
名
詞
や
動
詞
に
は
出
来
る
か
ぎ
り
漢
字
を
宛
て
て
漢
字
仮
名
交
じ

り
文
で
あ
る
こ
と
の
効
用
を
利
用
す
る
。（
但
し
動
詞
と
区
別
さ

せ
る
た
め
助
動
詞
や
補
助
動
詞
に
は
漢
字
を
宛
て
な
い
）
。

）
こ
で
用
い
た
原
則
を
列
挙
し
て
み
る
。

す
で
に
し
出
だ
し
た
る
さ
ま
に
て
ひ
し
め
き
合
ひ
た
り
。

ゐ

こ
の
児

「
定
め
て
驚
か
さ
む
ず
ら
む
』
と
待
ち
居
た
る
に
、
僧
の

「
も
の
申
し
さ
ぶ
ら
は
む
。
驚
か
せ
た
ま
へ
」

と
言
ふ
を
、
『
嬉
し
j

い
ら
ど

い
ら

と
は
思
へ
ど
も
、
「
た
だ
一
度
に
答
へ
む
も
待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思

ひ

と

こ

ゑ

い

ら

ふ
』
と
て

「
い
ま

一
声
呼
ば
れ
て
答
へ
む
」
と
念
じ
て
寝
た
る
ほ
ど

な
5
な

に
、
「
や
な
起
こ
し
た
て
ま
つ
り
そ
。
幼
き
人
は
寝
入
り
た
ま
ひ
に

け
り
」
と
言
ふ
声
の
し
け
れ
ば
、

「あ
な
佗
び
し
」
と
思
ひ
て
「
い

い
ち
ど

ま
一
度
起
こ
せ
か
し
』
と
思
ひ
寝
に
聞
け
ば
、
ひ
し
ひ
し
と
た
だ
食

ず

ち

む

f
)

の
ち

ひ
に
食
ふ
音
の
し
け
れ
ば
、
術
な
く
て
無
期
の
後
に
「
え
い
」
と
答

へ
た
り
け
れ
ば
、
僧
た
ち
笑
ふ
こ
と
限
り
な
し
。

読
点
に
よ
っ
て
大
き
な
ま
と
ま
り
を
示
し
て
み
る
よ
う
に
し
た
。
例
え

ば
、
節
二
段
落
は
、
大
き
な
九
つ
の
ま
と
ま
り
が
連
な
っ
て
、
や
が
て
大

き
な

一
文
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
書
記
の
さ
ま
か
ら
示
せ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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参
考
に
供
す
る
た
め
、
二
つ
の
試
案
の
文
章
を
掲
げ
る
。

②
半
角
ス
ペ

ー
ス
を
用
い
る
。

③
ル
ビ
を
用
い
て
前
後
の
漢
字
と
一
語
化
し
な
い
よ
う
に
す
る

ひ
と
こ
ゑ

(「

一
声
呼
ば
れ
て
」
な
ど
の
よ
う
に
）
。

•
会
話
や
心
中
思
惟
を
示
す
鍵
括
弧
も
学
習
者
の
負
担
を
増
や
さ
な
い

た
め
に
出
来
る
だ
け
付
す
。

（
・
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
に
は
「
ん
」
で
な
く
「
む
」
を
宛
て
る
。
（
「
む
」

と
「
ん
」
が
同

一
で
あ
る
こ
と
は
初
学
者
に
学
ば
せ
る
の
は
後
日

で
よ
い
。
最
初
は
「
む
」
で
し
つ
か
り
と
認
識
さ
せ
る
ほ
う
が
よ
い

と
思
う
）
。

工

ゐ

ふ

み

大
納
言
殿
参
り
た
ま
ひ
て
詩
の
こ
と
な
ど
奏
し
た
ま
ふ
に
、
例
の

夜
い
た
く
更
け
ぬ
れ
ば
、
御
前
な
る
人
々
一
人
二
人
づ
つ
失
せ
て
御

屏
風
•
御
几
帳
の
う
し
ろ
な
ど
に
み
な
隠
れ
臥
し
ぬ
れ
ば
、
た
だ
一

人
眠
た
き
を
念
じ
て
候
ふ
に
、
「
丑
四
つ
」
と
奏
す
な
り
。
「
明
け
は

べ
り
ぬ
な
り
」
と
独
り
言
つ
を
、
大
納
言
殿
「
今
更
に
な
大
殿
籠

お
ぼ

り
お
は
し
ま
し
そ
」
と
て

「寝
べ
き
も
の
]
と
も
思
い
た
ら
ぬ
を
、

『
う
た
て
何
し
に
さ
申
し
つ
ら
む
」
と
思
へ
ど
、
ま
た
人
の
あ
ら
ば

ま
¥

う

へ

お
ま
へ

こ
そ
は
紛
れ
も
臥
さ
め
。
主
上
の
御
前
の
柱
に
寄
り
掛
か
ら
せ
た

ね
ぷ

ま
ひ
て
少
し
眠
ら
せ
た
ま
ふ
を
、
「
か
れ
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ

。

か

お
ほ
と
の
f
E

も

い
ま
は
明
け
ぬ
る
に
、
斯
う
大
殿
籠
る
べ
き
か
は
」
と
申
さ
せ
た
ま

へ
ば
、
「
げ
に
」
な
ど
宮
の
御
前
に
も
笑
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
も

知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
に
、
長
女
が
童
の
鶏
を
捕
へ
持
て
来
て

あ

し

た

「
明
朝
に
里
へ
持
て
行
か
む
」
と
言
ひ
て
隠
し
置
き
た
り
け
る
ー
い

ら
う

か
が
し
け
む
ー
犬
見
つ
け
て
追
ひ
け
れ
ば
廊
の
間
木
に
逃
げ
入
り

て
恐
ろ
し
う
鳴
き
腟
し
る
に
、
皆
人
起
き
な
ど
し
ぬ
な
り
。
主
上
も

;`
."9り

た

づ

打
ち
驚
か
せ
た
ま
ひ
て
「
い
か
で
あ
り
つ
る
鶏
ぞ
」
な
ど
訊
ね
さ

め
い
わ
う

い
ふ
"

せ
た
ま
ふ
に
、
大
納
言
殿
の
「
声
明
王
の
眠
を
驚
か
す
」
と
い
ふ

こ
と言

を
高
う
打
ち
出
だ
し
た
ま
へ
る
め
で
た
う
を
か
し
き
に
、
た
だ

ね

ぷ

を

り

人
の
眠
た
か
り
つ
る
目
も
い
と
大
き
に
な
り
ぬ
。
「
い
み
じ
き
折
の

か

＿＿
と言

か
な
」
と
主
上
も
宮
も
興
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。
な
ほ
斯
か
る
事
こ
そ

め
で
た
け
れ
。

（
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
本

『枕
草
子
」
に
拠
る
）

あ

と

人

だ
ち

し

の

か

よ

或
る
君
達
に
ー
忍
び
て
通
ふ
人
や
あ
り
け
む
ー
い
と
う
つ
く
し
き

児
さ
へ
出
で
来
に
け
れ
ば
、

『あ
は
れ
j

と
は
思
ひ
き
こ
え
な
が
ら

ま

か
た

ー
き
び
し
き
片
つ
方
や
あ
り
け
む
ー
絶
え
間
が
ち
に
て
あ
る
ほ
ど
に
、

お

も

し

た

あ

き
ら

思
ひ
も
忘
れ
ず
い
み
じ
う
慕
ふ
が
う
つ
く
し
う
て
時
々
は
或
る
所

に
渡
し
な
ど
す
る
を
も
「
否
」
な
ど
と
も
言
は
で
あ
り
し
を
、
ほ
ど

さ
び

経
て
立
ち
寄
り
た
り
し
か
ば
、
い
と
寂
し
げ
に
て
—
め

づ
ら
し
く
や

み

ゐ

と

思
ひ
け
む
ー
か
き
撫
で
つ
つ
見
居
た
り
し
を
、
え
立
ち
留
ま
ら
ぬ
こ

な

と
あ
り
て
出
づ
る
を
、
馴
ら
ひ
に
け
れ
ば
例
の
い
た
う
慕
ふ
が
あ

し
ば

は
れ
に
党
え
て
暫
し
立
ち
止
ま
り
て
「
さ
ら
ば
い
ざ
よ
」
と
て
か

き
抱
き
て
出
で
け
る
を
、
い
と
心
苦
し
げ
に
見
送
り
て
前
な
る
火
取

を
手
ま
さ
ぐ
り
に
し
て

こ
だ
に
か
く
あ
く
が
れ
出
で
ば
た
き
も
の
の

ひ
と
り
や
い
と
ど
お
も
ひ
こ
が
れ
む

―-100 -



し

の

び

よ

う

ぷ

と
忍
び
や
か
に
言
ふ
を
、
屏
風
の
後
ろ
に
て
聞
き
て
い
み
じ
う
あ

ゐ

は
れ
に
覚
え
け
れ
ば
児
を
返
し
て
そ
の
ま
ま
に
な
む
居
ら
れ
に
し
。

（
岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
堤
中
納
言
物
語
」

「
こ
の
つ

い
で
」
に
拠
る
）

接
続
助
詞
だ
け
で
な
く
「
…
ほ
ど
に
」
の
あ
と
に
も
読
点
を
施
し
た
。

接
続
助
詞
以
外
に
「
…
ほ
ど
に
」
と
い
っ
た
も
の
に
も
文
の
大
き
な
ま
と

ま
り
を
な
す
働
き
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、

『枕
草
子
」
の
文
章
の
「
例
の
夜
い
た
＜
更
け
ぬ
れ
ば
」
の

下
に
読
点
を
施
す
か
否
か
は
学
習
者
の
便
宜
を
考
え
て
そ
の
活
字
本
文
作

成
者
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
実
際
に
は
節
と
節
と
は
入
れ
子

式
に
な
っ
て
い
く
つ
か
が
重
層
的
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
幾
つ
め
の

レ
ベ
ル
に
読
点
を
施
す
の
が
い
い
の
か
は
個
々
の
本
文
の
実
際
に
即
し
て

適
切
な
対
応
を
す
る
し
か
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
活
字
化
の
原
則
を
施
し
て
も
、
ナ
全
に
活
字
に
置
き
直

す
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
残
る
。

小
松
は
「
作
者
の
脳
裡
に
そ
の
よ
う
な
句
切
れ
の
意
識
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
句
読
を
明
確
に
し
て
読
も
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
読
み
方

と
し
て
誤
り
で
あ
る
。
引
用
符
を
加
え
る
こ
と
に
も
同
様
の
問
題
が
あ
る
」

と
言
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
が
文
中
に
あ
っ
た
場

合
、
そ
の
下
に
句
点
を
打
つ
か
読
点
を
打
つ
か
は
現
代
の
校
訂
者
の
判
断

に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
前
後
の
文
脈
か
ら
し
て
大
き
く
切
れ
て
い
る
と
認

識
さ
れ
る
場
合
に
は
句
点
が
、
連
続
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
場
合
は
読

点
が
打
た
れ
る
。
あ
る
い
は
、

「
こ
そ
：
・：
・
用
言
の
已
然
形
」
の
言
い
方

が
文
中
に
あ
っ
た
場
合
も
、
逆
接
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
下
に
大
き
く
係
っ
て

い
く
と
認
識
さ
れ
る
場
合
に
は
読
点
が
打
た
れ
る
し
、
文
と
し
て
大
き
く

切
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
場
合
に
は
句
点
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
と
の
写
本
に
お
い
て
は
墨
継
ぎ
に
よ
っ
て
切
れ
目
が
お
よ
そ
示
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
現
代
語
の
句
読
点
の
ど
ち
ら
に
該
当
す
る
か
は
明

示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
校
訂
者
の
判
断
に
よ
っ
て
句
点
か
読
点
が

施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

「大
鏡
j

の
梅
の
木
の
挿
話
の
冒
頭
「
い
と
を
か
し
う
あ
は
れ
に
は
ベ

り
し
こ
と
は
」
は
挿
話
全
体
に
係
っ
て
い
く
。
挿
話
内
の
す
べ
て
の
文
に

関
わ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
『
大
鏡
」
の
花
山
院
出
家
の
挿
話
は
「
あ
は
れ

な
る
こ
と
は
」
で
始
ま
る
。
注
釈
書
の
類
が
句
点
で
九
つ
の
「
文
」
に
分

け
る
、
そ
の
九
文
す
べ
て
に
関
わ
る
。
兼
通
臨
終
に
さ
い
し
て
の
、
兼
通

お

は
ぢ
お
や

と
兼
家
の
兄
弟
喧
嘩
の
挿
話
は
「
お
の
れ
が
祖
父
親
は
か
の
殿
の
年
頃
の

者
に
て
は
べ
り
し
か
ば
、
こ
ま
か
に
う
け
た
ま
は
り
し
は
」
で
始
ま
り
、

や
は
り
こ
の
語
句
は
句
点
が
施
さ
れ
る
後
読
す
る
五
つ
の
文
す
べ
て
に

係
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
い
と
を
か
し
う
あ
は
れ
に
は
べ
り
し
こ
と
は
」

と
い
っ
た
表
現
は
文
を
越
え
て
挿
話
全
体
に
係
っ
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
っ
て
、
現
代
日
本
語
に
お
い
て
文
と
文
と
は
句
点
で
明
晰
に
区
切
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
と
は
異
な
る
書
記
意
識
ゆ
え
に
な
さ
れ
る
書

き
方
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、

「枕
草
子
」
「
長
月
ば
か
り
」
の
章
段
は
、
「
す
こ
し
日
閾

け
ぬ
れ
ば
、
萩
な
ど
の
い
と
重
げ
な
る
に
、
露
の
落
つ
る
に
枝
う
ち
動
き

か
み

て
、
人
も
手
触
れ
ぬ
に
、
ふ
と
上
ざ
ま
へ
あ
が
り
た
る
も
、
「
い
み
じ
う
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こ
と

を
か
し
」
と
言
ひ
た
る
言
ど
も
の
、
「
人
の
心
に
は
、
露
を
か
し
か
ら
じ
」

と
思
ふ
こ
そ
、
ま
た
を
か
し
け
れ
」
の
よ
う
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
（
新

潮
日
本
古
典
文
学
集
成
本
）
。
句
読
点
や
鍵
括
弧
を
付
し
た
時
点
で
、
こ

の
文
章
の
お
も
し
ろ
み
は
半
減
し
て
し
ま
う
。
「
い
み
じ
う
を
か
し
」
で

一
端
切
れ
る
と
思
っ
た
の
が
、
「
と
言
ひ
た
る
言
ど
も
の
」
と
作
者
の
自

己
反
省
に
移
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
こ
の
文
章
の
妙
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
鍵
括
弧
を
付
そ
う
と
し
て
も
じ
つ
は
心
中
思
惟
や
会
話
文
が
地

の
文
と
つ
な
が
っ
て
い
く
場
合
も
あ
り
は
す
る
し
、
「
は
さ
み
込
み
」
を

ど
の
よ
う
な
補
助
記
号
を
用
い
て
示
す
の
が
い
い
か
な
ど
、
留
意
す
べ
き

様
々
な
問
題
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

ま
と
め
と
し
て

草
仮
名
を
主
と
し
て
築
で
書
か
れ
た
古
典
作
品
の
写
本
の
書
記
の
様
相

を
、
活
字
に
よ
る
現
代
標
準
日
本
語
の
書
記
の
様
相
に
等
価
に
置
き
直
す

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
古
文
の
文
章
の
特
性

を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

学
習
者
に
古
文
へ
の
抵
抗
感
を
感
じ
さ
せ
な
い
、

読
み
や
す
い
活
字
本
文
を
作
る
配
慮
を
な
す
必
要
が
あ
る
と
本
稿
で
は
考

え
て
い
る
。

な
か
で
も
読
点
は
本
稿
が
一
番
留
意
し
た
い
こ
と
で
あ
る
。
現
代
標
準

日
本
語
の
書
記
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
た
い
へ
ん
長
い
と
見
え
る
「
文
」

で
書
き
綴
ら
れ
て
い
る
場
合
が
古
文
で
は
多
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
語
句

と
語
句
と
の
小
さ
な
区
切
り
目
を
示
す
た
め
の
読
点
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
今
ま
で
は
多
く
、
そ
の
た
め
に
長
い
一
文
を
な
し
て
い
る
大
き
な
ま
と

ま
り
を
示
す
た
め
の
読
点
と
の
区
別
が
出
来
な
く
な
り
、
学
習
者
は
小
事

5
 

に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
て
大
き
な
文
脈
を
見
失
っ
て
読
解
に
苦
労
す
る
こ
と
が

多
く
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
語
句
と
語
句
と
を
区
切
る
た
め
の
読
点

は
用
い
ず
、
文
の
中
の
大
き
な
ま
と
ま
り
を
示
す
た
め
に
の
み
読
点
を
用

い
る
、
と
い
う
大
き
な
方
向
性
を
立
て
る
こ
と
を
提
示
し
て
み
た
。

こ
こ
で
扱
っ
た
、
文
の
中
の
大
き
な
ま
と
ま
り
を
示
す
た
め
に
読
点
を

用
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
多
勝
一
が
『
日
本
語
の
作
文
技
術
』
の
な
か

で
「
重
要
で
な
い
テ
ン
は
う
つ
べ
き
で
な
い
」
「
テ
ン
と
い
う
も
の
の
基

-12-

本
的
な
意
味
は
、
思
想
の
最
小
単
位
を
示
す
も
の
」
と
い
っ
た
指
摘
と
も

関
わ
る
も
の
の
よ
う
に
思
う
。

古
文
教
育
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
作
品
を
教
材
と
し
て
扱
う
か
と

い
う
問
題
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
学
習
者
に
嫌
わ
れ
な
い
よ
う
に
作

品
を
提
示
す
る
書
記
の
あ
り
方
も
配
慮
し
た
ほ
う
が
よ
い
問
題
で
あ
る
と

思
う
の
で
あ
る
。

(
1
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会

第
124
回
弘
前
大
会
に

て
「
古
典
文
法
の
指
導
を
考
え
直
す
ー
佐
伯
梅
友
に
倣
い
つ
つ
ー
」
と
題
し

て
発
表
し
た
（
二
0
一三
年
五
月
）
。

(
2
)
和
語
を
中
心
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を

一
度
は
意
識
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
古
文
教
育
の
一
側
面
と
古
文
本
文
の
表
記
の
仕
方

に
つ
い
て
」
「
武
蔵
野
文
学
館
紀
要
第
3
号
」
二
0
一
三
年
三
月
に
て
言
及

し
た
。

(
3
)
「春
日
政
治
著
作
集
2

国
語
文
体
発
達
史
序
説
』
勉
誠
社

一
九
八
三
年

一
月
(
-
七
六
頁
ー

一
九
0
頁
）
、
こ
の
著
作
は
一
九
四
五
年
三
月
に
執
筆
さ

れ
た
も
の
の
時
勢
の
た
め
に
発
刊
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
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「日
本
語
の
作
文
技
術
j

朝
日
新
聞
社
一
九
七
六
年
七
月

(
4
)
小
松
英
雄
「
I
I
I
4
日
本
語
の
歴
史
吾
記
」

「言
語
学
大
辞
典
世
界

言
語
編
第
二
巻
』
三
省
堂
一
九
八
九
年
九
月
、
「
仮
名
文
の
構
文
原
理
』
笠

問
書
院

一
九
九
七
年
二
月
[
増
補
版
二
O
O
三
年
}
新
装
版
二

O
一
二
年
‘

「日
本
語
書
記
史
原
論
』
笠
間
書
院
一
九
九
八
年
六
月
二
増
補
版
二

O
O
O

年
]
補
訂
版
二

0
0
六
年
）

(5)
た
だ
し
、
連
綿
や
分
か
ち
書
き
や
墨
継
ぎ
は
規
範
意
識
を
持
っ
て
な
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
厳
格
に
そ
の
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
箪
に
含
ま
せ
た
歴
が
不
足
し
、
句
節
が
切
れ
る
手
前
で
墨

継
ぎ
が
施
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
当
該

の
写
本
を
書
き
写
し
た
人
物
の
解
釈
が
反
映
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
べ
き
も

の
で
、
原
作
者
に
よ
る
読
解
の
方
向
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

(6
)
中
田
祝
夫
T

日
本
の
漢
字
（
日
本
語
の
世
界
4
)
』
中
央
公
論
社
一
九
八
二

年
六
月

(
7
)
福
島
直
恭

「書
記
言
語
と
し
て
の
「
日
本
語
」
の
誕
生
ー
そ
の
存
在
を
問

い
直
す
ー
」
笠
間
誉
院

二
0
0
八
年
十
一
月

(
8
)
谷
崎
潤
一
郎
「
文
章
読
本
j

中
央
公
論
社
一
九
三
四
年
十
一
月
（
本
文

は
中
公
文
庫
版
に
拠
っ
た
）

(
9
)
佐
伯
梅
友
「
松
風
の
巻
の
別
離
の
場
面
」

「古
文
読
解
の
た
め
の
文
法
下
」一

三
省
堂
一
九
八
八
年
二
月

(10)
南
不
二
男
「
現
代
日
本
語
文
法
の
輪
郭
』
大
修
館
書
店
一
九
九
三
年
七

月
(11
)
近
藤
泰
弘
「
日
本
語
記
述
文
法
の
理
論
』
ひ
つ
じ
書
房
二

0
0
0年
ニ

月
(12)
本
多
勝
一
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