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本
発
表
の
目
的
は
、
近
代
の
国
語
教
科
書
で
あ
る
国
語
読
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
『
梁
塵
秘
抄
』
の
今
様
を

調
査
し
、
採
択
さ
れ
た
今
様
の
内
容
、
そ
の
教
材
化
の
背
景
、
読
本
に
お
け
る
『
梁
塵
秘
抄
』
の
教
材
的
意
義

を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

『
梁
塵
秘
抄
』
は
、
1911 

年
（
明
治 

44
）
に
和
田
英
松
が
巻
二
の
写
本
を
発
見
し
、
1912 

年
（
大
正
元
年
）

に
は
、
佐
佐
木
信
綱
が
『
梁
塵
秘
抄
』
巻
一
・
口
伝
集
巻
一
の
断
簡
を
発
見
し
た
。
そ
の
発
見
の
影
響
は
文
学

界
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
国
語
教
育
に
も
波
及
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
発
表
者
が
確
認
で
き
る
範
囲
で
最
も

早
い
例
で
は
、
1934 

年
（
昭
和
９
）
に
刊
行
さ
れ
た
旧
制
中
学
校
の
国
語
読
本
に
『
梁
塵
秘
抄
』
が
教
材
と
し

て
採
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
作
品
が
、
教
科
書
に
「
古
典
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
事
例
と
し
て
は
か

な
り
早
い
。
こ
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
要
因
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
戦
後
の
教
育
改
革
に
よ
っ

て
多
く
の
古
典
文
学
作
品
が
国
語
教
科
書
か
ら
削
減
さ
れ
る
中
に
お
い
て
も
、『
梁
塵
秘
抄
』
は
新
制
中
学
校
の

教
科
書
に
残
存
し
て
お
り
、
こ
の
理
由
に
つ
い
て
も
考
察
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、

現
代
で
も
古
典
教
材
と
し
て
採
択
さ
れ
続
け
て
い
る
『
梁
塵
秘
抄
』
の
教
材
論
を
照
射
し
、
そ
の
指
導
に
役
立

て
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
も
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。 

以
上
に
挙
げ
た
問
題
に
係
る
、
国
語
読
本
に
お
け
る
『
梁
塵
秘
抄
』
を
調
査
し
た
研
究
は
、
発
表
者
が
見
る

限
り
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
発
表
で
、
国
語
読
本
に
掲
載
さ
れ
た
『
梁
塵
秘
抄
』
の
今
様
と
そ
の

教
材
的
意
義
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
。
調
査
の
結
果
、
14 

件
の
国
語
読
本
に
採
択
さ
れ
た
『
梁

塵
秘
抄
』
の
今
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
に
採
択
さ
れ
た
今
様
は
現
代
の
教
科
書
と
共
通
す
る
も
の
も

あ
っ
た
が
、
一
方
で
仏
教
信
仰
を
歌
っ
た
今
様
が
多
数
を
占
め
る
読
本
な
ど
、
現
代
の
教
科
書
と
は
異
な
る
も

の
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

ま
た
、
近
代
の
歌
壇
に
お
い
て
も
、『
梁
塵
秘
抄
』
は
斎
藤
茂
吉
や
北
原
白
秋
な
ど
多
く
の
歌
人
に
影
響
を
与

え
て
い
た
。
そ
の
歌
人
の
歌
は
、
国
語
読
本
に
多
数
採
択
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
梁
塵
秘
抄
』
は
、
近

代
に
お
い
て
「
同
時
代
の
歌
人
に
影
響
を
与
え
た
古
典
文
学
作
品
」
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
た
。
こ
れ
が

『
梁
塵
秘
抄
』
教
材
化
の
背
景
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
た
。 
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内
侍
所
御
神
楽
に
お
け
る
才
男
と
散
楽 
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『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
五―

五
「
陪
従
家
綱
行
綱
兄
弟
互
ニ
謀
タ
ル
事
」
は
、
内
侍
所
御
神
楽
、
賀
茂
臨
時

祭
の
還
立
の
御
神
楽
に
お
い
て
、
才
男
が
披
露
し
た
散
楽
（
猿
楽
）
の
様
子
を
伝
え
る
説
話
と
し
て
よ
く
知
ら

れ
る
。『
江
家
次
第
』
に
よ
る
と
、
内
侍
所
御
神
楽
で
は
勧
盃
の
あ
と
、
人
長
に
よ
っ
て
才
男
が
召
し
出
さ
れ
、

散
楽
が
行
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

才
男
が
披
露
す
る
散
楽
は
、
堀
河
朝
（
一
〇
八
六
～
一
一
〇
七
）
に
入
っ
て
か
ら
初
め
て
確
認
さ
れ
る
。
た

だ
し
内
侍
所
御
神
楽
に
つ
い
て
は
、
堀
河
天
皇
の
時
代
に
は
ま
だ
古
記
録
に
才
男
が
確
認
で
き
ず
、
鳥
羽
朝
に

入
っ
て
よ
り
才
男
と
そ
の
散
楽
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
内
侍
所
御
神
楽
は
、
成
立
か
ら
百
年
以

上
に
わ
た
っ
て
才
男
に
よ
る
才
芸
の
披
露
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

堀
河
天
皇
の
時
代
は
、
御
神
楽
に
お
い
て
才
男
が
散
楽
を
披
露
す
る
よ
う
に
な
る
転
換
期
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
代
は
、
ま
だ
御
神
楽
の
次
第
が
固
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
天
皇
が
笛
や
和
琴
を
奏
し
た
り
、
神
楽
歌
を

う
た
わ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
自
身
の
希
望
を
次
第
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
宮
廷
の
御
神
楽
の
隆
盛
期

だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
実
は
構
成
の
自
由
度
が
高
か
っ
た
と
い
え
る
。 

ま
た
堀
河
天
皇
の
時
代
は
、
姉
の
媞
子
内
親
王
、
令
子
内
親
王
、
あ
る
い
は
中
宮
の
篤
子
内
親
王
が
好
ん
で

散
楽
の
見
物
を
し
て
い
た
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
五―

六
「
陪
従
清
仲
事
」
に
よ
る
と
、
令
子
内
親
王
に
は
陪

従
の
橘
清
仲
が
仕
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
清
仲
は
、
内
侍
所
御
神
楽
に
お
い
て
才
男
に
召
し
出
さ
れ
て
散

楽
を
披
露
し
、
見
物
の
人
々
を
笑
わ
せ
る
こ
と
に
長
け
て
い
た
。
こ
の
時
代
の
有
力
な
内
親
王
が
散
楽
を
愛
好

し
、
散
楽
に
通
じ
た
陪
従
を
傍
に
置
い
て
い
た
こ
と
も
、
御
神
楽
の
中
で
散
楽
が
披
露
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
一

因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
陪
従
家
綱
行
綱
兄
弟
互
ニ
謀
タ
ル
事
」
は
、
成
立
か
ら
百
年
以
上
も
才
男
が
行
わ
れ
な

か
っ
た
内
侍
所
御
神
楽
に
お
い
て
、
新
た
に
才
男
と
散
楽
が
披
露
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
堀
河
朝
に
注
目
し
た

説
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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球
芸
能
を
め
ぐ
る
表
象―

大
和
歌
謡
と
紅
型
意
匠
お
よ
び
踊
歌
の
関
係
性
を
中
心
に―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児
玉
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薩
摩
に
よ
る
琉
球
侵
攻
後
、
江
戸
幕
府
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
琉
球
王
国
で
は
、
江
戸
上
り
や
薩
摩
上
り

を
は
じ
め
と
す
る
政
治
的
関
係
を
背
景
と
し
て
大
和
歌
謡
が
士
族
を
中
心
に
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
も
の
と
み

ら
れ
て
い
る
。
日
本
歌
謡
と
南
島
歌
謡
の
関
係
を
考
察
し
た
真
鍋
昌
弘
氏
に
よ
る
論
考
に
お
い
て
も
、
例
え
ば

歌
謡
「
心
中
ふ
し
」
が
九
州
地
方
で
の
流
行
期
か
ら
ほ
ど
な
く
琉
球
の
地
に
伝
え
ら
れ
、
八
重
山
に
伝
来
す
る

江
戸
中
期
頃
の
『
大
和
歌
集
』（
石
垣
市
宮
良
智
氏
旧
蔵
）
な
ど
へ
と
結
実
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
（
真

鍋
昌
弘
「
日
本
歌
謡
史
の
一
面―

南
島
に
関
わ
る
課
題
四
種―
（
二
）『
大
和
歌
集
』
の
歌
謡
に
つ
い
て
」『
日

本
歌
謡
の
研
究―

『
閑
吟
集
』
以
後―

』
桜
楓
社
、
1992 

年
）。
こ
れ
ら
先
学
に
よ
る
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
発

表
者
が
あ
ら
た
め
て
琉
球
王
国
時
代
御
冠
船
踊
の
系
譜
を
引
く
琉
球
の
古
典
芸
能
の
演
目
（
踊
歌
）
を
考
察
し

た
と
こ
ろ
、
大
和
歌
謡
に
ち
な
む
複
数
の
表
象
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
も
本
発
表
で
は
、
琉
球
芸
能

に
ま
つ
わ
る
紅
型
踊
衣
裳
の
表
象
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。 

発
表
者
は
長
く
沖
縄
に
在
住
在
勤
し
紅
型
踊
衣
裳
研
究
に
関
す
る
研
究
成
果
を
発
表
し
て
き
た
が
、
本
発
表

の
主
眼
は
琉
球
紅
型
に
お
い
て
大
和
歌
謡
の
影
響
を
受
け
た
意
匠
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
新
知
見
で
あ
る
。

琉
球
王
国
が
廃
藩
置
県
後
に
沖
縄
県
と
な
っ
た
後
、
御
冠
船
踊
の
伝
承
者
で
あ
っ
た
近
代
の
舞
踊
家
が
琉
球
王

尚
家
伝
来
の
紅
型
を
踊
衣
裳
と
し
て
用
い
た
こ
と
が
古
写
真
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
は
な
ぜ

そ
の
意
匠
が
踊
衣
裳
と
し
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
か
、
沖
縄
に
お
い
て
も
明
ら
か
と
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
同
意
匠
は
大
和
か
ら
伝
え
ら
れ
た
深
い
文
学
性
に
ま
つ
わ
る
表
象
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

時
の
経
過
と
と
も
に
忘
れ
さ
ら
れ
た
琉
球
王
朝
時
代
の
紅
型
意
匠
を
め
ぐ
る
文
学
的
表
象
に
つ
い
て
、
従
来

ま
と
ま
っ
た
考
察
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。紅
型
の
意
匠
に
何
ら
か
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
、

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
意
匠
を
め
ぐ
る
表
象
が
存
在
し
た
可
能
性
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
、

紅
型
の
み
な
ら
ず
琉
球
芸
能
研
究
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
な
観
点
と
想
定
さ
れ
る
。
本
発
表
に
お
い
て
、
ま

ず
は
紅
型
意
匠
に
視
覚
的
美
麗
の
ほ
か
深
い
文
学
的
思
惟
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
今
後
の
琉
球

芸
能
研
究
の
糸
口
と
し
た
い
。 
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典
拠
論
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
問
い
な
お
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箏
曲
地
歌
歌
詞
に
お
け
る
単
純
な
ら
ざ
る
引
用
の
あ
り
よ
う―
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口
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知
教
育
大
学
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本
発
表
で
は
、
典
拠
を
指
摘
す
る
に
際
し
引
用
の
〈
遠
近
法
〉
に
注
目
す
べ
き
、
と
し
た
前
稿
「
箏
曲
地
歌

歌
詞
の
表
現
世
界―

典
拠
と
の
関
係
性
の
問
題―

」（「
日
本
歌
謡
研
究
」
平
28
・
12
）
の
さ
ら
な
る
深
化
を
め

ざ
す
。
一
体
、
作
詞
者
の
机
上
に
は
、
ど
ん
な
資
料
が
ど
ん
な
経
緯
で
置
い
て
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
作
詞

者
は
、
そ
れ
ら
を
ど
う
参
照
し
、
典
拠
の
表
現
・
イ
メ
ー
ジ
を
歌
詞
に
ど
う
反
映
さ
せ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、

作
詞
者
に
よ
る
換
骨
奪
胎
も
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
必
要
な
の
は
、
複
数
の
資
料
を
駆
使
し
て
作
詞

さ
れ
た
箏
曲
地
歌
歌
詞
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
を
単
純
な
ら
ざ
る
作
詞
の
あ
り
よ
う
を
知
り
得
る
端
的
な
例
と

見
て
、
表
層
に
あ
ら
わ
れ
る
典
拠
の
表
現
か
ら
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
深
層
に
ひ
そ
む
典
拠
の
イ
メ
ー
ジ
・

真
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
表
現
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
の
み
で
は
、
歌
詞
が
ど
の
典
拠
の
ど

ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
ど
う
ま
と
っ
て
い
る
か
ま
で
は
精
確
に
注
釈
し
き
れ
な
い
よ
う
に
思
う
し
、
細
部
の
語
句
を

訳
す
に
も
見
落
と
し
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
本
発
表
で
、
従
来
の
単
純
な
典
拠
指
摘
の
限
界
を
明
ら
か
に

し
つ
つ
、
深
層
に
ひ
そ
む
典
拠
に
注
目
す
べ
き
こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
、
典
拠
指
摘
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を

問
い
な
お
し
た
い
。 

具
体
的
に
言
え
ば
、
深
層
に
ひ
そ
む
典
拠
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
磯
千
鳥
』『
さ
む
し
ろ
』
で
は
、
歌

詞
の
主
題
を
増
幅
す
る
ほ
ど
の
重
要
な
典
拠
の
イ
メ
ー
ジ
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
、『
さ
む
し
ろ
』
同
様
『
桜
狩
』

で
は
、
や
は
り
見
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
語
句
の
真
意
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。 

付
言
す
る
と
、
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
を
典
拠
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
『
磯
千
鳥
』
の
場
合
、『
源

氏
』
の
無
関
係
な
巻
に
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
典
拠
の
離
れ
た
箇
所
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、『
伊
勢
物
語
』

を
典
拠
と
す
る
『
さ
む
し
ろ
』『
桜
狩
』
あ
る
い
は
『
萩
の
露
』
の
場
合
も
同
じ
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
も
そ
も
、
典
拠
と
は
、
ど
の
よ
う
な
資
料
の
ど
こ
ま
で
を
さ
す
の
か
。
そ
う
し
た
根
源
的
な
問
い
な
お
し

も
、『
末
の
契
』
や
現
代
の
歌
謡
曲
な
ど
を
例
に
し
て
行
な
い
た
い
。 

本
発
表
が
、
典
拠
指
摘
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。 


