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ド

イ

ツ

の

国

語

教

育

戦
前
の
ド
イ
ツ
の
高
等
学
校
に
は
八
年
制
と
六
年
制
と
が
あ
っ
た
。
前
者
は

国
民
学
校
の
四
年
か
ら
、
後
者
は
六
年
か
ら
進
学
し
て
く
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ

ら
を
合
算
す
る
と
、
修
業
年
限
は
い
ま
の
日
本
の
六
三
三
制
と
同
じ
の
十
二
年

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
一
九
三
三
年
の
改
革
の
と
き
に
一
年
の
短
縮
を

行
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。　
何
分
に
も
ダ
ー
テ
の
晩
年
の
頃
か
ら
九
年
制
だ

っ
た
も
の
を
短
縮
す
る
の
だ
か
ら
、
文
相

ル
ス
ト
も
用
意
周
到
に
や
っ
て
ゐ

る
。
高
校
卒
業
生
の
質
的
低
下
を
来
さ
な
い
よ
う
に
訓
令
を
発
し
て
奮
起
を
促

す
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
他
方
に
は
教
科
課
目
の
変
更
を
行
っ
て
、
質
的
に

教
清
の
方
向
転
換
を
や
っ
て
ゐ
る
の
で
、
生
徒
の
学
力
を
改
革
前
と
比
較
で
き

な
い
や
う
に
し
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
改
童
，だ
っ
た
ら
、
コ
日
は
か
う
だ
っ
た
」
と

横
槍
を
入
れ
よ
う
に
も
出
る
幕
が
な
い
か
ら
、
改
革
は
成
功
す
る
筈
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
高
等
学
校
に
お
け
る
国
語
教
育
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
る

が
、
八
年
制
に
せ
よ
九
年
制
に
せ
よ
、
い
ま
の
日
本
の
制
度
に
あ
て
は
め
て
考

へ
る
と
、
小
学
校
の
上
級
、
中
学
校
、
高
等
学
校
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
な

る
。

一
八
三
七
年
以
来
ド
イ
ツ
の
国
語
教
育
は
、
小
学
校
の
上
級
か
ら
九
年
間

に
わ
た
っ
て
組
織
づ
け
ら
れ
た
統

一
性
の
あ
る
人
文
教
育
の
根
幹
と
な
っ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
古
典
語
を
含
め
て
の
外
国
語
教
育
が
そ
の
支
柱
を
な
し
て
ゐ
た

こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

第 一 表 (1856)

:,栞1｀
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第

一
表
は
プ
ロ
イ
セ
ン
で
一
八
五
六
年
か
ら

一
人
八
二
年
ま
で
採
用
さ
れ
て

ゐ
た
標
準
型
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
教
課
日
と

一
週
間
の
時
間
配
当
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
年
級
を
示
し
た
数
字
は
、
日
本
の
呼
称
と
は
逆
で
あ
っ
て
、
第
六

級
か
ら
最
上
級
の
第

一
級
へ
と
進
学
し
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
第
二
級
よ
り
以
上

は
そ
れ
ぞ
れ
二
年
間
を

一
学
年
と
し
て
ゐ
た
か
ら
、
第

一
表
は
六
年
制
と
見
え

る
が
、
実
は
九
年
制
で
あ
る
。
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
は
旧
制
高
校
の
文
科
に
当
る
も
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の
で
あ
る
か
ら
語
学
教
育
に
偏
っ
た
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
小
学
校
の
五
六

一年
の
と
き
国
語
は
二
時́
間
で
あ
る
が
、
習
字
が
三
時
間
だ
か
ら
併
せ
て
五
時

間
、
ラ
テ
ン
語
の
十
時
間
と
合
せ
て
、　
一
週
間
の
半
分
は
語
学
教
育
に
捧
げ
ら

れ
て
ゐ
る
。
中
学
校
か
ら
は
ギ
リ
ン
ヤ
語
が
六
時
間
、
小
学
校
六
年
か
ら
始
め

ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
が
続
い
て
あ
る
の
で
、　
一
週
三
十
二
時
間
の
う
ち
二
十
時

間
を
語
学
教
育
が
占
め
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
高
等
学
校
で
も
殆
ど
同
様
で
あ
る
。

こ
の
第

一
表
が
従
来
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
く
ら
べ
て
薪
鮮̈
味
が
あ
っ
た
の
は
、

全
学
年
を
通
じ
て
体
操
が
課
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
”
ド
イ
ツ
の
統

一
に
向

っ
て
国
運
が
進
ん
で
行
か
う
と
し
た
時
代
精
神
の
現
は
れ
で
あ
る
。

第
二
表
と
第
三
表
は
ド
イ
ツ
統

一
よ
り
以
後
の
国
威
の
輝
い
た
時
代
の
も
の

で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
・
ン
ラ
ー
以
後
の
自
国
の
文
化
財
に
対
す
る
自
負
心
は
国
威

の
発
揚
と
共
に
強
く
、
そ
の
現
は
れ
と
し
て
ギ
リ
ン
ヤ
一語
と
フ
ラ
ン
ス
語́
の
学

習
が
一
年
お
そ
く
始
め
ら
れ
、
ラ
テ
ン
語
の
時
間
配
当
が
減
少
し
て
行
っ
た
。

そ
し
て
国
語
の
時
間
が
壇
加
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
後
世
か
ら
見

第 二 表 (1882)

Ⅵ

る
と
、

あ

る
。
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イ
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文
学
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盛
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ぎ
て

か
く
て
十
九
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の
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第 三 表 (1892)
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第 二 表 (1933)
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1131331313

212122122
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高
等
学
校
の
第

一
ｂ
級
を
す
ま
す
と
最
上
級
を
や
ら
な
く
て
も
一
年
志
願
兵

の
資
格
が
で
き
る
の
で
、
ト
ー
マ
ス
。
マ
ン
は
最
後
の
一
年
を
履
修
し
な
い
で

中
途
退
学
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
が
通
学
し
た
の
は
第
二
表
の
も
の
で
あ
る
。

第
三
表
と
第
四
表
と
は
従
来
に
比
し
て
ま
す
ま
す
古
典
語
の
時
間
が
減
少
し
て

国
語
の
時
間
が
増
加
し
、
同
時
に
体
操
科
が
価
値
的
に
軽
視
さ
れ
て
ゐ
る
。
な

ほ
フ
ラ
ン
ス
語
が
第
四
級
す
な
は
ち
現
代
の
日
本
の
中
学
校
か
ら
始
め
ら
れ
る

に
到
っ
た
こ
と
、
小
学
校
で
は
行
は
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

第
五
表
は
根
本
的
な
大
改
革
で
あ
る
。
習
字
を
全
廃
し
た
わ
け
は
、∽
言
［Ｒ
‘

〓
目
の
考
案
に
な
る
模
様
の
や
う
な
文
字
を
採
用
し
、
も
は
や
習
熟
を
必
要
と

し
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
や
め
て
英
語
に
か
へ
た
の
は
、

二
十
世
紀
に
於
け
る
欧
洲
の
状
勢
の
変
化
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か

し
、
高
校
程
度
の
学
校
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
全
廃
し
た
の
で
は
な
く
、
第
六
表
に

示
す
如
き
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
レ
高
校
を
従
来
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
高
校
と
並
立
し

て
作
り
、
そ
こ
で
全
く
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
実
現
し
、
歴
史
的
な
意
味
を
も
つ

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
対
し
、
行
動
的
な
青
年
を
養
成
せ
ん
と
し
た
。
そ
れ
に
し
て

も
毎
週
の
時
間
か
ら
見
れ
ば
、
国
語
教
育
は
古
典
語
を
入
れ
る
と
上
級
で
は
約

半
分
を
占
め
て
ゐ
る
。
し
か
し
内
訳
は
古
典
九
時
間
、
英
語
三
時
間
に
対
し

て
、
国
語
四
時
間
で
あ
っ
て
、　
一
見
す
る
と
こ
ろ
甚
だ
し
く
国
語
の
時
間
の
増

加
と
も
言
へ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
内
容
的
に
見
れ
ば
、
全
般
に
亘
っ
て
重

要
視
さ
れ
て
来
た
歴
史
と
地
理
の
五
時
間
は
国
語
の
時
間
の
延
長
と
見
ら
れ
な

い
で
も
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。
第
六
表
が
従
前
と
比
し
て
著

し
く
改
革
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
時
間
の
配
当
で
な
く
て
、
重
点
の
置
き
方
で
あ

る
。
体
操
を
体
育
と
改
め
て
筆
頭
に
あ
げ
た
の
は
、
我
国
の
修
身

（倫
理
）
の

や
う
な
尊
重
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
体
育
尊
重
の
現
は
れ
で
あ
る
。
健
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全
な
肉
体
な
ら
健
全
な
魂
が
宿
る
と
唯
物
的
に
解
釈
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

一
年
の
短
縮
も
ま
さ
か
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
最
上
級
の
無
駄
で
あ
る
こ
と
を
証

明
し
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
。
経
済
的
な
原
因
か
ら
短
期
栽
培
の
傾
向
に
便
乗

し
た
の
だ
ら
う
。

第
六
表
は
男
子
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ン
の
教
科
目
で
あ
る
が
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

に
く
ら
べ
て
実
際
的
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
は
劣
る
で
あ
ら
う
が
、
英
語
は
断
然

く
ら
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
上
手
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ヤ
語
は
全
く
習

は
な
い
が
、
そ
の
代
り
に
は
協
同
研
究
の
と
こ
ろ
で
上
級
三
年
間
を
自
然
科
学

か
ま
た
は
外
国
語
に
棒
げ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ヤ
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
の

う
ち
一
つ
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た
。
ド
イ
ツ
の
少
年
は
小
学
校
四
年

ま
で
は
同
一
で
あ
る
が
、
将
来
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
コ
ー
ス
を
進
む
も
の
は
、
五

六
年
で
ラ
テ
ン
語
を
毎
週
六
時
間
や
ら
さ
れ
、
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
レ
に
進
む
も

の
は
英
語
を
六
時
間
や
る
わ
け
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
場
合
は
事
実
上
す
で
に
小

学
校
か
ら
出
て
高
校
へ
入
学
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
あ
て
は
め
て
考
へ
る

と
、
中
学
校
で
は
ラ
テ
ン
語
が
四
時
間
と
ギ
リ
シ
ヤ
語
が
五
時
間
、
或
は
英
語

四
時
間
と
ラ
テ
ン
語
が
四
時
間
、
高
等
学
校
で
は
更
に
そ
の
上
に
現
代
の
外
国

語
が
三
時
間
ど
ち
み
ち
加
は
る
の
で
あ
る
。
私
は
日
本
の
中
学
や
高
校
で
現
在

ど
ん
な
具
合
に
行
は
れ
て
ゐ
る
の
か
詳
細
は
知
ら
な
い
が
、
い
ま
の
日
本
の
高

等
学
校
に
う
つ
し
て
考
へ
る
と
、
英
語
の
ほ
か
に
■
イ
ツ
語
か
フ
ラ
ン
ス
語
を

必
修
課
目
に
し
、
更
に
漠
文
を
国
語
か
ら
独
立
さ
せ
て
、
日
本
に
於
け
る
ギ
リ

シ
ヤ
・
ラ
テ
ン
の
役
割
を
果
さ
せ
る
ほ
か
、
国
語
に
於
て
古
文
に
重
点
を
置
く

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
教
材
に
つ
い
て
調
べ
て
見
れ
ば
判
る
の
で
あ
る
。

国
語
教
育
は
、
国
語
の
特
質
と
そ
の
発
達
に
対
す
る
理
解
を
得
さ
せ
、
国
語

に
内
在
す
る
表
現
力
を
体
験
せ
し
め
る
べ
き
役
割
を
も
っ
て
ゐ
る
。　
一
九
三
三

年
の
改
革
は
、
従
来
の
文
法
的
な
分
析
的
な
国
語
教
育
を
、
国
民
性
の
理
解
ヘ

と
限
定
し
よ
う
と
し
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
な
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
目
標

で
あ
る
。
低
学
年
に
は
、
話
す
こ
と
と
聞
く
ご
と
の
練
習
、
文
章
の
読
み
方
、

綴
り
方
の
三
方
面
か
ら
考
慮
さ
れ
た
。
話
し
方
で
は
標
獲
語
が
基
本
と
な
っ
た

の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
方
言
も
決
し
て
軽
視
さ
れ
な
か
っ
た
と
同
時
に
、
言
語

の
混
乱
を
招
く
外
来
語
は
却
け
ら
れ
た
ら
し
い
。
聞
く
練
習
に
は
レ
コ
ー
ド
、

ラ
ジ
オ
、
ト
ー
キ
ー
を
用
ひ
て
、
大
人
の
表
現
の
模
倣
を
警
戒
し
て
ゐ
る
。
読

み
方
に
は
平
板
な
読
み
方
を
避
け
て
、
表
現
力
の
あ
る
読
み
方
、
即
ち
、
物
語

る
戯
犠
的
な
読
み
方
を
す
す
め
、
他
面
に
は
意
味
ふ
か
い
詩
や
劇
を
暗
誦
さ
せ

て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

高
学
年
に
進
む
に
つ
れ
て
文
法
、
言
語
学
、
文
体
か
ら
生
徒
の
語
感
を
明
確

に
し
、
言
語
意
識
を
植
ゑ
つ
け
、
分
析
す
る
と
共
に
練
合
す
る
表
現
力
を
得
さ

せ
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
文
献
に
よ
る
教
育
が
聯
関
し
て
く
る
。
文
芸
作
品
を

読
ま
せ
る
の
は
第
四
年
級
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
日
本
な
ら
ば
中
学
二
年
か
ら
で

あ
る
。
試
み
に
大
戦
前
の
文
芸
に
関
す
る
読
本
、
必
読
書
、
推
薦
図
書
を
あ
げ

て
見
れ
ば
、
（
上
段
は
必
読
、
下
段
は
推
薦
）

第
四
年
級

（中
学
一一年
）

シ
ラ
ー
　
「
キ
ル
ヘ
ム
■
テ
ル
」　
　
　
　
　
ラ
ー
ベ
　
「里
かい
犠堕
船
Ｌ

ほ
か
に
読
本
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
ト
ル
ム

「
ポ
ー
レ
ｏ
ポ
ベ
ン
シ

ュ
ペ
ー
ラ
ー
」

ゴ
ル
ヒ
・
フ
ォ
ッ
ク

「航
海
は
苦
し
」

第
五
年
級

（中
学
三
年
）

シ
ラ
ー

「
オ
ル
レ
ア
ン
の
少
女
」
　
　
シ
ュ
ト
ル
ム
「自
馬
の
騎
士
」

ほ
か
に
読
本
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
イ
ヤ
ー

「護
符
」

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ
ー

「人
生
は
夢
」



読本読本

第
一〈
学
級

（高
校

一
年
）

エ
ッ
ダ
、
デ
ー
ガ
（古
代
独
語
）

ニ
ー
ベ
ル
ン
グ
ン
の
歌

（中
世

絲麒
箋
¨
）

ホ
ー
マ
ー
、
ギ
リ
シ
ヤ
劇

・墜評）
ブ
ラ
ント
の歌
（中
世

エ
ス
キ
ロ
ス
「
ベ
ル
シ
ヤ
人
」
ま
た
は

ソ
フ
オ
ク
レ
ス

「
ア
ン
チ
ゴ
ー
ネ
」
、

ク
ラ
イ
ス
ト

「
ヘ
ル
マ
ン
戦
争
」
ま

た
は

グ
リ
ル
バ
ル
ツ
ニ
ル

「
メ
デ
ア
」
、

ケ
ラ
ー

「
七
人
の
実
直
者
」
、

第
七
学
級

（高
校
一一年
）

ル
ッ
テ
ル
、

ア
ッ
テ

ン

ヘレ
″”
″
編̈
燎
　
　
　
　
　
　
　
群
好『
クまス淀
田
ァ「「腎往

ベニし
」つ

ク
ラ
イ
ス
ト

コ
示
教
問
答
」
　
　
　
マ
イ
ヤ
ー
「
フ
ッ
テ
ン
の
最
後
の
日
」

ν
υ
言ム
級
『
フ
ン
ボ
ル
ト
「国
　
　
ま
た
は
「ユ
ル
グ
・
ェ
ナ
ー
チ
ュ」

ア
ル
ン
ト
「国
民
性
」　
　
　
　
　
ゴ
“
はヘンド
ル
フ
「のら
く
ら
者
」

″

引

．″

卜
「

ワ

ッ

ッ
」

洋
二
き
は

「
ェ

ン
ラ
ー

「
群
盗
」
ま
た
は

「
ル
イ

ゼ

・
ミ

ル

レ

リ

ン
」

レ

シ

ン

グ

「
ミ

ン

ナ

・

フ

ォ

ン

・

パ

ル

ン

ヘ
ル

ム

葬
八
学
激

（高
校
一一一年
）

グ

リ

ン

メ

ル

ス

ハ
ウ

ゼ

ン

「
ジ

ン

プ

リ

チ

シ

ム

ス
」

ク

ラ

イ

ス

ト

「
ホ

ム

ブ

ル

ク

の
王

子

」

ヘ
ッ

ベ

ル

「
ア

グ

ネ

ス

。
ベ

ル

ナ

ウ

エ

ル
」

ゲ
ー
テ

「
イ
フ
イ
ゲ
ー
ニ
エ
」

シ

ラ

ー

「
フ

レ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン
」

パ

ル

チ

バ

ー

ル

抜

率

ゲ
ー
テ

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
第

一
部

（第
二
部
の
若
千
）

此

の
ほ
か
各

学
年

と
も
現
代

作
家

の
も

の
を
教

師

が

二
作
品
づ

つ
選

ん

で
読

ま
せ

る

こ
と
に
な

っ
て
ゐ

る
。

こ
れ

で
見

る
と
全
文

を
読

ま
せ

る

べ
き

文

芸
作

品

が
列
挙

さ
れ
す
ぎ

て
ゐ
る
様

な
気

が
す

る
。

高
校

生

が
そ
れ

に

つ
い
て
試
験

を

，
さ
れ

る
な
ら

、
大

抵

は
落
第

の
憂

目
を
見

な
く

て
は
な
ら

ぬ
だ

ら
う
。

私

の

想

像

で
は
実

際

は
読

本
だ
け

に

つ
い
て
国
語
教

育

が
行

は
れ

、
そ

の
他

の
文

芸

作
品

は
読

む
生
徒

も
あ

り
、
大

抵

は
読

ま
ず

に
通

っ
た

の
で
は
あ

る
ま

い
か
。

戦
争
中

に

日
本

に
来

た

ベ

ル
リ

ン
大

学

の

医
学

生

と

話

を

し
た

こ
と
が
あ

る

が

、
た
ま

た
ま

ヘ
ル
ダ

リ

ン
の
作
品

に

つ
い
て
話

し
た

と
こ
ろ
全
然

よ
ん
で
ゐ

な

か

っ
た
。
読

本

で
そ

の
詩

を
習

っ
た

こ
と
が
あ

る
と
言

っ
て
ゐ
た
が

、
丁
度

そ

の
頃

は
ド
イ

ツ
で

ヘ
ル
ダ

リ

ン
が

一
番

よ
く
読

ま
れ

て
ゐ
た

の
で
あ

る
。

ま

た
そ
れ

と
反
対

の
例

と
し
て
は
滞

日
中

の
或

る
独

逸

人
（
教

師

）
の
令

息

は
ギ

ム

ナ
ジ
ウ

ム
に
通

っ
て
ゐ
た
が

、
私

が
見

た

と
き

は
ジ

ャ

ン

・
パ
ウ

ル
を
愛

読

し

フ

ル

テ

ル

・

フ

ォ

ン

フ
ォ
ー
グ

ル
フ
イ
デ

ン

ラ

ー

「
マ

リ

ア

・
ン

ク

ラ

イ

ス

ト

「
ミ

ハ

エ

ュ
チ

ェ
ア

ル

ト
」

ル

・

コ

ー

ル

ハ
ー

ス
」

・
デ

ア

・

メ

リ

ケ

「
旅

の

モ

ー

ツ

ア

ル

ト
」



て
ゐ
た
の
で

一
驚
を
喫
し
た
こ
と
が
あ
る
。

私
は
さ
き
に
歴
史
と
地
理
の
時
間
も
国
語
教
育
の
延
長
と
見
ら
れ
る
と
言
っ

た
。
そ
れ
は
歴
史
の
教
授
法
に
も
依
る
の
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
材
料
の
選
択
に

も
依
る
の
で
あ
る
。
第

一
年
級

（
小
学
五
年
）
に
歴
史
物
語
を
読
ま
せ
、
か
た

は
ら
グ
リ
ム
の
伝
説
的
物
語
を
も
用
ひ
て
ゐ
る
。
第
二
年
級
に
な
っ
て
古
代
か

ら
歴
史
は
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
第
三
年
級

（
中
学

一
年
）
は
中
世
、
第
四
、

五
学
級
で
現
代
ま
で
が
済
む
。
第
六
、
七
、
八
学
級

（高
校
三
年
）
で
古
代
か

ら
改
め
て
現
代
ま
で
履
修
す
る
。
し
か
し
歴
史
書
を
あ
て
が
ひ
、
講
義
が
唯

一

の
教
授
形
式
で
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
教
材

は
国
語
教
育
の
延
長
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
高
等
学
校
に
お
い
て
古
典
語
を
課
し
て
ゐ
る
の
は
、
現
代
外
国
語

を
課
し
て
ゐ
る
の
と
全
く
意
味
が
異

っ
て
ゐ
て
、
古
典
語
は
文
化
史
の
過
程
に

お
い
て
自
然
に
ド
イ
ツ
語
と
合
成
し
て
発
達
し
た
古
典
で
あ
る
こ
と
に
注
目
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
古
典
語
の
う
ち
ラ
テ
ン
語
は
、
あ
た
か
も
我
国
に
お
け
る
漠
文

の
如
く
、
ド
イ
ツ
文
化
と
切
り
離
し
て
考
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
単
な
る
教

養
を
越
え
た
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
も
つ
こ
と
、
国
文
と
漠
文
の
関
係
の
如
き

も
の
で
あ
る
。
欧
洲
の
文
化
を
負
う
国
に
お
い
て
社
会
の
中
堅
層
が
ラ
テ
ン
語

を
通
じ
て
ギ
リ
シ
ヤ
精
神
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
第

一
の
課
題
で
あ
る
。
高
筆

学
校
の
重
要
な
目
標
は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
自
己
形
成
が
行
は
れ
、
こ
れ
な

く
し
て
は
自
己
形
成
は
あ
り
得
な
い
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
従

っ
て
古
典
語
教

育
の
中
心
は
講
読
で
あ
っ
て
、
ラ
テ
ン
語
で
自
由
作
文
を
書
か
せ
る
よ
う
な
こ

と
は
な
か
っ
た
。

ド
イ
ツ
は
敗
戦
後
も
別
段
こ
れ
と
い
ふ
学
制
改
革
を
行
っ
て
は
ゐ
な
い
ら
し

い
。
最
近
ド
イ
ツ
か
ら
日
本
へ
や
っ
て
来
た
青
年
た
ち
に
も
そ
ん
な
気
配
は
見

え
な
か
っ
た
、
と
ヤ
ー
ン
先
生
は
私
に
語
っ
た

（昨
年
の
九
月
）。

場
所
は
名

古
屋
の
東
郊
に
あ
る
八
事
山
に
近
頃
で
き
た
綺
麗
な
南
山
大
学
の
研
究
室
で
あ

る
。
私
は
そ
の
と
き
ヤ
ー
ン
先
生
が
語
っ
た
話
を
こ
こ
に
書
い
て
こ
の
報
告
文

の
結
び
に
し
た
い
。

ド
イ
ツ
で
は
国
語
教
育
が
重
要
視
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
国
語
で
落
第
点
を
と

っ
た
生
徒
は
上
級

へ
進
め
な
い
。

（
ヤ
ー
ン
先
生
は

一
九
四
〇
年
に
ド
イ
ツ
高

等
学
校
の
最
上
級
を
受
持
っ
て
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
）
つ
ま
り
外
の
学

科
が

よ
く
て
も
国
語
の
点
が
悪
か
っ
た
ら
外
の
点
か
ら
埋
め
合
せ
る
こ
と
が
出
来
な

い
と
定
め
て
あ
っ
た
。
ほ
か
の
学
科
は
そ
れ
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

一
週
間
の

う
ち
国
語
の
時
間
は
二
時
間
か
ら
四
時
間
で
あ
っ
た
が
、
文
法
に
つ
い
て
は
、

例
へ
ば
名
詞
の
こ
と
を
ノ
ー
メ
ン
と
言
は
ず
に
ハ
ウ
プ
ト
ブ

，
ル
ト
と
呼
ぶ
よ

う
に
し
て
ゐ
た
こ
と
、
正
し
い
綴
字
を
書
く
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
ゐ
た
こ
と
、

フ
ォ
ネ
テ
ィ
ク
は
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
特
徴
で
あ
る
。

（
文

法
上
の
術
語
に
つ
い
て
ラ
テ
ン
語
を
や
め
て
ド
イ
ツ
語
を
用
ひ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
ド
イ
ツ
語
の
廓
清
運
動
の
一
端
に
す
ぎ
な
い
の
で
、　
一
九
三
三
年
の

改
革
よ
り
以
前
か
ら
の
傾
向
で
あ
る
か
ら
姑
く
こ
れ
を
論
外
と
し
て
、
正
し
い

綴
字
法
の
重
要
視
は
ま
っ
た
く
私

（筆
者
）
は
同
感
で
あ
る
。
西
ド
イ
ツ
に
敗

戦
後
あ
た
ら
し
い
綴
字
法
の
運
動
が
あ
っ
て
、
そ
の
報
道
も
見
た
が
、
社
会
が

こ
れ
を
黙
殺
し
た
ら
し
い
。
）
ド
イ
ツ
で
は
綴
字
法
の
教
育
と
し
て
書
取
を
た

び
た
び
行

っ
た
も
の
で
あ
る
。

読
方
の
練
習
に
は
特
別
な
読
本
を
使
用
し
た
。
読
本
は
い
く
つ
も
種
類
が
あ

っ
て
、
近
年
に
な
っ
て
内
容
も
形
式
も
変

っ
た
が
、
古
い
読
本
に
は
童
話
、
伝

説
、
歴
史
上
の
逸
話
が
主
と
し
て
あ
っ
た
の
に
、
新
し
い
も
の
に
は
郷
土
誌
や

自
然
科
学
の
記
事
が
織
り
こ
ま
れ
て
ゐ
る
。
詩
の
暗
誦
が
奨
励
さ
れ
て
ゐ
る
こ

と
は
昔
と
変
ら
な
い
が
、
此
頃
は
幾
分
そ
れ
も
少
く
な
っ
た
ら
し
い
。

国
語
の
使
用
に
熟
達
す
る
た
め
に
作
文
が
課
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
高
等
科
に



お
い
て
は
作
文
が
生
徒
の
実
力
を
示
す
何
よ
り
の
証
拠
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
教
　
　
の
教
材
を
参
照
し
て
預
き
た
い
。
）
ど
の
高
校
に
も
必
ず
立
派
な
図
書
館
が
あ

場
で
書
か
せ
る
以
外
に
家
で
作
文
を
書
い
て
来
さ
せ
る
が
、
尋
常
科
（高
校
の
）
　

っ
て
、
生
徒
は
そ
こ
で
豊
富
な
読
書
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
ゐ

で
二
時
間
、
「高
等
科
で
四
時
間
を
占
め
て
ゐ
た
。
作
文
の
題
を
出
す
こ
と
あ
　
　
る
。
地
理
や
歴
史
の
時
間
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
が
出
て
作
文
を
書
か
せ
る
や

り
、
自
由
作
文
の
こ
と
も
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぅ
に
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
批
判
す
る
傍
ら
文
章
に
習
熟
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま

高
校
の
中
等
科
ご
ろ
か
ら
演
説
が
重
要
な
役
割
を
占
め
て
ゐ
た
。
此
頃
は
討
　
　
た
最
上
級
の
生
徒
だ
け
に
は
懸
賞
作
文
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
た
。

論
の
形
式
も
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
劇
を
上
演
す
る
こ
と
も
学
校
の
記
　
　
　
ャ
ー
ン
先
生
の
話
の
要
点
は
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
と
思
ふ
。
私
は
先
生
の
話
を

念
日
に
行
は
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
ど
の
学
校
に
も
行
っ
て
ゐ
る
程
の
こ
と
で
　
　
意
味
ふ
か
く
聞
い
た
。
私
は
こ
の
ご
ろ
樗
牛
と
臨
外
を
読
ん
だ
。
国
語
は
易
し

は
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
す
べ
き
で
あ
る
と
は
思
っ
た
が
、
樗
牛
や
鴎
外
の
文
の
気
品
に
は
全
く
圧
倒

中
世
ド
イ
ツ
語
は
高
等
科
で
習
ふ
。
フ
ル
テ
ル
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
フ
ォ
ー
　
　
さ
れ
る
思
ひ
で
あ
っ
た
。
い
っ
の
間
に
か
私
た
ち
は
気
品
の
な
い
現
代
文
を
読

グ
ル
フ
イ
デ
の
詩
が
最
も
読
ま
れ
て
ゐ
た
。　
↑
」
れ
は
日
本
で
古
文
を
読
ま
せ
　
　
み
な
れ
て
気
品
を
忘
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
国
語
教
育
に
は
こ
の
こ
と
を
忘
れ

る
の
に
該
当
す
る
。
）
古
典
の
も
の
で
は
シ
ラ
ー
の
劇
が
最
も
読
ま
れ
、
高
学
　
　
て
頂
き
た
く
な
い
。
ヤ
ー
ン
先
生
の
話
は
私
に
そ
の
こ
と
を
思
ひ
出
さ
せ
た
の

年
で
ゲ
ー
テ
の
も
の
を
読
む
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
た
。　
↑
」
れ
に
つ
い
て
は
前
述
　
　
で
あ
”
た
。

―
大
阪
大
学
教
授
―




