
 

◆ 

こ
れ
は
、
昭
和
二
一
年
三
月
、
文
部
省
教
科
書
局
調
査
課
国
語
調
査
室
で
作
成
し
た
も
の
で
、
文
部
省  

で
編
修
又
は
作
成
す
る
各
種
の
教
科
書
や
文
書
な
ど
の
国
語
の
表
記
法
を
統
一
し
、
そ
の
基
準
を
示
す 

た
め
に
編
纂
し
た
四
編
の
冊
子
の
う
ち
の
一
編
で
す
。 

◆ 

こ
の
案
は
、
発
表
以
来
半
世
紀
を
経
て
い
ま
す
が
、
現
在
で
も
公
用
文
、
学
校
教
育
そ
の
他
で
参
考
に  

さ
れ
て
い
ま
す
。 

◆ 

な
お
、
漢
字
の
字
体
は
、
便
宜
上
、
現
行
の
も
の
に
改
め
ま
し
た
。 

 

く
り
か
へ
し
符
号
の
使
ひ
方
〔
を
ど
り
字
法
〕（
案
） 

  

本
省
で
編
修
ま
た
は
作
成
す
る
各
種
の
教
科
書
・
文
書
な
ど
の
国
語
の
表
記
法
を
統
一
し
、
そ
の
基
準
を
示
す
た

め
に
、 一

、
送
り
が
な
の
つ
け
方
（
案
） 

二
、
く
ぎ
り
符
号
の
使
ひ
方
〔
句
読
法
〕（
案
） 

三
、
く
り
か
へ
し
符
号
の
使
ひ
方
〔
を
ど
り
字
法
〕（
案
） 

四
、
外
国
の
地
名
・
人
名
の
書
き
方
（
案
） 

の
四
編
を
印
刷
に
付
し
た
。
こ
の
案
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

諸
官
庁
を
は
じ
め
一
般
社
会
の
用
字
上
の
参
考
と
も
な
れ
ば
幸
で
あ
る
。 

（
文
部
省
教
科
書
局
調
査
課
国
語
調
査
室
）  

ま 

へ 

が 

き 

一
、 

こ
の
稿
は
、
く
り
か
へ
し
符
号
を
用
ひ
る
場
合
の
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。 

二
、
く
り
か
へ
し
符
号
は
同
字
反
復
の
符
号
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
畳で

ふ

字
・
重ぢ

う

文も
ん

・
送
り
字
・
重
ね
字
・
を
ど
り 

字
・
ゆ
す
り
字
・
ゆ
す
り
が
な
等
と
呼
ば
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
稿
で
は
さ
ら
に
あ
ら
た
に
一
つ
の
符

号
を
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
性
質
を
分
か
り
や
す
く
言
い
あ
ら
は
し
、
か
つ
一
般
に
通
じ
や
す
い
と

思
は
れ
る
呼
び
名
と
し
て
、
か
り
に
「
く
り
か
へ
し
符
号
」
と
い
ふ
名
を
用
ひ
た
。 

三
、
く
り
か
へ
し
符
号
は
左
の
五
種
で
あ
る
。 

一
ツ
点 

  

ヽ 
 
 
 

 

か
な
に
つ
け
て
用
ひ
る
も
の 

く
ノ
字
点  

く 
 
 

 

か
な
ま
た
は
か
な
交
り
の
語
句
に
つ
け
て
用
ひ
る
も
の 

同ど
う

ノ
字
点  

々 
 
 

 

二
ノ
字
点  

（

） 

ノ
ノ
点 

  

〃 
 
 

  

数
字
や
語
句
を
代
表
す
る
も
の 

右
、
各
種
の
符
号
の
呼
び
名
は
、
一
部
は
在
来
の
も
の
で
、
一
部
は
取
扱
ひ
上
の
便
を
考
へ
て
あ
ら
た
に
定
め

た
も
の
で
あ
る
。 

四
、
く
り
か
へ
し
符
号
の
用
法
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
最
も
統
一
を
欠
い
て
ゐ
た
の
は
、
例
へ
ば
「
ぢ
ぢ
」「
ば
ら
ば 

ら
」
の
ご
と
く
語
頭
に
濁
音
を
も
つ
こ
と
ば
の
書
き
方
で
あ
つ
た
。
す
な
は
ち
、「
ぢ
ぢ
」「
ば
ら
ば
ら
」
を
書
く

場
合
に
次
の
ご
と
き
三
様
の
書
き
方
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
案
で
は
、
そ
の
中
の
（
一
）
の
書
き

方
に
従
つ
た
。 

（
一
） 

ぢ
ゝ 

ば
ら

く 

（
二
） 

ぢ
ゞ 

ば
ら

く 

（
三
） 

ぢ
ゞ 

ば
ら

ぐ 漢
字
に
つ
け
て
用
ひ
る
も
の 



五
、
く
り
か
へ
し
符
号
は
、
同
一
の
語
の
中
で
用
ひ
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
次
の
ご
と
き
場
合
に
は
か
な
を
重
ね
て 

書
く
。 

(一) 

話
し
た
た
め
に 

 

読
ん
だ
だ
け
で 

そ
れ
と
と
も
に 

 

さ
う
し
た
も
の
の
み 

そ
の
の
ち 

 
 
 

い
ま
ま
で 

行
つ
た
だ
ら
う 

 

す
べ
て
で
す 

(二) 

香か

川が
は

県け
ん 

 
馬
場

ば

ば

氏し 
 

平
た
い
ら

の
知と

も

盛も
り 

(三) 

パ
パ 

 
 

 

マ
マ 

 
 

 

チ
チ
ハ
ル 

 

〔
付
記
〕 

右
の
原
則
に
よ
つ
て
、
例
へ
ば
「
立
て
て
」
を
「
立
て
ゝ
」
と
書
く
の
は
よ
く
な
い
と
い
ふ
人
も
あ
る 

が
、
し
か
し
、
こ
の
「
立
て
て
」
な
ど
は
、
一
方
か
ら
見
れ
ば
「
立
つ
」
と
「
て
」
と
の
二
つ
の
単
位
か
ら
成

つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
か
ら
見
れ
ば
「
立
て
て
」
で
も
つ
て
一
つ
の
単
位
を
成
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

や
は
り
同
一
語
中
の
用
例
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
ゆ
ゑ
に
、「
立
て
ゝ
」
の
類
の
書
き
方
も
認
め
ら

れ
る
。 

つ
ぎ
に
、
日
常
の
文
書
に
お
い
て
使
用
率
の
高
い
「
こ
と
ゝ
」「
も
の
ゝ
」「
○
○
町
々
会
」
な
ど
の
書
き
方

も
、
こ
れ
を
許
容
的
に
認
め
て
お
く
こ
と
が
現
代
一
般
の
慣
用
に
照
ら
し
て
お
だ
や
か
で
あ
ら
う
。 

六
、
く
り
か
へ
し
符
号
は
テ
ン
（
読
点
）
を
へ
だ
て
ゝ
は
用
ひ
な
い
。
例
へ
ば
―
― 

｢

こ
、
こ
、
こ
、
こ
。｣

と
、
お
や
ど
り
が
よ
ぶ
。 

｢

ち
ゝ
、
ち
ゝ
。｣

と
鳴
く
小
鳥
の
声
、 

ド
、
ド
、
ド
ー
ッ
と
い
ふ
波
の
音
、 

さ
ら

く
、
さ
ら

く
と
葉
ず
れ
の
音
が
し
て
、 

｢

あ
っ
、
兎
、
兎
。｣ 

一
歩
、
一
歩
、
力
強
く
大
地
を
ふ
み
し
め
て
ゆ
く
。 

〔
付
記
〕 

く
り
か
へ
し
符
号
の
適
用
は
、
右
の
ご
と
く
一
種
の
修
辞
的
用
字
法
、
す
な
は
ち
文
の
リ
ズ
ム
を
表
現 

す
る
も
の
で
あ
る
。

(1)

一

つ

点 

呼 

び 

名 

ゝ 

符

号 

一
、
一
つ
点
は
、
そ
の
上
の
か
な
一
字
の
全
字 

形
（
濁
点
を
ふ
く
む
）
を
代
表
す
る
。
ゆ
ゑ

に
、
熟
語
に
な
つ
て
に
ご
る
場
合
に
は
濁
点

を
う
つ
が
（
例
２
）、
濁
音
の
か
な
を
代
表
す

る
場
合
に
は
う
た
な
い
（
例
３
）。 

二
、「
こ
ゝ
ろ
」「
つ
ゝ
み
」
な
ど
を
熟
語
に
し 

て
に
ご
る
場
合
に
は
、
そ
の
「
ゝ
」
を
か
な

に
書
き
改
め
る
（
例
４
）。 

〔
備
考
〕「
ゝ
」
は
「

」
を
さ
ら
に
簡
略
に
し
た 

も
の
で
あ
る
。 

準 
 
 
 
 
 

則 

(1) 

ち
ゝ 

 

は
ゝ 

(2) 

た
ゞ 

 

ほ
ゞ 

(3) 

ぢ
ゝ 

 

ば
ゝ 

 

(4) 

づ
つ 

小
包

こ
づ
つ
み 

真
心

ま
ご
こ
ろ 

案
内
が
か
り 

気
が
か
り 

 

く
ま
ざ
さ 

用 
 
 
 
 
 

例 



(4)
二
の
字
点 

(3)
同ど

う

の
字
点 

(2)
く
の
字
点 

  

々 く 

一
、「

」
は
、
手
写
で
は
「
々
」
と
同
価
に
用 

ひ
ら
れ
る
が
（
例
１
）、
活
字
印
刷
で
は
「
々
」

の
方
が
用
ひ
ら
れ
る
（
例
２
）。 

二
、
活
字
印
刷
で
用
ひ
る
「
」は
「

」の
別
体
で 

あ
る
が
、
そ
の
働
き
は
、
上
の
一
字
を
重
ね 

て
訓く

ん

よ
み
に
す
べ
き
こ
と
を
示
す
も
の
で 

あ
る
（
例
３
４
）。 

  

三
、
「
唯た

ゞ

」は
「唯

」と
は
書
か
な
い
（例
５
）。 

四
、「

」「

」
は
「

」
が
な
く
て 

も
読
み
う
る
が
（
例
６
７
）、
普
通
に
は
「

」 

を
つ
け
る
（
例
８
）。 

五
、「

」
は
「
々
」
で
代
用
さ
れ
る
（
例
９
10
）。 

殊
に
「
多
々
益
々
」
で
は
か
な
ら
ず
「
々
」 

を
書
く
。 

 〔
備
考
〕「

」
は
「
二
」
の
草
書
体
か
ら
転
化
し 

た
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。 

そ
れ
を
小
さ
く
し
て
右
に
片
寄
せ
た
も
の
が
即

ち
「

」
で
あ
る
。 

〔
付
記
〕
例
３
４
５
６
７
８
９
の
類
の
語
は
、
な 

る
べ
く
か
な
で
書
く
方
が
よ
い
。 

一
、「
々
」
は
漢
字
一
字
を
代
表
す
る
（
例
１
２ 

３
４
５
）。 

〔
備
考
〕「
々
」
は
「
仝
」
の
字
か
ら
転
化
し
た
も 

の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。 

一
、「

く
」
は
、
二
字
以
上
の
か
な
、
ま
た
は 

か
な
交
り
語
句
を
代
表
す
る
（
例
１
２
３
４

５
）。 

 〔
備
考
〕「

く
」
は
「

」「

く
」
を
経 

て
「

く
」
と
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

(1) 

草

 

(2) 

草
々 

 

(3) 

稍

（
や
ゝ
） 

 
略

（
ほ
ゞ
） 

(4) 

（
い
よ

く
）
各

（
お
の

く
） 

 

旁

（
か
た

ぐ
）
交

（
こ
も

ぐ
） 

（
し
ば

く
）
抑

（
そ
も

く
） 

偶

（
た
ま

く
）
熟

（
つ
ら

く
） 

熟

（
つ
く

ぐ
）
益

（
ま
す

く
） 

(5) 

唯
（
た
ゞ
） 

(6) 

各
（
お
の

く
）
の
意
見 

(7) 

諸
（
も
ろ

く
）
の
国 

(8) 

各

（
お
の

く
）
意
見
を
持
ち
寄
つ
て 

(9) 

各
々
（
お
の

く
） 

益
々
（
ま
す

く
） 

( 10) 

多
々
益
々 

(1) 

世よ

々ゝ 

個こ

々ゝ 

日ひ

々ゞ 

(2) 
 

(3) 

正
々 

堂
々 

年
々 

歳
々 

(4) 

一
歩
々
々 

賛
成
々
々 

(5) 

双
葉
山
々
々
々 

(1) 

い
よ

く 

ま
す

く 

(2) 

し
み

ぐ 

そ
れ

ぐ 

(3) 

し
げ

く 

し
ば

く 

(4) 

ば
ら

く 

ご
ろ

く 

(5) 

一
つ

く 

思
ひ

く 

散
り

ぐ 

代
る

ぐ 

知
ら
ず

く 

く
り
返
し

く 

ひ
ら
り

く 

エ
ッ
サ
ッ
サ

く 



  

(5)

ノ

ノ

点 

〃 

一
、「
〃
」
は
簿
記
に
も
文
章
に
も
用
ひ
る 

（
例
１
２
）。 

〔
備
考
〕「
〃
」
は
外
国
語
で
用
ひ
ら
れ
る
「
”」 

か
ら
転
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
イ

タ
リ
ア
語
のDitto

即
ち
「
同
上
」
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
な
ほ
国
に
よ
つ
て
「 

“
」
の
形
を

用
ひ
る
。 

(1) 
 

          

(2) 

甲
案
を
可
と
す
る
も
の 

 

一
二
八 

乙
案 

〃 
 
 
 
 
 
 

三
一
九 

丙
案 

〃 
 
 
 
 
 
 

二
六
五 

月 日 円 備 考 

1 25 1000  

〃 〃 2500  

〃 〃 1235  

〃 26 1000  

2 1 1500  

〃 〃 1000  


