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︱
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言
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〇
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〇
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一

　

教
育
勅
語
の
廃
止
と
教
育
基
本
法
の
制
定
、
新
学
制
の
ス
タ
ー
ト
、
教
科
書
検
定
制

度
の
開
始
、
学
習
指
導
要
領
の
刷
新
。
敗
戦
に
伴
う
一
連
の
教
育
改
革
は
、
国
語
教

育
・
及
び
そ
の
実
践
と
し
て
の
教
育
法
だ
け
で
な
く
、
国
家
語
と
し
て
の
「
国
語
」、

そ
し
て
戦
後
の
文
学
的
言
説
と
も
連
動
し
て
い
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
国
家
主
義
か
ら
民
主
主
義
的
〝
文
化
国
家
〟
へ
の
旋
回
は
、「
聞

く
こ
と
、
話
す
こ
と
、
読
む
こ
と
、
つ
づ
る
こ
と
」
と
い
っ
た
、
経
験
主
義
的
な
言
語

活
動
に
重
点
を
置
く
「
単
元
学
習
」
の
導
入
を
促
す
。
現
代
か
な
づ
か
い
や
当
用
漢
字

の
制
定
を
め
ぐ
る
「
国
語
問
題
」
が
こ
れ
ら
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も

な
い１

。
他
方
、〝
第
二
芸
術
論
争
〟
を
惹
起
し
た
桑
原
武
夫
「
第
二
芸
術
―
―
現
代
俳

句
に
つ
い
て
」（「
世
界
」
昭
21
・
11
）
も
ま
た
、「
国
民
学
校
、
中
等
学
校
の
教
育
か
ら

は
、
江
戸
音
曲
と
同
じ
や
う
に
、
俳
諧
的
な
も
の
を
し
め
出
し
て
も
ら
ひ
た
い
」「
新

し
く
で
き
た
教
育
調
査
委
員
に
俳
句
の
わ
か
ら
ぬ
人

0

0

0

0

0

0

0

0

が
何
人
を
ら
れ
る
の
か
」（
傍
点

は
原
文
）
と
い
う
結
語
が
示
す
よ
う
に
、
戦
後
の
国
語
教
育
を
射
程
に
お
さ
め
て
い
る２

。

さ
ら
に
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
領
域
で
も
、
例
え
ば
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
編
「
国
語

と
国
文
学
」
が
、
昭
和
二
十
三
年
（「
国
文
学
と
国
語
教
育
」）
と
二
十
六
年
（「
戦
後

の
国
語
教
育
の
反
省
と
批
判
」）
に
、
二
度
に
わ
た
り
国
語
教
育
の
特
集
号
を
掲
載
し

て
い
る３

。
私
の
考
え
で
は
、
大
き
く
「
国
語
」
を
取
り
巻
く
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
言
語

藤
　
田
　
　
　
佑

「
国
語
」
を
め
ぐ
る
戦
後
的
言
説
―
―
文
学
・
言
語
・
国
語
科
教
育
法

と
文
学
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
、
戦
後
的
な
問
い
に
帰
一
す
る
。

　

象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
、
時
枝
誠
記
と
西
尾
実
の
間
で
応
酬
さ
れ
た
、
所
謂
〝
言

語
教
育
か
文
学
教
育
か
論
争
〟（
時
枝
・
西
尾
論
争
）
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
引
き
金

と
な
っ
た
の
は
、
第
二
回
全
日
本
国
語
教
育
協
議
会
（
昭
24
・
９
・
23
）
で
の
「
私
は

文
学
教
育
と
は
言
語
教
育
と
区
別
し
な
い
で
考
え
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
言
語
を
正
し

く
理
解
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
自
ら
文
学
教
育
が
成
就
さ
れ
て
行
く
と
考
え
ま
す４
」
と
い

う
時
枝
の
発
言
。
こ
れ
に
西
尾
が
「
国
語
教
育
の
現
段
階
で
は
、
新
た
に
言
語
教
育
を

と
り
あ
げ
て
き
た
の
で
、
こ
の
言
語
教
育
の
徹
底
の
た
め
に
も
、
文
学
教
育
を
言
語
教

育
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す５
」
と
応
答
し
、
以

後
〝
言
語
教
育
か
文
学
教
育
か
〟
は
、
戦
後
の
国
語
教
育
・
及
び
教
育
法
を
風
靡
す
る

テ
ー
マ
と
な
る６

。

　

当
該
論
争
は
一
見
す
る
と
、
言
語
教
育
に
立
つ
時
枝
と
、
文
学
教
育
の
自
律
性
を
唱

え
る
西
尾
の
対
立
と
い
う
図
式
に
見
え
る
。
と
り
わ
け
こ
の
時
期
の
時
枝
は
、「
学
習

指
導
要
領
国
語
科
篇
（
試
案
）」（
昭
22
・
12
）
の
発
表
に
合
わ
せ
て
、
独
自
の
指
導
要

領
（「
国
語
科
学
習
指
導
要
領
試
案７
」）、
所
謂
「
時
枝
試
案
」
を
作
成
し
て
い
た
こ
と

で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
時
枝
試
案
が
打
ち
出
し
た
「
国
語
教
育
と
い
ふ
事
実
は
、
生
徒

の
国
語
実
践
を
完
成
さ
す
こ
と
が
そ
の
任
務
で
あ
る
」
と
い
う
「
実
践
的
訓
練
主
義
」

（
浜
本
純
逸８
）
は
、
戦
後
的
な
国
語
教
育
観
の
先
駆
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に

だ
さ
れ
る
。

　

し
か
し
両
者
は
、
一
体
い
か
な
る
も
の
を
〝
文
学
〟
と
し
て
想
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
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化
の
偉
大
さ
と
惨
め
さ
」
が
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

無
論
こ
こ
に
、
日
本
浪
曼
派
の
超
国
家
主
義
と
馴
致
し
た
、
戦
時
中
の
古
典
教
育
へ

の
警
戒
と
反
動
を
見
る
こ
と
は
容
易
い13
。
が
、
文
化
再
建
が
標
榜
さ
れ
た
こ
の
時
期
に
、

殊
更
に
〝
文
学
〟
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
全
く
〝
文
化
〟
に

触
れ
な
い
と
い
う
構
図
は
、
極
め
て
戦
後
文
学
的
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の

は
、
竹
内
好
「
近
代
主
義
と
民
族
の
問
題
」（「
文
学
」
昭
26
・
９
）
の
周
知
の
一
節
だ

ろ
う
。近

代
主
義
は
、
戦
後
の
空
白
状
態
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
文
化
的
役
割
り
は
果
し

た
と
い
え
る
。
強
権
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
解
放
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、

そ
の
発
言
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
空
白
の
部
分
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は

必
要
で
あ
っ
た
。
文
学
の
創
造
の
場
で
の
い
く
つ
か
の
実
験
も
、
解
放
の
喜
び
の

表
現
と
し
て
み
れ
ば
、
う
な
ず
く
こ
と
が
で
き
る
。
血
ぬ
ら
れ
た
民
族
主
義
の
悪

夢
を
忘
れ
る
た
め
に
は
、
民
族
の
存
在
を
捨
象
し
た
形
で
も
の
を
考
え
て
み
る
こ

と
も
、
い
ち
が
い
に
悪
い
こ
と
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
空
白
が

埋
め
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
延
長
上
に
文
化
の
創
造
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、

少
く
と
も
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
か
な
り
疑
問
で
あ
る
。

（「
近
代
主
義
と
民
族
の
問
題
」）

　

竹
内
は
、
戦
後
文
学
が
「
血
ぬ
ら
れ
た
民
族
主
義
」
を
捨
象
し
、「
解
放
の
喜
び
」

の
表
現
の
た
め
形
式
主
義
に
移
行
し
た
と
の
史
的
見
取
図
か
ら
、「
近
代
主
義
」
費
消

後
の
文
化
的
空
白
に
危
惧
を
寄
せ
る
。
竹
内
が
「
実
験
」
と
「
解
放
の
喜
び
の
表
現
」

と
い
う
ラ
イ
ン
で
結
ん
だ
戦
後
文
学
の
特
質
、
そ
し
て
そ
れ
が
被
る
文
化
的
空
白
と
い

う
急
所
は
、
文
学
を
「
言
語
」、
あ
る
い
は
「
個
人
的
、
主
観
的
な
真
実
」
へ
と
位
置

付
け
た
時
枝
・
西
尾
の
言
説
に
も
分
有
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
佐
藤
泉
は
、
戦
後
国
語

教
科
書
の
文
学
主
義
的
傾
向
に
言
及
し
な
が
ら
、「
当
時
の
「
文
学
」
は
主
体
形
成
の

水
路
で
あ
り
、
つ
ま
り
文
学
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
文
学
で
は
な
い
。
逆
説
的
な
こ

と
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
こ
の
時
期
の
教
科
書
は
徹
底
的
な
文
学
教
育
を
行
う
こ
と

が
で
き
た14
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
同
時
期
の
「
国
語
」
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
戦
後
の
文

学
を
取
り
巻
く
文
学
的
言
説
と
し
て
読
み
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
、
戦
後
国
語
科
教
育
法
に
端
を
発
す
る
〝
言
語
か
文
学
か
〟
と
い
う
問
題
を
、

う
か
。
時
枝
は
先
の
協
議
会
で
、「
文
学
は
言
語
と
は
別
の
も
の
の
ご
と
く
に
考
え
ら

れ
て
お
り
ま
す
が
私
は
ど
う
も
そ
れ
が
適
切
で
な
い
と
思
う
。
文
学
は
言
語
で
あ
る
、

言
語
の
あ
る
も
の
が
文
学
と
い
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い９
」
と
も
述
べ
て
い
た
。〝
文

芸
を
以
て
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
〟
は
、
一
般
に
は
時
枝
の
「
言
語
過

程
説
」
の
反
映
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
他
方
、「
鑑
賞
に
お
い
て
は
、
作

品
の
普
遍
的
、
客
観
的
な
意
味
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
作
品
が
、
あ
る
時
あ
る
人
に

何
を
さ
ゝ
や
い
た
か
と
い
う
。
個
人
的
、
主
観
的
な
真
実
が
問
題
な
の
で
あ
る10
」
と
い

う
西
尾
の
発
言
か
ら
は
、〝
主
体
性
〟
や
〝
近
代
的
自
我
〟
と
も
呼
応
す
る
、
戦
後
的

な
自
我
信
仰
が
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
前
提
と
し
て
、
文
学
教
育
の
自
律
を
提
言
し

た
西
尾
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
時
枝
も
文
学
を
教
育
の
場
で
読
む
こ
と
、
そ
の
こ
と
自

体
を
否
定
し
て
は
な
い
。

　

た
だ
し
両
者
の
議
論
は
、
作
品
の
意
味
内
容
ば
か
り
で
な
く
、
個
別
の
作
品
や
作
者
、

歴
史
や
思
想
、
古
典
と
近
代
、
芸
術
性
や
美
学
…
…
と
い
っ
た
点
に
も
ほ
と
ん
ど
言
及

せ
ず
、
あ
た
か
も
抽
象
概
念
と
し
て
〝
文
学
〟
な
る
用
語
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
奇
妙

な
の
は
、
議
論
が
〝
文
化
〟
と
い
う
水
準
へ
と
接
触
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
戦

後
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
文
化
国
家
の
再
建
を
掲
げ
て
始
ま
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
両

者
は
と
も
に
、「
言
語
」
あ
る
い
は
「
個
人
的
、
主
観
的
な
真
実
」
に
文
学
の
主
眼
を

置
く
こ
と
で
、
文
学
が
〝
文
化
〟
へ
と
接
近
す
る
こ
と
を
慎
重
に
回
避
し
て
い
る
。

　

当
該
時
期
か
ら
は
後
の
こ
と
だ
が
、
昭
和
四
十
年
前
後
、
そ
の
後
も
〝
言
語
か
文
学

か
〟
に
取
り
組
み
続
け
る
西
尾
の
「
言
語
と
文
学
に
つ
い
て
の
論
」（「
文
学
」
昭
38
・

10
）
に
論
戦
を
仕
掛
け
る
か
た
ち
で
、
加
藤
周
一
は
時
枝
・
西
尾
論
争
に
参
戦
し
て
い

る11
。
そ
の
加
藤
が
『
美
し
い
日
本
』（
角
川
書
店
、
昭
26
・
２
）
に
寄
せ
た
「
あ
と
が

き
」
に
は
、「
戦
時
中
に
偏
つ
て
不
当
に
高
く
評
価
さ
れ
た
日
本
の
芸
術
と
文
学
と
は
、

戦
後
に
は
、
偏
つ
て
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
る
か
、
む
し
ろ
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ

る
。
し
か
し
、
日
本
の
文
化
の
偉
大
さ
と
惨
め
さ
と
は
、
同
時
に
二
つ
な
が
ら
認
め
ら

れ
な
い
か
ぎ
り
、
一
方
が
正
し
く
認
め
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
も
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と

あ
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
戦
後
と
は
声
高
に
〝
文
化
〟
が
叫
ば
れ
、
民
間
教
科
書
会

社
の
参
入
（
昭
24
）
に
伴
い
、
学
校
で
も
多
く
の
文
学
教
材
が
取
り
扱
わ
れ
た
時
期
で

あ
る12
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
加
藤
の
感
触
で
は
、
芸
術
と
文
学
を
抱
合
す
る
「
日
本
の
文
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か
に　

あ
り
ま
せ
ん
か
。	

（「
手
と
足
」）

　

中
村
が
噛
み
つ
い
た
の
は
、「
な
か
の
い
い
」
な
る
表
現
で
あ
る
。「
こ
の
文
章
を
書

い
た
人
は
「
か
ん
け
い
が
あ
る
」
や
「
は
た
ら
き
を
あ
ら
は
す
」
で
は
子
供
に
は
む
づ

か
し
す
ぎ
る
か
ら
、「
子
供
の
世
界
」
で
し
た
し
ま
れ
て
ゐ
る
「
な
か
の
い
い
」
と
い

ふ
言
葉
で
代
用
し
た
の
だ
と
い
ふ
で
せ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
代
用
で
は
な
く
、
誤
用

で
す
」。
中
村
に
よ
れ
ば
、
誤
用
を
顧
み
ず
、
大
人
が
「
子
供
の
世
界
」
や
「
童
心
」

に
お
も
ね
り
そ
れ
を
仮
構
す
る
営
為
は
「
文
学
的
悪
趣
味
」
に
他
な
ら
な
い
。
中
村
は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
か
う
い
ふ
「
子
供
の
世
界
」
な
ど
た
だ
彼
等
の
文
学
的
悪
趣

味
の
産
物
で
、
実
際
に
あ
り
は
し
な
い
」。

　

た
だ
し
中
村
は
、
単
に
当
該
教
材
そ
れ
自
体
の
「
文
学
的
悪
趣
味
」
を
嘲
笑
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
教
科
書
に
お
け
る
文
学
的
傾
向
そ
の
も
の
を
否
定
す

る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
眼
目
は
あ
る
。「
教
科
書
」
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が

あ
る
。む

ろ
ん
僕
等
の
子
供
の
時
分
に
使
は
れ
た
教
科
書
も
大
し
た
も
の
で
は
な
か
つ
た

で
せ
う
が
、
今
の
は
そ
も
そ
も
「
国
語
」
の
教
科
書
と
し
て
体
を
な
し
て
ゐ
な
い

と
思
は
れ
ま
し
た
。
へ
ん
に
文
学
く
さ
く
て
、
そ
の
く
せ
文
学
と
し
て
見
れ
ば
実

に
趣
味
が
悪
く
て
低
劣
な
の
で
す
。	

（「
教
科
書
」）

　

わ
ざ
わ
ざ
「
国
語
」
と
鍵
括
弧
で
強
調
す
る
の
は
、
国
家
語
と
し
て
の
国
語
と
、
そ

れ
と
同
語
の
教
科
と
し
て
の
国
語
を
、
あ
え
て
一
元
的
に
捉
え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
中
村
は
、「
国
語
」
か
ら
文
学
を
捨
象
す
る
。
中
村
に
よ
れ
ば
、「
正
し
い

国
語
を
会
得
す
る
書
物
が
、
僕
等
の
言
語
感
覚
の
基
礎
を
つ
く
り
あ
げ
る
大
切
な
役
割

を
に
な
つ
て
ゐ
る
」。
が
、「
ま
る
で
へ
つ
ぽ
こ
の
童
話
作
家
の
や
う
」
な
教
科
書
の
文

学
的
悪
趣
味
は
、
そ
れ
自
体
が
「
病
ん
だ
文
化
」
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
こ
で
中
村
が
、

「
国
語
」
を
通
じ
て
〝
文
化
〟
と
い
う
概
念
を
呼
び
出
し
て
い
る
点
に
注
意
し
よ
う
。

僕
は
こ
の
さ
さ
や
か
な
誤
用
も
、
考
へ
つ
め
て
ゆ
け
ば
、
か
う
い
ふ
深
い
文
化
の

病
根
に
ふ
れ
る
と
思
ひ
ま
す
。
大
人
の
世
界
が
か
う
い
ふ
風
に
病
み
傷
つ
い
て
ゐ

る
と
き
、
子
供
の
教
育
だ
け
が
立
派
に
行
は
れ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
現
代
の
奇
跡
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
／
し
か
し
病
気
の
恢
復
す
る
第
一
条
件
は
、
ま
づ
病
人
が
快
癒

を
ね
が
ふ
こ
と
で
あ
る
や
う
に
、
僕
等
は
自
分
等
が
病
ん
だ
文
化
の
な
か
に
生
き

「
国
語
」
を
め
ぐ
る
戦
後
的
文
脈
か
ら
考
え
て
い
く
。
追
跡
す
る
の
は
、
中
村
光
夫
・

志
賀
直
哉
・
加
藤
周
一
の
発
言
で
あ
る
。

　
　
　
二

　

後
に
明
治
書
院
国
語
教
科
書
の
編
集
に
も
あ
た
る
中
村
光
夫
は
、
副
題
か
ら
し
て
象

徴
的
な
『
近
代
日
本
文
学
史
―
―
文
学
教
育
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
明
治
書
院
、
昭

41
・
５15
）
の
編
纂
に
加
わ
り
、
本
名
の
木
庭
一
郎
名
義
で
第
十
～
十
四
期
（
昭
45
・
７

～
56
・
５
）
の
国
語
審
議
会
委
員
を
務
め
る
な
ど
、
広
く
「
国
語
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し

た
批
評
家
だ
っ
た
。
試
み
に
、
彼
が
携
わ
っ
た
敗
戦
後
数
年
の
「
展
望
」
を
繙
い
て
み

る
と
、
中
村
「
展
望
」（
昭
24
・
２
、
全
集
収
録
題
「
教
科
書
」、
以
下
「
教
科
書
」）、

中
野
重
治
「
作
家
と
教
科
書
」（
昭
24
・
６
）、
加
藤
周
一
「
日
本
語
の
運
命
」
の
初
出

で
も
あ
る
特
集
「
日
本
語
の
問
題
」（
昭
24
・
12
）16

等
、
関
連
す
る
記
事
を
多
く
確
認

で
き
る
。
総
合
雑
誌
と
し
て
の
「
展
望
」
が
最
も
「
国
語
」
に
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、

新
制
大
学
が
発
足
し
教
育
改
革
が
最
終
局
面
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
、
昭
和
二
十
四
年
の

こ
と
の
よ
う
だ
。

　

こ
こ
で
は
、
同
誌
「
展
望
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
中
村
の
「
教
科
書
」
に
注
目
し
て
み

よ
う
。「
子
供
が
小
学
校
に
は
ひ
つ
た
の
で
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
国
語
の
教
科
書
の
巻
一

を
見
て
、
そ
れ
が
自
分
の
習
つ
た
の
と
、
あ
ま
り
変
つ
た
の
に
驚
き
ま
し
た
」
と
い
う

中
村
。
ち
な
み
に
、
中
村
の
生
ま
れ
は
明
治
四
十
四
年
。
久
し
ぶ
り
に
国
語
の
教
科
書

を
手
に
と
っ
た
中
村
が
、「
こ
れ
が
一
体
日
本
語
か
ど
う
か
考
へ
て
い
た
だ
き
た
い
」

と
皮
肉
交
じ
り
に
掲
出
し
た
の
が
、
次
の
文
章
（「
手
と
足17
」）
で
あ
る
。
中
村
が
手
に

し
た
「
国
語
の
教
科
書
の
巻
一
」
が
、
時
期
及
び
教
材
か
ら
「
み
ん
な
い
い
こ
」
読
本

の
通
称
で
知
ら
れ
る
文
部
省
著
作
教
科
書
『
こ
く
ご	

一
』
で
あ
る
こ
と
も
付
言
し
て

お
こ
う
。
な
お
引
用
は
、
同
『
こ
く
ご	

一
』
に
よ
る
。

手
と　

な
か
の　

い
い　

こ
と
ば
。
／
も
つ
、
に
ぎ
る
、
な
げ
る
。
ま
だ　

あ
り

ま
す
。
／
足
と　

な
か
の　

い
い　

こ
と
ば
。
／
た
つ
、
あ
る
く
、
は
し
る
。
ほ
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い
こ
と
、
自
ら
そ
れ
を
信
奉
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
殊
更
に
強
調
し
て
い

る
。「
フ
ラ
ン
ス
は
文
化
の
進
ん
だ
国
」
と
述
べ
た
あ
と
、
小
説
や
詩
を
引
き
合
い
に

出
し
て
日
仏
を
比
較
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
「
日
本
人
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
」

「
和
歌
俳
句
等
の
境
地
と
共
通
す
る
」
云
々
と
、
両
者
に
優
劣
を
設
定
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。「
世
界
中
で
一
番
い
い
言
語
、
一
番
美
し
い
言
語
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
フ

ラ
ン
ス
語
の
国
語
化
を
、
あ
え
て
投
げ
や
り
を
装
い
つ
つ
説
く
の
は
、〝
文
化
再
建
の

た
め
の
国
語
改
良
〟
と
い
う
理
路
を
逆
用
し
、〝
文
化
が
進
展
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
国
語
が
不
完
全
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
〟
な
る
結
論
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
演
繹

す
る
た
め
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
中
村
・
志
賀
の
発
言
か
ら
は
―
―
一
見
そ
れ
に
同
調
し
て
い
る
か
に
見

え
る
志
賀
か
ら
も
―
―
文
化
再
建
の
た
め
の
国
語
改
良
と
い
う
素
朴
な
近
代
主
義
へ
の

シ
ニ
シ
ズ
ム
を
抽
出
で
き
る
。
が
、
あ
え
て
な
い
も
の
ね
だ
り
を
す
れ
ば
、
両
者
を
し

て
も
、
一
体
い
か
な
る
も
の
が
戦
後
の
〝
文
化
〟
と
な
る
の
か
、
国
語
改
良
の
末
に
言

葉
と
文
学
が
い
か
な
る
経
路
を
た
ど
る
の
か
、
具
体
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
明
示
さ
れ
て

い
な
い
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論
へ
の
傾
斜
を
警
戒
し
て
、
日
本
語
・
日
本

文
学
・
日
本
文
化
の
内
実
が
空
白
の
ま
ま
処
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
時
枝
・
西
尾
と

同
じ
で
あ
る
。
国
語
政
策
を
シ
ニ
カ
ル
に
取
り
上
げ
つ
つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
国
語
化
論

の
そ
れ
の
よ
う
な
突
拍
子
も
な
い
議
論
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
点
に
、
戦
後
的
な

ジ
レ
ン
マ
が
存
し
て
い
る
の
だ
。

　
　
　
三

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
よ
り
突
っ
込
ん
だ
議
論
を
展
開
し
た
の
は
、
加
藤
周
一
だ
ろ
う
。

渡
仏
（
昭
26
）
直
前
に
加
藤
が
上
梓
し
た
前
掲
『
美
し
い
日
本
』（
昭
26
）
は
、「「
現
代

詩
」
第
二
芸
術
論
」（「
文
芸
」
昭
24
・
９
）
と
「
日
本
語
の
運
命
」（
昭
24
、
前
掲
）
の

二
本
の
日
本
語
論
を
収
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
加
藤
は
「
主
と
し
て
言
葉
の
惨

め
さ
に
触
れ
て
ゐ
る19
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
「「
現
代
詩
」
第
二
芸
術
論
」

て
ゐ
る
こ
と
に
は
つ
き
り
気
付
い
た
以
上
、
か
う
し
た
病
気
を
子
供
た
ち
に
う
つ

さ
ぬ
た
め
に
で
き
る
だ
け
の
努
力
を
払
ふ
べ
き
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

（「
教
科
書
」）

　

文
化
再
建
を
標
榜
し
た
戦
後
の
国
語
改
革
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
〝
平
易
さ
〟
へ
の

移
行
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
。
し
か
し
中
村
は
そ
う
し
た
発
想
自
体
に
「
深
い
文
化
の

病
根
」
を
見
出
し
、〝
正
確
さ
〟
を
「
国
語
」
の
条
件
と
し
て
策
定
す
る
。
平
易
な

「
国
語
」
が
文
化
の
再
建
に
寄
与
す
る
と
い
う
議
論
を
、
正
確
に
「
国
語
」
を
運
用
し

教
授
す
る
精
神
が
、
文
化
の
恢
復
に
繋
が
る
と
い
う
議
論
へ
と
置
き
換
え
る
の
だ
。

　
「
国
語
」
と
文
化
の
相
関
と
い
う
点
で
は
、
志
賀
直
哉
「
国
語
問
題
」（「
改
造
」
昭

21
・
４18
）
が
、
や
は
り
見
逃
せ
な
い
。「
吾
々
は
子
供
か
ら
今
の
国
語
に
慣
ら
さ
れ
、

そ
れ
程
に
感
じ
て
は
ゐ
な
い
が
、
日
本
の
国
語
程
、
不
完
全
で
不
便
な
も
の
は
な
い
と

思
ふ
。
そ
の
結
果
、
如
何
に
文
化
の
進
展
が
阻
害
さ
れ
て
ゐ
た
か
を
考
へ
る
と
、
こ
れ

は
是
非
と
も
此
機
会
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
大
き
な
問
題
で
あ
る
」「
そ
こ
で
私

は
此
際
、
日
本
は
思
ひ
切
つ
て
世
界
中
で
一
番
い
い
言
語
、
一
番
美
し
い
言
語
を
と
つ

て
、
そ
の
儘
、
国
語
に
採
用
し
て
は
ど
う
か
と
考
へ
て
ゐ
る
」。〝
小
説
の
神
様
〟
が
だ

し
ぬ
け
に
提
唱
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
採
用
論
は
、
世
間
の
動
揺
と
嘲
笑
・
冷
笑
を
誘
う
が
、

志
賀
の
言
は
〝
国
語
が
不
完
全
だ
か
ら
、
文
化
の
進
展
が
阻
害
さ
れ
た
〟
と
文
字
通
り

に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
〝
文
化
が
進

展
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
国
語
が
不
完
全
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
〟
と
い
う
逆

説
と
し
て
、
そ
れ
も
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
読
め
る
。

外
国
語
に
不
案
内
な
私
は
フ
ラ
ン
ス
語
採
用
を
自
信
を
以
つ
て
い
ふ
程
、
具
体
的

に
分
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
想
つ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
は

文
化
の
進
ん
だ
国
で
あ
り
、
小
説
を
読
ん
で
見
て
も
何
か
日
本
人
と
通
ず
る
も
の

が
あ
る
と
思
は
れ
る
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
に
は
和
歌
俳
句
等
の
境
地
と
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
し
、
文
人
達
に
よ
つ
て
或
る
時
、
整
理
さ
れ
た
言

葉
だ
と
も
い
ふ
し
、
さ
う
い
ふ
意
味
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
が
一
番
よ
さ
さ
う
な
気
が

す
る
の
で
あ
る
。	

（「
国
語
問
題
」）

　
「
思
は
れ
る
」「
云
は
れ
て
ゐ
る
」「
気
が
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
な
ん
と
も
投
げ
や

り
な
文
末
を
畳
み
か
け
る
こ
と
で
、
志
賀
は
フ
ラ
ン
ス
語
採
用
に
積
極
的
な
論
拠
が
な



「国語」をめぐる戦後的言説――文学・言語・国語科教育法（藤田）

（　　）31

ィ
で
あ
る23
。

　

さ
て
加
藤
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
「
黒
い
馬
の
影
」
と
い
う
表
現
は
、「「
黒
い
」
が
馬

に
か
ゝ
る
の
か
、
影
に
か
ゝ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
」。
か
よ
う
な
「
日
本
語
の
あ
い
ま

い
さ
」
は
、
日
本
語
と
日
本
文
学
の
「
美
し
さ
」
の
別
名
だ
が
、
こ
れ
ら
を
犠
牲
に
し

て
で
も
追
求
す
べ
き
が
、
言
葉
の
正
確
さ

0

0

0

で
あ
る
。

正
確
な
言
葉
と
正
確
な
思
想
と
は
伴
ひ
、
あ
い
ま
い
な
言
葉
と
あ
い
ま
い
な
思
想

と
は
伴
ふ
。
国
語
は
、
国
民
の
誰
に
も
読
み
書
き
の
容
易
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
が
、
同
時
に
、
論
理
的
に
正
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
語
の
あ

い
ま
い
さ
は
、
既
に
充
分
に
利
用
さ
れ
た
。
論
理
的
に
は
支
離
滅
裂
な
文
句
が
、

言
葉
の
暗
示
的
な
魅
力
に
よ
つ
て
、
多
く
の
国
民
の
心
を
捉
へ
た
。
定
義
さ
れ
な

い
が
、
一
種
の
雰
囲
気
を
も
つ
た
言
葉
が
、
意
味
あ
り
げ
に
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
、

論
理
的
内
容
が
空
虚
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
思
想
の
代
り
に
、
思
想
よ
り
も
有
力

な
も
の
と
し
て
、
通
用
し
た
。	

（「
日
本
語
の
運
命
」）

　

教
科
書
の
「
誤
用
」
を
糾
弾
し
た
中
村
同
様
、
平
易
さ
で
は
な
く
正
確
さ
に
「
国

語
」
の
主
眼
を
置
い
て
い
る
点
を
、
ま
ず
は
確
認
し
て
お
こ
う
。
日
本
語
の
も
つ
曖
昧

さ
は
「
暗
示
的
な
魅
力
」
と
「
一
種
の
雰
囲
気
」
を
帯
び
、
論
理
的
内
容
の
空
虚
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
国
民
の
心
を
駆
動
し
た24
。
戦
時
体
制
へ
の
反
動
か
ら
、
国
語
教
育
が
経

験
主
義
的
な
言
語
活
動
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
さ
な
か
、
加
藤
は
そ
も
そ
も
曖
昧
で
非
論

理
的
な
言
語
と
し
て
、
日
本
語
自
体
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
だ
。
興
味
深
い
の
は
、
教

科
書
の
「
文
学
的
悪
趣
味
」
を
罵
倒
し
「
国
語
」
か
ら
文
学
を
捨
象
し
た
中
村
と
や
は

り
同
様
に
、
加
藤
も
ま
た
言
語
の
正
確
さ
の
追
求
を
―
―
見
た
目
上
は
―
―
文
学
よ
り

優
位
に
置
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

日
本
国
民
が
新
聞
を
よ
み
、
で
き
れ
ば
よ
ん
だ
上
で
批
判
す
る
能
力
を
も
ち
、
批

判
し
た
上
で
総
選
挙
に
の
ぞ
む
こ
と
が
で
き
る
や
う
に
な
る
、
そ
の
こ
と
は
、
日

本
文
学
が
失
ふ
か
も
し
れ
な
い
あ
ら
ゆ
る
美
し
さ
よ
り
も
、
金
と
暇
と
の
あ
る
人

間
が
独
占
し
て
来
た
漢
語
の
文
化
の
一
切
よ
り
も
、
は
る
か
に
重
大
で
あ
る
。

	

（「
日
本
語
の
運
命
」）

可
能
性
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
種
の
日
本
語
の
美
し
さ
の
犠
牲
を
避
け
ら

れ
な
い
だ
ら
う
が
、「
源
氏
物
語
」
の
文
体
で
も
の
を
論
理
的
に
考
へ
る
こ
と
が

を
見
て
み
よ
う
。

　

同
論
文
は
「
今
の
日
本
語
で
つ
ま
ら
な
く
な
い
詩
を
書
く
こ
と
が
む
づ
か
し
す
ぎ

る
」
と
い
う
挑
発
的
な
主
張
で
現
代
詩
人
、
と
り
わ
け
安
西
冬
衛
を
槍
玉
に
挙
げ
、
喧

し
い
反
響
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
る20
。
加
藤
に
よ
れ
ば
、「
詩
が
美
し
く
あ
る
た
め
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
基
本
的
な
条
件
は
、
言
葉
の
美
し
さ
で
あ
り
、
言
葉
の
美
し
さ
は
、

何
よ
り
も
そ
の
言
葉
の
意
味
と
響
き
と
の
間
に
成
り
た
つ
微
妙
な
調
和
」
か
ら
な
る
。

た
だ
し
、
現
在
の
所
謂
標
準
語
は
言
葉
の
音
楽
的
効
果
を
持
た
ず
、
翻
訳
語
と
し
て
の

漢
語
に
も
、
歴
史
や
味
わ
い
が
な
い
。
つ
ま
り
言
葉
が
雑
駁
に
な
っ
た
と
い
う
。

現
代
の
言
葉
は
雑
ぱ
く
で
あ
る
が
、
現
代
の
言
葉
を
用
ひ
な
け
れ
ば
、
現
代
を
う

た
へ
な
い
。
そ
こ
で
必
然
的
に
、
現
代
を
う
た
は
ず
に
雑
ぱ
く
を
免
れ
よ
う
と
す

る
か
、
現
代
を
う
た
っ
て
雑
ぱ
く
と
な
る
か
、
道
は
二
つ
に
一
つ
と
い
ふ
こ
と
に

な
る
。	

（「「
現
代
詩
」
第
二
芸
術
論
」）

　

注
意
す
べ
き
は
、
言
葉
の
美
し
さ
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
陳
腐
な
詩
の
美
学
を
、

そ
れ
で
も
加
藤
が
ふ
り
か
ざ
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
加
藤
も
自
己
言

及
的
に
、「
こ
の
つ
ま
ら
な
さ
は
、
大
ざ
っ
ぱ
な
云
ひ
方
だ
が
詩
人
の
人
間
の
問
題
で

は
な
く
、
詩
の
美
学
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
何
が
美
し
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

戦
争
以
来
さ
う
い
ふ
こ
と
を
人
が
論
じ
な
く
な
っ
て
久
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
加
藤
が
こ
の
期
に
及
ん
で
常
套
的
な
美
学
を
語
る
の
は
、
言
葉
の
雑
駁
＝
美
し
さ
の

喪
失
を
、「
戦
争
以
来
」
の
現
象
と
し
て
見
据
え
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
本
文
中
で
は

明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
加
藤
が
仮
想
敵
と
し
て
い
る
の
は
、「
国
語
」
を
め
ぐ

る
戦
後
の
問
題
に
他
な
い
。

　
「「
現
代
詩
」
第
二
芸
術
論
」
の
続
篇
に
も
あ
た
る
「
日
本
語
の
運
命
」
は
、
よ
り

具
体
的
に
「
国
語
」
へ
と
切
り
込
ん
で
い
る
。
加
藤
は
志
賀
が
「
国
語
問
題
」
で
指
摘

し
た
日
本
語
の
「
不
完
全
」「
不
便
」
を
実
例
に
即
し
て
挙
げ
つ
つ
、
表
音
文
字

（
ロ
ー
マ
字
）
の
国
語
化
を
提
唱
し
て
い
る21
。
ち
な
み
に
敗
戦
直
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本

語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
を
計
画
し
、「
読
売
報
知
」
が
社
説
に
「
文
化
国
家
の
建
設
も
民

主
政
治
の
確
立
も
漢
字
の
廃
止
と
簡
単
な
音
標
文
字
（
ロ
ー
マ
字
）
の
採
用
に
基
く
国

民
知
的
水
準
の
昂
揚
に
よ
つ
て
促
進
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ22
」
と
掲
げ
た
こ
と
は
有
名
で
あ

る
。
私
の
考
え
で
は
、「
日
本
語
の
運
命
」
の
加
藤
の
主
張
は
、
こ
の
社
説
の
パ
ロ
デ
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語
の
文
化
〟
な
る
用
語
を
頻
発
し
た
帰
朝
（
昭
30
）
後
の
〝
雑
種
文
化
論
〟
に
お
い
て

も
、
基
本
的
に
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

原
理
に
関
し
て
は
、
英
語
の
文
化
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
文
化
も
、
純
粋
種
で
あ
り
、

英
語
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
何
も
の
か
ら
も
影
響
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み

え
る
。（
中
略
）
従
っ
て
日
本
人
も
ま
た
彼
ら
の
よ
う
に
文
化
問
題
に
つ
い
て
国

民
主
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
結
論
が
出
や
す
い
。
事
実
そ
う
い
う
結
論

は
昔
か
ら
何
度
も
出
た
し
、
現
に
私
も
西
洋
見
物
の
間
そ
う
い
う
結
論
に
傾
い
て

い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
―
―
と
い
う
こ
と
が
私
の
場
合
に
は
、

誇
張
し
て
い
え
ば
、
日
本
へ
か
え
る
船
の
甲
板
か
ら
日
本
の
岸
を
は
じ
め
て
み
た

そ
の
瞬
間
に
は
っ
き
り
し
た
の
で
あ
る
。	

（「
日
本
文
化
の
雑
種
性
」）

　

た
だ
し
「
日
本
文
化
の
雑
種
性
」
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
規
定
の
埒
外
に
日
本
を

置
い
て
い
る
点
が
重
要
だ
ろ
う
。「
日
本
文
化
の
雑
種
性
」
全
篇
を
通
し
て
、
日
本
の

文
化
を
〝
日
本
語
の
文
化
〟
と
言
い
表
す
箇
所
は
な
い
。「
日
本
文
化
の
雑
種
性
」
が
、

近
代
主
義
と
国
民
主
義
の
不
毛
な
相
克
を
指
摘
し
、
日
本
文
化
の
雑
種
性
に
こ
そ
積
極

的
意
味
を
与
え
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
加
藤
の
雑
種
文
化
論
は
、

「
国
語
」
を
め
ぐ
る
文
脈
と
の
相
関
か
ら
、
改
め
て
捉
え
返
さ
れ
る
だ
ろ
う
。「
国
語
」

の
純
粋
性
や
歴
史
性
へ
と
帰
一
す
る
国
民
主
義
的
発
想
を
過
剰
に
忌
避
し
、「
国
語
」

を
文
化
再
興
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
考
え
る
戦
後
的
言
説
。「
国
語
」
と
〝
文
化
〟
と
の
自

明
視
さ
れ
た
紐
帯
を
、
そ
も
そ
も
の
と
こ
ろ
で
断
ち
切
っ
た
点
に
こ
そ
、
加
藤
の
日
本

語
論
・
文
化
論
の
要
諦
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

時
枝
誠
記
『
国
語
問
題
と
国
語
教
育
』（
中
教
出
版
社
、
昭
24
・
11
）
等
。

２　

例
え
ば
鈴
木
ひ
さ
し
『
桑
原
武
夫
と
「
第
二
芸
術
」
―
―
青
空
と
瓦
礫
の
こ
ろ
』

（
創
風
社
出
版
、
令
３
・
６
）
に
は
「「
第
二
芸
術
」
は
、
敗
戦
後
の
日
本
建
設

の
た
め
の
国
語
教
育
論
で
も
あ
り
、
結
果
を
重
視
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
基

づ
き
、
今
、
何
を
な
す
べ
き
か
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

３　

特
集
号
「
国
文
学
と
国
語
教
育
」（
昭
23
・
４
）
の
執
筆
者
は
、
齋
藤
清
衛
・
西

で
き
な
い
以
上
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
き
ら
め
る
他
は
な
い
。	

（
同
右
）

　

し
か
し
私
の
考
え
で
は
、
こ
れ
ら
の
極
論
は
額
面
通
り
に
読
む
べ
き
で
は
な
い
。
先

述
の
よ
う
に
加
藤
は
「
読
売
報
知
」
の
漢
字
廃
止
論
も
踏
ま
え
て
ロ
ー
マ
字
採
用
論
を

説
く
が
、「
日
本
国
民
が
新
聞
を
よ
み
、
で
き
れ
ば
よ
ん
だ
上
で
批
判
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
傍
点
は

引
用
者
）
云
々
の
箇
所
は
、
言
論
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
よ
く
効
い
た
皮
肉
と
捉

え
う
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
新
聞
を
読
み
、
自
ら
の
選
択
で
選
挙
に
臨
む
と
い
う
民
主
的

国
民
像
は
、
戦
後
社
会
と
戦
後
国
語
教
育
が
モ
デ
ル
と
し
た
、
規
範
的
国
民
像
で
あ
る
。

そ
の
推
進
の
た
め
に
こ
そ
、
国
家
語
と
し
て
の
国
語
は
平
易
に
改
め
ら
れ
、
教
科
と
し

て
の
国
語
は
経
験
主
義
的
実
践
訓
練
へ
と
旋
回
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　

が
、
そ
も
そ
も
日
本
語
が
曖
昧
で
非
論
理
的
な
言
語
で
あ
る
以
上
、
そ
う
し
た
目
的

の
実
現
の
た
め
に
は
、
究
極
的
に
は
表
音
文
字
（
ロ
ー
マ
字
）
を
国
語
に
す
る
に
如
く

は
な
い
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
曖
昧
な
日
本
語
に
拠
っ
て
い
た
文
学
の
美
し
さ
は
喪
わ

れ
て
し
ま
う
。
加
藤
の
論
理
を
敷
衍
し
て
い
え
ば
つ
ま
り
、「
国
語
」
を
め
ぐ
る
場
に

お
い
て
は
、
文
学
と
言
語
は
決
し
て
両
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
加
藤
が
射
程
に
お
さ
め

た
の
は
、
平
易
な
「
国
語
」
が
文
化
を
再
建
す
る
と
い
う
素
朴
な
近
代
主
義
が
風
靡
し
、

言
語
実
践
を
主
眼
と
し
な
が
ら
空
虚
に
文
学
が
叫
ば
れ
る
と
い
う
二ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ

律
背
反
で
あ
る
。

そ
し
て
「
日
本
語
の
運
命
」
は
次
の
よ
う
な
一
節
で
結
ば
れ
る
。

む
か
し
、
表
意
文
字
の
文
化
を
必
要
と
し
た
と
き
に
日
本
国
は
表
意
文
字
を
採
用

し
た
。
今
、
表
音
文
字
の
文
化
を
必
要
と
す
る
時
に
、
―
―
そ
の
必
要
を
疑
ふ
者

は
あ
る
ま
い
が
、
―
―
表
音
文
字
を
採
用
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
二
つ
の
文
化
は
、

簡
単
に
両
立
し
な
い
。
そ
の
理
由
を
詳
し
く
述
べ
る
に
は
紙
面
が
な
い
が
、
わ
た

く
し
の
国
語
問
題
に
関
す
る
結
論
は
之
で
あ
る
、
す
べ
て
の
道
は
、
ロ
ー
マ
字
に

通
じ
て
ゐ
る
。	

（「
日
本
語
の
運
命
」）

　
「
表
意
文
字
の
文
化
」「
表
音
文
字
の
文
化
」
と
い
う
区
分
け
は
、
後
の
「
日
本
文
化

の
雑
種
性
」（「
思
想
」
昭
30
・
６
）
に
見
え
る
「
英
語
の
文
化
」「
フ
ラ
ン
ス
語
の
文

化
」「
ド
イ
ツ
語
の
文
化
」
な
る
用
法
を
髣
髴
さ
せ
る
。「
日
本
語
の
運
命
」
を
著
し
た

昭
和
二
十
四
年
当
時
の
加
藤
は
、
文
化
と
言
語
を
等
価
に
結
ぶ
語
法
の
も
と
、「
表
意

文
字
の
文
化
」
と
「
表
音
文
字
の
文
化
」
の
二
者
択
一
を
せ
ま
ら
れ
た
、
そ
の
戦
後
的

ジ
レ
ン
マ
に
直
面
し
て
い
た
。
文
化
が
言
語
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
発
想
は
、〝
〇
〇
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析
を
と
お
し
て
」（「
神
戸
教
育
短
期
大
学
紀
要
」
令
２
・
３
）
に
よ
れ
ば
、
執
筆

者
は
石
森
延
男
。

18　

後
に
「
展
望
」（
昭
25
・
３
）
に
掲
載
さ
れ
る
志
賀
直
哉
「
山
荘
雑
話
（
三
）」
に

は
、「
国
語
問
題
」
に
関
連
し
て
、「
私
は
近
頃
益
々
日
本
文
の
不
完
全
を
痛
感
す

る
が
、
新
仮
名
づ
か
ひ
と
漢
字
制
限
の
文
章
は
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
厭
は
し
い
も

の
に
思
つ
て
ゐ
る
。
私
は
今
後
、
原
文
の
ま
ま
載
せ
て
く
れ
な
い
新
聞
雑
誌
に
は

書
か
ぬ
事
に
す
る
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

19　

加
藤
周
一
「
あ
と
が
き
」（『
美
し
い
日
本
』
角
川
書
店
、
昭
26
・
２
）

20　

例
え
ば
三
好
達
治
「
詩
語
の
彷
徨
」（
注
16
）
に
は
、「
加
藤
君
の
「
現
代
詩
」
第

二
芸
術
論
（
文
芸
九
月
号
所
載
）
は
簡
潔
に
し
て
要
を
つ
く
し
た
卓
論
で
あ
る
。

（
中
略
）
私
は
こ
の
論
を
読
ん
で
甚
だ
爽
快
を
覚
え
、
ま
た
甚
だ
憂
鬱
を
覚
え

た
」
と
あ
る
。

21　

本
文
中
に
は
「
日
本
語
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
し
た
ら
よ
か
ら
う
と
い
ふ
議
論
は
、
空

想
的
で
、
空
想
的
で
あ
る
か
ぎ
り
有
害
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
く
と
も

無
益
だ
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

22　

無
署
名
〔
社
説
〕「
漢
字
を
廃
止
せ
よ
」（「
読
売
報
知
」
昭
20
・
11
・
12
）

23　

「
日
本
語
の
運
命
」
と
国
語
問
題
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
半
田
侑
子
「
加
藤

周
一
と
「
日
本
語
の
運
命
」
―
―
雑
種
文
化
論
へ
の
過
程
」（「
立
命
館
大
学
人
文

科
学
研
究
所
紀
要
」
令
４
・
12
）
に
詳
細
な
論
考
が
あ
る
。

24　

日
本
浪
曼
派
の
諸
言
説
、
特
に
そ
の
修
辞
へ
の
反
動
か
ら
、
言
葉
の
「
正
確
さ
」

を
重
視
す
る
議
論
は
、
例
え
ば
三
島
由
紀
夫
「
新
古
典
派
」（「
文
学
界
」
昭
26
・

７
）
に
も
見
ら
れ
る
。
同
文
章
に
は
「
文
体
の
諸
要
素
は
言
葉
で
あ
り
、
言
葉
は

注
意
深
く
独
創
性
を
排
除
し
て
ゐ
る
。
事
物
を
正
確
に
見
、
感
じ
る
と
は
、
言
葉

の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
や
る
こ
と
で
は
な
く
、
言
葉
の
排
列
を
正
し
、
一
語
一
語
の
意

味
内
容
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
み
ん
な
が
こ
れ
と
反
対
の

こ
と
を
や
つ
て
ゐ
た
」
と
あ
る
。

尾
実
・
時
枝
誠
記
・
能
勢
朝
次
・
久
松
潜
一
・
窪
田
敏
夫
・
堀
田
要
治
・
西
原
憂

一
・
湯
地
孝
。
同
「
戦
後
の
国
語
教
育
の
反
省
と
批
判
」（
昭
26
・
７
）
の
執
筆

者
は
時
枝
誠
記
・
麻
生
磯
次
・
窪
田
敏
夫
・
五
味
智
英
・
井
本
農
一
・
増
淵
恒

吉
・
久
米
常
民
・
堀
田
要
治
・
鳥
山
榛
名
・
白
石
大
二
・
市
川
孝
・
西
尾
実
。

４　

引
用
は
時
枝
誠
記
・
西
尾
実
〔
討
論
〕「
言
語
教
育
か
文
学
教
育
か
」（『
時
枝
誠
記

国
語
教
育
論
集
』
Ⅰ
、
明
治
図
書
出
版
、
昭
59
・
４
）
に
よ
る
。

５　

時
枝
誠
記
・
西
尾
実
〔
討
論
〕「
言
語
教
育
か
文
学
教
育
か
」、
注
４

６　

当
該
論
争
の
展
開
と
評
価
に
つ
い
て
は
、
浜
本
純
逸
『
戦
後
文
学
教
育
方
法
論

史
』（
明
治
図
書
出
版
、
昭
53
・
９
）、
田
近
洵
一
『
戦
後
国
語
教
育
問
題
史
』（
大

修
館
書
店
、
平
３
・
12
）、
幸
田
国
広
『
国
語
教
育
は
文
学
を
ど
う
扱
っ
て
き
た

の
か
』（
大
修
館
書
店
、
令
３
・
９
）
等
に
詳
し
い
。

７　
「
新
し
い
教
室
」（
昭
23
・
３
～
24
・
８
）

８　

浜
本
純
逸
『
戦
後
文
学
教
育
方
法
論
史
』、
注
６

９　

時
枝
誠
記
・
西
尾
実
〔
討
論
〕「
言
語
教
育
か
文
学
教
育
か
」、
注
４

10　

西
尾
実
『
文
学
教
育
と
言
語
教
育
』（
武
蔵
野
書
院
、
昭
24
・
10
）

11　

加
藤
周
一
「
文
学
の
概
念
に
つ
い
て
の
仮
説
―
―
「
言
語
と
文
学
に
つ
い
て
の

論
」
に
つ
い
て
の
論
」（「
文
学
」
昭
39
・
５
）。
論
争
の
経
緯
は
、
杉
本
令
美

「
文
学
の
概
念
に
つ
い
て
―
―
西
尾
実
と
加
藤
周
一
の
場
合
」（「
国
語
教
育
研

究
」
昭
55
・
11
）
に
詳
し
い
。

12　

戦
後
国
語
教
科
書
の
変
遷
と
傾
向
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
泉
『
国
語
教
科
書
の
戦
後

史
』（
勁
草
書
房
、
平
18
・
５
）
に
詳
し
い
。

13　

国
語
教
育
の
研
究
史
で
は
、
戦
時
中
の
所
謂
「
惚
れ
さ
せ
る
教
育
」
へ
の
反
動
と

い
う
文
脈
か
ら
時
枝
の
態
度
を
解
釈
す
る
こ
と
が
多
い
。

14　

佐
藤
泉
『
国
語
教
科
書
の
戦
後
史
』、
注
12

15　

成
瀬
正
勝
・
中
村
光
夫
・
長
谷
川
泉
・
三
好
行
雄
編
。
古
典
文
学
を
中
心
に
編
纂

さ
れ
た
姉
妹
編
と
し
て
、
麻
生
磯
次
他
編
『
日
本
文
学
史
の
指
導
と
実
際
』（
明

治
書
院
、
昭
35
・
７
）
が
あ
る
。

16　

他
に
三
好
達
治
「
詩
語
の
彷
徨
」、
中
野
重
治
「
言
葉
の
こ
と
」。

17　

宇
賀
神
一
「
戦
後
初
期
国
語
教
育
と
石
森
延
男
―
―
国
定
国
語
教
科
書
の
教
材
分
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Postwar discourse on “Kokugo”: Literature,

language, and Japanese language education method

Yuh FUJITA

　　　　　This	paper	examines	postwar	discourse	on	“Kokugo”,	focusing	on	literature,	language,	and	Japanese	
language	 education	methods.	 In	my	 opinion,	 postwar	 discourse	 regarding	 the	 “Kokugo”	 can	be	
summarized	as	the	issue	of	the	relationship	between	language	and	literature.	This	paper	examines	the	
question	of	“language	or	literature”	in	the	postwar	context	of	the	“Kokugo”	focusing	on	the	statements	of	
Mitsuo	Nakamura,	Naoya	Shiga,	and	Shuichi	Kato.	For	example,	from	Nakamura	and	Shigaʼs	statements,	
we	can	extract	cynicism	toward	the	naive	modernism	of	 improving	the	Japanese	language	in	order	to	
rebuild	culture.	However,	both	have	been	unable	to	specifically	discuss	the	inner	realities	of	the	Japanese	
language,	Japanese	 literature,	and	Japanese	culture,	 for	fear	of	 leaning	toward	nationalistic	discussions.	
The	post-war	dilemma	lies	in	the	fact	that	we	have	no	choice	but	to	turn	to	far-fetched	debates	such	as	
the	theory	of	French	becoming	a	national	language.	On	the	other	hand,	Katoʼs	argument	is	distinctive	in	
that	it	denies	the	relationship	between	“Kokugo”	and	“Culture.”	In	doing	so,	he	rejected	both	modernist	
and	nationalist	ideas	regarding	the	“Kokugo”

Key Words：Kokugo,	literature,	language,	Japanese	language	education	method,	
	 postwar	literature
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