
書
　
評

長

田

久

男

著

『
国
語
運
文
論
』

佐
　
藤
　
虎
　
男

本
書
は
、
達
文
と
い
う
事
実
が
成
立
す
る
の
は
「
な
ぜ
か
」
に
答
え
た
、

本
邦
最
初
の
達
文
成
立
原
理
の
諭
で
あ
る
。
末
開
拓
地
に
営
々
と
し
て
鍬
を

打
ち
ふ
る
う
著
者
の
勇
姿
。
開
拓
者
に
つ
き
も
の
の
不
安
に
う
ち
勝
ち
、
た

え
ず
教
育
実
践
に
よ
っ
て
道
を
確
か
め
つ
つ
、
説
明
科
学
と
し
て
の
体
系
の

完
成
を
め
ざ
し
て
き
た
深
い
蓄
積
が
、
圧
倒
的
な
重
量
感
を
も
っ
て
読
者
を

打
つ
。
そ
れ
は
、
『
国
語
学
原
論
』
　
や
『
国
語
構
文
論
』
を
読
ん
だ
と
き
の

感
銘
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
国
語
を
国
語
の
中
で
考
え
抜
い
た
純
国
産
の

所
業
で
あ
る
点
も
、
こ
の
二
著
に
通
じ
る
。
特
に
渡
辺
構
文
論
は
、
著
者
が

自
身
で
言
う
よ
う
に
、
本
連
文
論
成
立
の
た
め
の
有
力
な
支
柱
と
な
っ
た
。

一
、
骨
　
　
　
子

達
文
の
概
念
と
対
象
を
ま
ず
定
め
、
「
達
文
的
職
能
」
を
「
仮
説
」
す
る
。

「
達
文
的
職
能
」
と
は
、
「
言
語
の
内
面
的
意
義
が
達
文
に
お
け
る
意
義
の

繋
が
り
を
つ
け
て
い
る
と
き
の
各
種
の
役
割
の
総
称
」
で
あ
る
。
そ
の
所
在

は
、
こ
れ
を
構
文
諭
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
素
材
表
示
部
の
意
義
」
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
素
材
表
示
部
は
、
構
文
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
本
性
を
全
現
し

五
四

な
い
も
の
で
あ
り
、
達
文
レ
ベ
ル
で
こ
そ
よ
く
そ
の
本
性
の
全
現
が
果
た
さ

れ
る
も
の
、
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
因
み
に
、
素
材
表
示
部
と
は
、
第
一
次
的

に
は
、
ほ
ぼ
助
詞
類
を
除
く
各
語
の
実
質
的
意
義
を
表
わ
す
部
分
を
い
う
）

語
の
意
義
に
構
文
職
能
が
託
さ
れ
て
い
る
の
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
語

（
素
材
表
示
部
）
の
意
義
に
達
文
的
職
能
が
可
能
性
と
し
て
託
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
種
々
に
実
現
し
て
達
文
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
著
者

は
そ
の
仮
説
を
、
各
品
詞
（
「
持
ち
込
み
詞
」
と
い
う
独
自
の
品
詞
を
加
え

て
）
ご
と
に
詳
し
く
検
証
し
、
そ
こ
に
種
々
の
達
文
法
則
を
帰
納
し
た
う
え
、

こ
れ
を
豊
富
な
文
例
を
用
い
て
い
ち
い
ち
丹
念
に
論
証
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
論
証
が
完
ぺ
き
で
あ
れ
ば
、
仮
説
は
も
は
や
真
説
で
あ
る
は
ず
だ
と
の
基

本
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。

さ
て
、
達
文
法
則
の
帰
納
の
し
か
た
に
は
一
貫
し
た
方
針
が
あ
る
。
素
材

表
示
部
の
意
義
の
分
析
を
ま
ず
お
こ
な
い
、
た
と
え
ば
動
詞
な
ら
ば
、
そ
の

動
詞
が
必
要
と
す
る
格
成
分
を
吟
味
し
、
そ
の
格
成
分
が
、
そ
の
動
詞
を
ふ

く
む
文
の
中
に
全
部
求
め
得
る
か
い
な
か
を
吟
味
す
る
。
当
該
文
中
に
全
部

求
め
得
ら
れ
れ
ば
、
構
文
職
能
だ
け
で
周
を
弁
じ
た
こ
と
に
な
る
が
、
一
つ

で
も
当
該
文
に
そ
れ
が
欠
け
て
、
前
ま
た
は
後
の
文
の
中
に
そ
れ
が
あ
れ

ば
、
達
文
的
職
能
が
発
動
し
た
結
果
だ
と
見
る
。
こ
の
見
方
に
従
え
ば
、
た

と
え
ば
「
連
用
副
詞
」
の
中
の
い
わ
ゆ
る
程
度
副
詞
は
、
そ
の
修
飾
対
象

（
被
修
飾
語
）
　
の
「
情
態
性
と
い
う
意
義
」
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
「
程
度
と

い
う
意
義
」
を
抽
出
明
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
程
度
副

詞
自
体
の
意
義
を
具
体
化
す
る
も
の
を
当
該
文
の
前
後
に
求
め
る
必
要
が
な

い
、
つ
ま
り
「
常
に
達
文
的
職
能
の
発
動
を
必
要
と
し
な
い
」
も
の
で
あ
る

と
ぎ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
ど
の
よ
う
な
素
材
表
示
部
の
意
義
に
ど
ん
な
達
文
的
職
能
が

ど
の
よ
う
に
託
さ
れ
て
い
る
か
を
、
各
品
詞
ご
と
に
洗
い
出
し
、
最
後
に
そ

れ
ら
の
す
べ
て
を
類
別
し
て
み
せ
る
。
四
つ
の
基
準
で
類
別
し
た
結
果
の
最

大
目
数
は
、
次
の
十
個
の
類
別
目
で
あ
る
。

持

ち

込

み

詞

の

達

文

的

職

能

…

…

…

…

…

…

…

…

…

第

一

接
続
副
詞
の
達
文
的
職
能

並
列
副
詞
の
達
文
的
職
能

…
第
二

名
詞
の
達
文
的
職
能

動
詞
の
達
文
的
職
能

第
三

形
容
詞
の
達
文
的
職
能

状
名
詞
の
達
文
的
職
能

第
四

「
素
材
表
示
部
＋
判
定
詞
」
の
達
文
的
職
能
…
…
…
・
…
・
第
五

連

用

副

詞

の

達

文

的

職

能

…

…

…

・

…

…

…

…

…

…

…

第

六

注
釈
の
誘
導
副
詞
の
達
文
的
職
能
…
…
…
…
：
…
…
…
・
・
第
七

第
一
類
・
第
二
類
の
陳
述
副
詞
の
達
文
的
職
能
…
…
：
…
…
第
八

第
三
類
の
陳
述
副
詞
の
達
文
的
職
能
…
…
　
…
…
…
；
…
・
第
九

素
材
表
示
部
無
形
化
表
現
に
よ
る
達
文
的
職
能
…
…
…
…
第
8

二
、
銘
　
　
　
記

㊤
　
初
め
の
比
喩
に
も
ど
し
て
言
え
ば
、
達
文
の
大
地
を
渡
辺
構
文
論
な
る

鍬
で
耕
し
始
め
て
、
こ
の
著
者
は
次
々
に
新
し
い
地
層
を
掘
り
当
て
た
。
い

か
に
す
ぐ
れ
た
鰍
で
も
、
そ
れ
一
丁
で
万
周
を
足
す
わ
け
に
い
か
な
い
。
著

『
国
語
連
文
論
』

著
は
次
々
に
改
良
の
手
を
加
え
、
ま
た
別
の
鍬
を
独
創
し
て
掘
り
つ
づ
げ

だ
。
新
し
い
概
念
と
独
創
的
な
い
く
つ
か
の
術
語
は
、
そ
の
所
産
で
あ
る
。

㈲
　
構
文
論
は
、
構
文
原
理
探
究
の
隈
で
従
来
の
品
詞
を
根
本
的
に
見
直
し

た
。
長
田
達
文
論
は
、
達
文
原
理
探
究
の
眼
で
、
さ
ら
に
そ
の
品
詞
論
を
洗

い
直
し
だ
。
長
田
達
文
諭
は
新
品
詞
諭
だ
と
も
言
い
得
よ
う
。
品
詞
は
、
構

文
職
能
の
ほ
か
に
達
文
機
能
を
持
つ
と
い
う
新
し
い
品
詞
観
が
示
さ
れ
た
、

と
私
は
見
た
い
。

㈲
　
引
く
と
こ
ろ
の
連
文
例
が
す
べ
て
、
著
者
が
勝
手
に
作
っ
た
模
造
品
で

な
く
、
出
典
の
明
ら
か
な
作
品
中
の
達
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
著
者
の
つ
よ

い
実
証
溝
神
の
し
か
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

㈲
　
達
文
的
職
能
の
発
動
の
有
無
を
○
や
X
の
符
号
を
用
い
て
い
ち
い
ち
明

示
し
て
い
る
点
に
、
著
者
の
長
年
に
わ
た
る
国
語
教
育
実
践
の
経
験
智
が
表

わ
れ
て
い
る
。
著
者
に
と
っ
て
、
国
語
研
究
と
国
語
教
育
学
と
は
一
如
で
あ

る
。
た
だ
、
文
頭
の
そ
の
O
X
印
の
配
当
の
し
か
た
は
、
達
文
論
の
立
場
で

言
え
ば
む
し
ろ
逆
で
、
達
文
的
職
能
の
発
動
し
た
場
合
に
○
を
つ
け
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

㈲
　
強
靭
な
論
理
的
思
考
力
、
卓
抜
な
構
想
力
、
周
到
綿
密
な
分
析
記
述

カ
、
そ
れ
ら
を
具
備
し
た
人
の
み
が
よ
く
成
し
得
る
、
歴
史
的
使
命
を
持
っ

た
大
著
で
あ
る
。

三
、
卑
見
愚
問

の
　
「
達
文
的
職
能
」
は
、
「
素
材
表
示
部
の
意
義
」
に
託
き
れ
る
と
説
か

れ
∵
ま
た
一
方
、
「
持
ち
込
み
機
能
」
「
限
定
を
期
待
す
る
機
能
」
な
ど
な
ど

五
五



の
「
機
能
」
に
託
き
れ
る
と
説
か
れ
る
。
職
能
と
意
義
と
機
能
と
の
三
者
の

関
係
は
い
か
に
。
「
…
・
は
、
達
文
的
職
能
が
、
素
材
表
示
部
の
意
義
の
如

何
な
る
機
能
に
託
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
…
⊥
　
（
四
三
二
ペ
ー
ジ
）
か

ら
推
察
す
る
の
に
、
意
義
の
中
に
機
能
を
認
め
、
そ
の
機
能
に
達
文
的
職
能

が
託
き
れ
る
と
解
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
言
う
と
こ
ろ
の
機
能

は
、
意
義
の
中
に
達
文
を
志
向
す
る
文
法
的
側
面
を
特
定
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
達
文
的
職
能
が
発
動
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
解
し
て

よ
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
。

用
語
に
つ
い
て
な
お
一
つ
付
言
す
る
。
「
達
文
的
職
能
」
の
「
的
」
の
意

味
は
、
多
面
的
に
認
め
ら
れ
る
達
文
職
能
の
中
の
も
の
と
い
う
自
覚
を
表
現

し
た
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈲
　
「
名
詞
が
達
文
的
職
能
の
発
動
を
必
要
と
し
な
い
第
二
の
場
合
」
と
し

て
あ
げ
ら
れ
た
「
姉
さ
ん
」
「
旦
那
」
の
よ
う
な
呼
び
か
け
の
語
に
つ
い
て
。

（
一
〇
二
ペ
ー
ジ
）
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
姉
さ
ん
」
は
先
行
文
中
の
「
わ
た
し
」

の
限
定
を
受
け
て
「
わ
た
し
の
姉
さ
ん
』
と
解
さ
れ
る
し
、
「
旦
那
」
は
同

様
に
「
そ
こ
の
旦
那
」
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
も
達
文
的
職
能
を
発
動

し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
よ
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
場
が

生
ま
れ
る
か
ら
と
は
い
え
、
そ
の
新
し
い
場
も
、
先
行
文
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
文
脈
か
ら
絶
縁
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
達
文

的
職
能
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
地
の

文
と
会
話
文
と
の
間
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

前
に
も
触
れ
た
程
度
副
詞
に
し
て
も
、
著
者
の
一
言
う
語
の
達
文
機
能
的

性
質
と
し
て
は
発
動
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
二

五
六

文
の
達
文
で
、
同
一
修
飾
対
象
に
つ
い
て
、
先
行
文
に
は
「
す
こ
し
」
と
あ

り
、
後
続
文
に
は
「
ず
い
ぶ
ん
」
と
あ
る
場
合
、
こ
の
二
伸
の
程
度
副
詞
に

達
文
的
職
能
が
働
い
て
い
な
い
と
言
っ
て
す
ま
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
達
文
的
職
能
の
発
動
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
言
い

方
は
慎
重
に
し
た
い
。

㈲
　
い
わ
ゆ
る
尻
取
り
式
の
達
文
に
つ
い
て
。
（
一
四
八
ペ
ー
ジ
）
前
文
末

の
動
詞
の
要
求
す
る
格
成
分
の
素
材
表
示
部
と
、
後
続
文
冒
頭
の
動
詞
の
要

求
す
る
格
成
分
の
素
材
表
示
部
と
は
「
同
じ
で
あ
る
」
で
説
明
が
終
わ
っ
て

い
る
。
著
者
の
立
場
に
身
を
寄
せ
て
補
足
す
れ
ば
、
「
そ
の
『
同
じ
で
あ
る
』

と
い
う
関
係
概
念
が
達
文
的
職
能
を
担
い
、
そ
の
職
能
が
発
動
し
て
い
る
」

と
で
も
言
う
べ
き
か
。

こ
の
こ
と
は
、
「
連
続
し
た
文
辞
に
お
い
て
同
一
名
詞
が
反
復
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
場
合
」
（
九
二
ペ
ー
ジ
）
　
に
つ
い
て
も
指
摘
し
得
る
。
「
そ
こ
に

意
義
の
繋
が
り
が
一
定
の
傾
向
を
持
っ
て
成
立
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
達

文
が
成
立
す
る
。
」
だ
け
で
は
達
文
成
立
の
原
理
を
説
明
し
て
は
い
な
い
。

思
う
に
、
著
者
の
連
文
論
は
、
素
材
表
示
部
の
機
能
に
着
目
し
た
と
こ
ろ

に
特
色
が
あ
る
。
関
係
構
成
の
職
能
は
、
た
と
え
ば
陳
述
副
詞
（
感
動
詞
に

相
当
）
　
の
ご
と
き
特
定
の
場
合
に
の
み
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
尻
取
り
式
達
文
の
場
合
と
い
い
、
前
述
程
度
副
詞
の

「
す
こ
し
」
－
「
ず
い
ぶ
ん
」
の
場
合
と
い
い
、
さ
ら
に
は
日
常
会
話
、
た
と

え
ば
「
エ
ー
　
ヒ
ヨ
リ
ヤ
　
ナ
－
。
↑
V
ソ
ヤ
　
ナ
－
。
」
に
お
け
る
「
ナ

t
L
（
相
手
と
の
関
係
を
構
成
す
る
部
）
の
場
合
と
い
い
、
関
係
構
成
部
の
達

文
的
職
能
を
さ
ら
に
掘
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

そ
の
要
請
に
応
え
る
こ
と
が
、
対
話
連
文
論
（
戯
曲
を
ふ
く
め
て
）
の
基
礎

を
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

㈲
著
者
の
汗
し
て
兄
い
だ
さ
れ
た
達
文
諸
機
能
の
重
層
構
造
に
つ
い
て

も
、
ぜ
ひ
お
示
し
願
い
た
い
。
対
象
と
す
る
達
文
の
量
的
限
定
（
今
回
は
一

〇
文
程
度
ま
で
に
止
め
た
）
を
次
第
に
緩
和
拡
張
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
や
が
て
は
達
文
諭
か
ら
文
字
通
り
の
文
章
論
が
、
著
者
に
よ
っ
て
開

示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
ま
た
、
構
文
論
に
お
け
る
敬
譲
法
の
位
置
づ
げ

に
対
し
て
、
達
文
論
で
は
ど
う
い
う
位
置
づ
げ
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
も
、

あ
わ
せ
お
示
し
い
た
だ
け
れ
ば
事
で
あ
る
。

四
、
総
　
　
　
括

渡
辺
構
文
論
が
ふ
さ
わ
し
い
人
を
得
て
達
文
諭
を
展
開
さ
せ
た
と
も
言

え
、
ま
た
著
者
の
構
文
諭
理
解
が
構
文
論
を
越
え
た
達
文
論
の
未
来
を
拓
い

て
み
せ
た
と
も
言
え
る
。
（
一
九
八
五
・
四
・
一
〇
）

（
昭
和
五
九
年
五
月
三
〇
日
発
行
、
和
泉
書
院
刊
、
四
六
〇
頁
。

定
価
二
十
　
五
〇
〇
円
）（

さ
と
う
・
と
ら
お
　
大
阪
教
育
大
学
教
授
）

『
国
語
連
文
論
』


