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中
島
敦
の
文
学
と
白
川
静
先
生
と
（
そ
の
三
）

立
命
館
大
学
特
別
招
聘
教
授

プ
ー
ル
学
院
大
学
学
長　
　

木 

村 

　

一 

信

　

夏
目
漱
石
は
、
松
山
中
学
校
の
教
員
を
辞
し
、
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
に
、
や
は

り
英
語
教
員
と
し
て
赴
任
し
た
一
八
九
六
年
（
明
治
二
九
年
）、『
龍
南
会
雑
誌
』
に
、

「
人
生
」
と
題
し
た
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
た
。
そ
の
文
章
の
末
尾
に
、「
不
測
の
変
外

界
に
起
り
、
思
ひ
が
け
ぬ
心
は
心
の
底
よ
り
出
で
来
る
、（
中
略
）
海
嘯
と
震
災
は
、 

啻た
だ

に
三
陸
と
濃
尾
に
起
る
の
み
に
あ
ら
ず
…
…
」
と
記
し
た
。
昨
年
の
三
月
一
一
日

以
降
、こ
の
漱
石
の
「
人
生
」
は
、
時
折
、
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
が
、「
海

嘯
」
す
な
わ
ち
、
つ
な
み
は
、
一
八
九
六
年
六
月
に
三
陸
海
岸
を
襲
い
、
二
万
七
千

人
余
り
の
命
を
奪
っ
た
大
災
害
を
指
す
。
ま
た
、「
震
災
」
は
、
そ
れ
よ
り
五
年
前

に
濃
尾
地
方
を
襲
っ
た
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
・
〇
と
い
わ
れ
る
大
地
震
を
指
し
、
こ

の
折
は
、
七
千
人
余
り
の
人
命
が
奪
わ
れ
て
い
る
。

　

漱
石
は
、
四
、五
年
の
間
に
相
つ
い
で
我
が
国
を
襲
っ
た
大
災
害
に
つ
い
て
の
記

述
を
残
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、こ
の
「
人
生
」
な
る
一
文
の
主
意
は
、あ
る
時
、

突
然
と
し
て
人
間
を
襲
う
「
狂
気
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
漱
石
は
、

次
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。

…
…
因
果
の
大
法
を
蔑
な
い
が
し
ろに

し
、
自
己
の
意
思
を
離
れ
、
卒
然
と
し
て
起
り
、

驀ば
く

地ち

に
来
る
も
の
を
謂
ふ
、
世
俗
之
を
名
づ
け
て
狂
気
と
呼
ぶ
…
…

　

海
嘯
や
地
震
な
ど
の
天
災
は
、「
人
意
の
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
で
あ

る
が
、
人
た
る
も
の
、
あ
る
日
突
然
に
見
舞
わ
れ
る
「
狂
気
」
も
同
様
な
の
だ
、
と

こ
の
時
は
ま
だ
夏
目
金
之
助
で
あ
っ
た
若
き
漱
石
は
、
そ
の
恐
れ
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
。
こ
の
人
間
観
、
あ
る
い
は
「
狂
気
」
観
は
、
漱
石
文
学
の
底
流
に
あ
る
独

自
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
学
的
テ
ー
マ
を
形
作
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
も
あ
っ

た
。「
剣け
ん
の
ん呑

な
る
哉
」と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
こ
の
短
文
を
結
ん
で
い
る
漱
石
に
と
っ

て
、「
狂
気
」
と
は
、
多
く
の
人
命
を
一
瞬
に
し
て
奪
う
大
災
害
に
も
比
す
べ
き
恐

怖
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
自
ら
の
心
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
て
、
い
つ
い
か
な

る
時
に
顔
を
出
し
て
く
る
の
か
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

漱
石
の「
狂
気
」に
つ
い
て
の
考
え
方
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
白
川
静
先
生
の『
文

字
遊
心
』
に
収
め
ら
れ
た
「
狂
字
論
」
か
ら
の
連
想
に
よ
っ
て
い
る
。「
狂
気
の
精

神
史
的
な
意
味
」
に
つ
い
て
、
古
代
中
国
か
ら
説
き
起
こ
し
、
我
が
国
の
万
葉
時
代

へ
と
叙
述
す
る
「
狂
字
論
」
は
、
白
川
先
生
の
数
あ
る
文
章
の
中
で
も
キ
ラ
リ
と
光

る
合
口
の
よ
う
に
、
一
読
す
る
や
心
の
う
ち
に
冷
や
り
と
し
た
鋭
さ
の
残
る
論
考
と

言
え
よ
う
。

　

本
来
疎
外
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
「
狂
気
」
は
、「
闇
を
通
し
て
微
光
が
も
た
ら

さ
れ
る
よ
う
に
、
人
は
こ
の
異
質
な
る
も
の
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ

め
て
理
性
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
そ
の
異
質
な
る
も

の
の
自
己
疎
外
を
通
じ
て
、
よ
り
理
性
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
」
と
述
べ
、
白
川
先
生
は
、「
狂
気
こ
そ
が
理
性
と
創
造
の
源
泉
で
あ
り
、
狂

気
の
歴
史
は
、
そ
の
民
族
の
創
造
的
な
活
力
の
消
長
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
」
と
続

け
て
い
る
。

　

古
代
人
に
と
っ
て
「
狂
」
と
は
、「
憑つ

き
も
の
の
な
す
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
狂
乱
」

の
背
後
に
、「
識
ら
れ
ざ
る
神
の
力
、あ
る
邪
悪
な
る
も
の
の
は
た
ら
き
」を
感
じ
と
っ

た
り
も
し
た
と
い
う
。

　
「
狂
」
に
つ
い
て
最
初
の
発
言
を
し
た
人
は
孔
子
で
あ
っ
た
と
し
、
孔
子
の
「
聖

と
狂
と
が
一
つ
の
円
環
の
上
に
あ
る
」
さ
ま
を
詳
述
し
、『
論
語
』
に
い
う
「
狂
者

は
進
み
て
取
る
」
と
い
う
言
葉
、「
憤
を
発
す
る
」
と
の
言
葉
の
も
つ
「
自
己
衝
迫
」

の
す
さ
ま
じ
さ
を
剔て
っ
け
つ抉

す
る
と
こ
ろ
な
ど
、
白
川
先
生
の
面
目
躍
如
た
る
感
が
あ
る
。
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ま
た
、『
史
記
』
執
筆
の
半
ば
に
し
て
、
李
陵
を
弁
護
し
て
宮
刑
と
い
う
「
男
子

と
し
て
最
下
の
刑
の
屈
辱
」
を
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
司
馬
遷
に
言
及
す
る
や
、
こ

の
「
狂
」
へ
の
白
川
先
生
の
思
い
は
、
自
ら
の
そ
れ
と
も
受
け
と
れ
か
ね
な
い
熱
さ

を
帯
び
て
く
る
。『
史
記
』
は
、
遷
の
生
前
に
は
発
表
さ
れ
ず
、「『
景
帝
本
紀
』
を

み
た
武
帝
が
怒
っ
て
こ
れ
を
削
り
、『
武
帝
本
紀
』
も
早
く
失
わ
れ
た
」
の
は
、
遷

の
「
狂
惑
の
う
ち
に
、
こ
の
書
を
残
し
た
」
と
い
わ
れ
る
「
憤
怒
」
の
激
し
さ
、
武

帝
の
愚
行
を
鋭
く
衝
く
遷
の
言
の
厳
し
さ
ゆ
え
な
の
だ
と
捉
え
る
。
よ
く
知
ら
れ
た

『
呂
后
本
紀
』
の
「
残
虐
無
道
」「
凄
惨
」
な
呂
太
后
の
行
為
を
、
遷
は
「
事
実
を
直

書
し
、い
さ
さ
か
も
忌
憚
す
る
こ
と
」な
く
記
し
た
こ
と
も
、『
史
記
』が「
狂
惑
の
書
」

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
白
川
先
生
は
述
べ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
「
狂
字
論
」
を
貫
く
主
張
を
辿
っ
て
く
る
と
、
不
思
議
な
ほ
ど
中
島

敦
文
学
の
素
材
や
テ
ー
マ
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
島
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
は
、「
山
月
記
」
と

「
文
字
禍
」
で
あ
っ
た
（
一
九
四
二
年
二
月
、『
文
学
界
』）。
も
と
も
と
こ
の
二
篇

は
、『
古
譚
』
と
総
題
の
付
さ
れ
た
四
篇
か
ら
成
る
も
の
で
、
他
に
、「
狐
憑
」「
木み

乃い

伊ら

」
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
四
篇
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
言
葉
・
文
字
」
を
め

ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
「
異
常
」「
不
可
測
」
の
世
界
、
と
い
っ
た
評
辞
（
佐
々
木
充
）

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
が
、「
異
常
」「
不
可
測
」
と
い
う
よ
り
、「
狂
」
と
い
っ
た

言
葉
で
も
っ
て
四
篇
を
貫
い
て
い
る
共
通
項
を
捉
え
る
方
が
、
そ
の
内
容
か
ら
言
っ

て
適
切
と
思
わ
れ
る
。

　

憑
き
も
の
が
つ
い
た
若
い
男
の
語
る
話
に
熱
中
す
る
太
古
の
未
開
人
部
落
の
人
々

（「
狐
憑
」）。
文
字
の
霊
の
存
在
に
気
づ
き
、
そ
の
正
体
を
き
わ
め
よ
う
と
し
て
粘
土

板
の
書
籍
の
下
敷
き
に
な
っ
て
圧
死
す
る
老
博
士
（「
文
字
禍
」）、
エ
ジ
プ
ト
侵
攻

に
加
わ
っ
た
一
人
の
武
将
が
、
敵
の
墓
所
を
あ
ば
き
、
対
面
し
た
ミ
イ
ラ
に
か
つ

て
の
自
ら
を
見
出
し
て
「
狂
」
っ
て
し
ま
う
話
（「
木
乃
伊
」）、
そ
し
て
、
残
り
の

一
篇
「
山
月
記
」
は
、
詩
人
と
し
て
名
を
後
世
に
遺
し
た
い
と
熱
望
し
た
李
徴
が
、

「
つ
い
に
発
狂
」
し
て
虎
に
変
身
す
る
話
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
何
か
に
と
り
憑
か

れ
、「
発
狂
」
の
状
態
に
な
り
、
つ
い
に
は
身
を
滅
ぼ
し
て
い
く
物
語
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、『
古
俗
』
と
総
題
の
付
さ
れ
た
「
牛
人
」
と
「
盈え
い

虚
」
の
い
ず
れ

も
古
代
中
国
の
書
物
に
典
拠
を
得
た
、お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
物
語
で
あ
る
。ま
さ
に
、

「
狂
気
」
の
世
界
の
域
に
立
ち
入
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
物
語
を
紡
い
だ
中
島
に
つ
い
て
、
武
田
泰
淳
は
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
「
中

島
敦
の
狼
疾
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
章
で
も
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

中
島
敦
を
魅
惑
し
た
も
の
は
何
物
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

た
と
え
ば
そ
れ
は
、
子
が
父
を
憎
む
こ
と
、
父
が
子
を
恐
れ
る
こ
と
。
は
て

は
子
が
そ
の
父
を
殺
す
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
暗
い
、
あ
り
う
べ
か
ら

ざ
る
ほ
ど
暗
い
事
実
だ
。
人
間
が
あ
れ
ほ
ど
た
い
せ
つ
に
守
っ
て
い
る
も
の
、

そ
の
中
に
身
を
置
い
て
安
心
し
、
そ
こ
に
と
じ
こ
も
っ
て
世
間
を
な
が
め
ら
れ

る
堡
塁
の
よ
う
な
倫
理
道
徳
を
、
そ
の
石
垣
の
一
つ
一
つ
、
そ
の
煉
瓦
の
一
片

ず
つ
を
蝕
み
、
ゆ
る
ま
せ
、
ホ
ロ
ホ
ロ
と
剥
落
せ
し
む
る
事
実
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
武
田
は
、
古
代
中
国
や
ア
ッ
シ
リ
ア
な
ど
の
文
献
に
着
目
し
、
現
前
化

さ
せ
た
物
語
の
も
つ
、
人
間
の
想
像
を
超
え
る
「
暗
い
事
実
」、
す
な
わ
ち
「
狂
的
」

な
事
実
を
描
い
た
中
島
に
、
讃
嘆
と
驚
き
の
言
葉
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
生

き
恥
を
さ
ら
し
た
男
」
と
司
馬
遷
を
表
現
し
た
武
田
は
、
中
島
の
描
出
す
る
「
狂
」

の
世
界
に
共
感
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
白
川
先
生
は
、
こ
う
し
た
中
島
敦
の

物
語
世
界
、
武
田
泰
淳
の
批
評
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、「
狂
」
な
る
も
の
の
本
質
と

そ
の
力
と
を
、
精
神
史
的
に
見
事
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
狂
字
論
」

と
い
う
漱
石
や
中
島
や
武
田
等
の
文
学
を
解
明
す
る
の
に
大
き
な
一
助
と
な
る
、
す

ぐ
れ
た
評
論
の
も
つ
意
義
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
紙
幅
が
尽
き
た
。
以
下
、
続
稿
に
期
し
た
い
。

　
﹇
追
記
﹈　 
前
回
の
拙
稿
と
、
い
さ
さ
か
重
な
る
箇
所
の
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て

お
き
た
い
。
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立
命
館
土
曜
講
座
は
、
広
く
一
般
市
民
の
方
々
を
対
象
に
し
た
大
学
の
公
開
講
座

と
し
て
六
十
年
以
上
も
継
続
し
、
地
域
と
大
学
を
結
ぶ
場
と
し
て
毎
回
、
好
評
を
得

て
い
る
。
二
〇
一
一
年
の
五
月
・
六
月
（
第
二
九
七
五
回
〜
第
二
九
八
一
回
）
は
、

当
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
が
企
画
担
当
し
、「
白
川
静
の
世
界
」
と
題

す
る
連
続
講
座
を
催
し
た
。
白
川
静
先
生
の
学
問
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
解
説

し
、「
白
川
学
」
の
世
界
に
親
し
み
や
す
く
理
解
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
主
旨
の

も
と
、
学
外
か
ら
の
講
師
も
招
い
て
七
回
の
講
演
と
特
別
企
画
の
映
画
「
京
都
太
秦

物
語
」
上
映
を
開
催
し
た
。
ま
た
六
月
十
一
日
に
は
内
田
樹
氏
に
よ
る
公
開
講
演
も

行
な
っ
た
。
内
田
氏
の
講
演
の
内
容
に
つ
い
て
は
後
に
記
す
こ
と
と
し
、
先
に
そ
の

他
の
各
講
師
が
事
前
に
示
さ
れ
た
概
要
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
演
の
あ
ら
ま
し

を
紹
介
し
、
立
命
館
土
曜
講
座
の
特
集
「
白
川
静
の
世
界
」
の
報
告
と
し
た
い
。

◆
「
白
川
静
の
人
と
学
問
と
生
涯
と
」（
五
月
七
日
）

芳
村
　
弘
道
（
本
学
文
学
部
教
授
）

　

学
問
に
捧
げ
ら
れ
た
白
川
静
先
生
九
十
六
歳
の
御
生
涯
は
、
三
つ
の
時
期
に
分
け

ら
れ
る
。
第
一
期
は
三
十
七
歳
（
昭
和
二
十
二
年
）
ま
で
の
学
問
基
盤
を
作
ら
れ
た

時
代
、
第
二
期
は
三
十
八
歳
で
初
め
て
論
文
を
公
刊
さ
れ
て
以
降
の
専
門
研
究
時

代
、
第
三
期
は
六
十
歳
以
降
に
御
研
究
成
果
を
一
般
社
会
に
向
け
て
も
発
信
さ
れ
た

時
代
。
こ
の
講
演
で
は
、
主
と
し
て
第
一
期
の
時
代
に
影
響
を
受
け
ら
れ
た
書
籍
や

学
者
・
学
派
を
紹
介
し
、
白
川
先
生
の
学
問
形
成
の
過
程
を
た
ど
っ
た
。

◆
「
白
川
静
の
中
国
文
学
論
」（
五
月
十
四
日
）

 

　
萩
原
　
正
樹
（
本
学
文
学
部
教
授
）

　

白
川
静
先
生
の
中
国
古
代
文
学
研
究
も
広
範
な
領
域
に
及
ぶ
が
、
特
に
『
詩
経
』

研
究
と
古
詩
成
立
に
関
す
る
研
究
に
焦
点
を
当
て
、
独
自
性
が
解
説
さ
れ
た
。『
詩

経
』
の
訳
は
学
問
の
厳
密
性
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
訳
詩
は
高
い
文
学
性

を
備
え
て
い
る
。
そ
れ
は
先
生
の
短
歌
制
作
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

◆ 

映
画
「
京
都
太
秦
物
語
」
上
映
・
解
説
（
五
月
二
十
一
日
）

　
冨
田
　
美
香
（
本
学
映
像
学
部
准
教
授
）　

　

本
学
と
松
竹
株
式
会
社
が
提
携
し
、
本
学
映
像
学
部
客
員
教
授
の
山
田
洋
次
監
督

の
直
接
指
導
を
受
け
、
映
像
学
部
の
学
生
が
シ
ナ
リ
オ
作
り
か
ら
撮
影
ま
で
手
が
け

て
完
成
さ
せ
た
映
画
「
京
都
太
秦
物
語
」
を
特
別
上
映
し
、
製
作
に
携
わ
ら
れ
た
冨

田
准
教
授
に
本
作
の
特
色
に
つ
い
て
解
説
を
願
っ
た
。
こ
の
映
画
に
は
「
白
川
文
字

学
」
を
研
究
す
る
若
手
研
究
者
が
重
要
な
役
割
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
登
場
人
物
が

設
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
過
程
な
ど
が
紹
介
さ
れ
た
。

◆
「
白
川
文
字
学
」（
五
月
二
十
八
日
）

 

津
崎
　
幸
博
（
漢
字
教
育
工
学
学
会
理
事
）

　

漢
字
成
立
の
当
初
の
形
を
示
す
甲
骨
文
・
金
文
を
研
究
し
、
漢
字
の
形
と
意
味
と

の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
組
織
し
た
文
字
学
の
体
系
が「
白
川
文
字
学
」と
い
え
る
。

ま
た
、
そ
の
文
字
学
に
基
づ
い
て
、
思
想
・
歴
史
・
民
俗
な
ど
広
範
囲
に
及
ぶ
古
代

学
が
展
開
さ
れ
た
。「
白
川
文
字
学
」
の
形
成
を
「

（
さ
い
）」
の
解
釈
を
例
に

し
て
述
べ
、
ま
た
字
書
三
部
作
『
字
統
』『
字
訓
』『
字
通
』
の
編
集
協
力
者
と
し
て

知
り
得
た
逸
話
の
紹
介
も
な
さ
れ
た
。

◆
「
白
川
静
と
民
俗
学
と
」（
六
月
四
日
）

大
川
　
俊
隆
（
大
阪
産
業
大
学
教
養
部
教
授
）

　

儒
教
の
経
典
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
『
詩
経
』
を
民
俗
学
的
視
点
か
ら
研
究
し
、

ま
た
わ
が
国
の
記
紀
歌
謡
や
『
万
葉
集
』
と
の
比
較
研
究
も
行
い
、
独
自
の
成
果
を

示
さ
れ
た
こ
と
を
白
川
静
先
生『
詩
経
研
究
通
論
篇
』『
興
の
研
究
』、
中
公
新
書『
詩

経
』
な
ど
を
も
と
に
し
て
解
説
が
行
わ
れ
た
。

　
 

立
命
館
土
曜
講
座
特
集

　

「
白
川
静
の
世
界
」
と
内
田
樹
氏
の
公
開
講
演

副
所
長　

芳 

村　

 

弘 

道
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◆
「
白
川
静
の
『
孔
子
伝
』」（
六
月
十
八
日
）

　
佐
藤
　
一
好
（
大
阪
教
育
大
学
教
育
学
部
教
授
）

　

白
川
静
先
生
は
『
孔
子
伝
』
に
よ
っ
て
刺
激
的
な
孔
子
像
を
世
に
問
わ
れ
た
が
、

少
し
難
解
な
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
生
が
示
さ
れ
る
孔
子
像
の
一
端

に
迫
っ
た
。

◆
「
白
川
静
の
漢
字
教
育
」（
六
月
二
十
五
日
）

矢
羽
野
　
隆
男
（
四
天
王
寺
大
学
人
文
社
会
学
部
教
授
）

　

白
川
静
先
生
は
最
晩
年
に
漢
字
教
育
へ
の
篤
い
思
い
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
。「
系

統
的
に
学
べ
ば
楽
し
く
効
率
も
よ
い
」
と
の
考
え
か
ら
構
想
を
示
さ
れ
た
。
た
だ
し

御
自
身
は
実
践
に
及
ば
れ
る
い
と
ま
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
遺
志
は
協

力
者
に
よ
っ
て
実
践
に
移
さ
れ
、
教
材
も
開
発
さ
れ
て
い
る
。
白
川
先
生
の
漢
字
教

育
構
想
を
解
説
し
、
ま
た
福
井
県
に
お
け
る
実
践
が
紹
介
さ
れ
た
。

　
内
田
樹
氏
の
公
開
講
演
　「
私
が
白
川
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」

　

六
月
十
一
日
に
は
立
命
館
土
曜
講
座
の
特
集
「
白
川
静
の
世
界
」
の
特
別
企
画
と

し
て
、
神
戸
女
学
院
大
学
名
誉
教
授
の
内
田
樹
氏
を
講
師
に
招
い
て
の
公
開
講
演
会

が
衣
笠
キ
ャ
ン
パ
ス
以
学
館
一
号
ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
。
第
一
部
は
内
田
氏
の

「
私
が
白
川
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」
と
題
す
る
講
演
、
ま
た
第
二
部
に
は
内
田
氏

と
当
研
究
所
所
長
の
加
地
伸
行
教
授
と
に
よ
る
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

た
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
文
体
と
な
っ
て
お
り
、
人
を
惹
き
付
け
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
と
評
さ
れ
た
。
第
二
に
は
、
白
川
先
生
の
学
問
に
は
「
祖
述
」
と
い
う
要
素

が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
第
三
に
は
、「
呪
術
」「
呪
能
」

が
古
代
の
み
な
ら
ず
、
現
代
に
お
い
て
も
機
能
し
て
お
り
、
現
代
社
会
は
古
代
社
会

と
通
底
す
る
と
い
う
白
川
先
生
の
所
説
の
も
つ
意
義
に
言
及
さ
れ
た
。「
呪
能
」
の

存
在
を
示
さ
れ
た
先
生
の
思
想
は
現
代
社
会
を
考
え
る
上
に
も
大
い
な
る
示
唆
と
な

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
先
生
の
学
問
は
常
に
今
日
性
を
豊
か
に
も
つ
も
の
で
あ
る

と
述
べ
ら
れ
た
。

　

第
一
部
終
了
後
に
聴
講
者
の
質
問
用
紙
が
回
収
さ
れ
、
第
二
部
は
そ
れ
に
答
え
る

形
式
を
交
え
た
加
地
所
長
と
の
対
談
に
よ
っ
て
進
行
し
た
。
内
田
氏
は
フ
ラ
ン
ス
現

代
思
想
の
専
門
家
と
し
て
令
名
高
い
が
、
ま
た
御
専
門
の
領
域
に
止
ま
ら
ず
各
方
面

の
評
論
活
動
も
活
発
に
行
い
多
く
の
愛
読
者
を
得
て
お
ら
れ
、
さ
ら
に
は
合
気
道
の

達
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
幅
広
い
質
問
に
対
し
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
応
答
を

行
わ
れ
、
満
員
の
会
場
は
楽
し
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
公
開
講
演
は
終
了
と
な
っ
た
。

　

第
一
部「
私
が
白
川
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」

の
講
演
に
お
い
て
内
田
氏
は
、
第
一
に
白
川
静

先
生
の
文
体
の
魅
力
を
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
圧

倒
的
な
知
に
支
え
ら
れ
た
断
言
的
な
表
現
が
先

生
の
文
章
の
一
特
色
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
深

い
学
問
的
な
考
察
か
ら
生
ま
れ
た
だ
け
で
な

く
、
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
生
活
者
と
し
て
の

個
の
意
見
が
そ
こ
に
加
わ
り
、
渾
然
一
体
化
し

公演を行う内田樹氏

公開講演会は多数の来場者を集めた

　

一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
白
川
先
生
の
ご

業
績
は
、
漢
字
研
究
の
方
面
に
偏
っ
て
い

る
嫌
い
が
あ
る
。
今
回
、
二
箇
月
に
わ
た

る
土
曜
講
座
「
白
川
静
の
世
界
」
を
開
催

し
、
市
民
の
方
々
に
白
川
先
生
の
学
問
の

広
さ
と
深
さ
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
ま
た

「
白
川
学
」
が
も
つ
現
代
的
な
意
義
に
つ

い
て
も
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
よ
き
機

会
と
な
っ
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。
毎
回
、

百
名
以
上
も
の
聴
講
者
が
参
加
さ
れ
、
熱

心
に
聴
講
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
を
改
め
て

感
謝
申
し
上
げ
る
。
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白
川
文
字
学
を
学
び
た
い
と
考
え
て
い
る
学
生
は
毎
年
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
自

分
で
勉
強
を
進
め
に
く
い
よ
う
な
の
で
、
そ
の
手
助
け
に
な
れ
る
よ
う
に
と
毎
年
勉

強
会
を
開
い
て
き
ま
し
た
。
一
昨
年
は
白
川
静
『
漢
字
の
世
界
』（
平
凡
社
・
東
洋

文
庫
）
を
テ
キ
ス
ト
に
使
っ
た
の
で
す
が
、
予
想
外
に
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、
最
初

は
意
欲
的
だ
っ
た
学
生
の
中
に
も
挫
折
す
る
者
が
出
て
来
ま
し
た
。
白
川
先
生
の
文

体
が
難
し
い
と
言
う
者
も
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
今
は
使
わ
な
く
な
っ
た
言
葉
が
た
く

さ
ん
出
て
く
る
の
で
、
文
章
が
読
み
づ
ら
い
と
い
う
声
も
あ
っ
て
、
学
生
た
ち
が
ど

こ
で
躓
く
の
か
を
多
少
知
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
ん
な
具
合
で

す
か
ら『
字
統
』を
読
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
な
お
長
い
道
の
り
が
あ
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
白
川
先
生
の
文
章
を
読
ま
ず
し
て
白
川
文
字
学
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
白
川
先
生
の
文
章
あ
る
い
は
文
体
に
慣
れ

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
習
う
よ
り
も
慣
れ
よ
」
の
考
え
方
で
す
。
そ
う
考
え
て
今

度
は
、『
詩
経
国
風
』
を
読
む
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
特
に
恋
愛
詩
な
ら
馴
染
み
や

す
い
だ
ろ
う
か
ら
、
興
味
も
湧
い
て
く
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
秘
か
な
期
待
を

も
っ
て
い
ま
し
た
。

　

白
川
文
字
学
と
は
い
う
も
の
の
、
翻
っ
て
考
え
る
と
、
先
生
は
も
と
も
と
詩
経
研

究
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
文
字
学
の
研
究
を
始
め
ら
れ
た
わ
け
で
、
そ
れ
を
と

こ
と
ん
追
究
し
て
い
る
う
ち
に
い
つ
の
間
に
か
文
字
学
の
体
系
を
築
く
ま
で
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
考
え
れ
ば
、『
詩
経
』
を
読
む
こ
と
か
ら
始
め
る
の
は

最
も
い
い
や
り
方
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　
『
詩
経
』
は
「
国
風
」
の
「
周
南
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
恋
愛
詩
が
比
較
的
多

く
集
ま
っ
て
い
る
の
は
「
陳
風
」
と
「
鄭
風
」
で
す
の
で
、「
陳
風
」
か
ら
読
み
始

め
ま
し
た
。
勉
強
の
仕
方
と
し
て
は
、
平
凡
社
の
東
洋
文
庫
に
入
っ
て
い
る
白
川
静

『
詩
経
国
風
』
の
注
に
も
っ
と
詳
し
く
書
き
加
え
る
と
い
う
方
法
、
そ
し
て
そ
の
過

程
で
気
付
い
た
こ
と
を
話
題
に
出
し
て
も
ら
う
、
と
い
う
や
り
方
で
始
め
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
作
業
に
次
第
に
慣
れ
て
来
る
あ
た
り
か
ら
、
も
う
一
つ
発
展
的
な
方
法

を
求
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
『
詩
経
』
特
有
の
表
現
法
で
あ
る
隠
語
や
隠
喩
に
注
目
す

る
と
い
う
点
で
す
が
、
今
対
象
と
し
て
い
る
作
品
に
と
ど
ら
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
表

現
を
し
て
い
る
作
品
を
全
部
調
べ
上
げ
る
と
い
う
作
業
を
求
め
ま
し
た
。こ
れ
は『
詩

経
』
の
詩
篇
全
部
に
当
た
っ
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
、
か
な
り
手
間
が
か
か
り
ま
す

が
、
調
べ
れ
ば
何
か
が
分
か
り
ま
す
か
ら
、
意
欲
を
掻
き
立
て
て
く
れ
ま
す
。
こ
う

し
て
学
生
諸
君
は
詩
篇
の
表
現
の
特
徴
に
次
第
に
慣
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

実
は
も
う
一
つ
習
熟
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
語

彙
の
調
査
と
分
析
で
す
。
こ
れ
は
白
川
先
生
の
勉
強
の
仕
方
の
真
骨
頂
と
で
も
言
う

べ
き
も
の
で
、
一
種
の
訓
詁
学
に
通
じ
る
道
で
す
。
し
か
し
語
彙
の
調
査
と
分
析
と

一
言
で
言
っ
て
も
、
実
際
に
や
っ
て
み
な
い
と
ど
ん
な
ふ
う
に
や
る
も
の
な
の
か
、

分
析
っ
て
ど
う
い
う
風
に
す
る
も
の
な
の
か
、
実
感
が
湧
か
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ

で
勉
強
会
の
当
初
か
ら
私
が
さ
り
げ
な
く
補
足
す
る
よ
う
な
形
で
進
め
て
い
ま
し

た
。
こ
の
語
は
こ
れ
こ
れ
の
作
品
に
こ
ん
な
風
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
や
り
方

で
す
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
学
生
諸
君
も
要
領
が
分
か
っ
て
き
た
と
見
え
て
、

今
度
は
自
分
で
調
べ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
い
つ

の
間
に
か
、
白
川
静
の
や
り
方
を
体
得
し
て
い
っ
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
を
も
っ
て

見
て
い
ま
す
。

　

昨
年
の
十
一
月
二
十
日
（
日
）
に
同
志
社
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
主
催
の
国
際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
し
た
。「
文
字
の
宇
宙
│
│
か
た
ち
の
意
味
、
意
味
の

か
た
ち
│
│
」と
い
う
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
す
。
私
も
白
川
文
字
学
の
立
場
か
ら『
祭

祀
言
語
の
記
録
・
甲
骨
文
』
の
題
目
で
講
演
を
し
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
加
わ

り
ま
し
た
。

　

学
生
諸
君
と
の
『
詩
経
国
風
』
の

　
　

勉
強
会
の
報
告
他

客
員
研
究
員　

高 

島　

 

敏 

夫
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白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
は
白
川
文
字
学
を
は
じ
め
と
し
て
体
系
的
な

漢
字
教
育
の
普
及
と
教
育
者
の
育
成
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
、
二
〇
一
一
年
度

「
漢
字
教
育
資
格
士
認
定
講
座
」
を
開
講
し
た
。
本
講
座
は
当
研
究
所
が
定
め
る
所

漢
字
教
育
士
の
登
場

実
施
概
要
報
告

　

二
〇
一
一
年
度

　

「
漢
字
教
育
士
資
格
認
定
講
座
」
の
実
施
に
つ
い
て

二
〇
一
一
年
度

「
漢
字
教
育
士
資
格
認
定
講
座
」
の
実
施
に
つ
い
て

　

五
年
前
か
ら
検
討
し
、
昨
年
度
か
ら
実
施
し
て
き
た
漢
字
教
育
士
資
格
認
定
講
座

が
花
開
き
、
今
年
度
か
ら
漢
字
教
育
士
が
登
場
す
る
。

　

わ
が
国
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
漢
字
教
育
は
、
児
童
・
生
徒
に
対
し
て
ひ
た
す
ら

努
力
を
さ
せ
て
漢
字
を
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
、
精
神
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
児
童
・
生
徒
は
た
だ
や
み
く
も
に
漢
字
を
覚
え
る
こ
と
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

費
や
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
小
学
校
教
員
は
も
と
よ
り
、
中
学
校
・
高

等
学
校
の
国
語
科
教
員
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
字
に
つ
い
て
十
分
な
教
育
を
受
け
て
こ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
「
が
ん
ば
れ
」
と
い
う
精
神
論
に
陥
っ
て
し
ま

う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
い
う
異
常
な
教
育
を
是
正
す
る
た
め
に
、
漢
字
に
つ
い
て
体
系
的
知
識
や
教

育
方
法
を
身
に
つ
け
た
漢
字
教
育
士
を
教
育
界
に
送
り
こ
も
う
と
い
う
の
が
本
研
究

所
の
願
い
で
あ
り
、
そ
の
願
い
を
荷
う
者
こ
そ
漢
字
教
育
士
で
あ
る
。
こ
の
漢
字
教

育
士
が
登
場
す
る
今
年
は
、
わ
が
国
の
国
語
教
育
に
お
け
る
革
命
的
画
期
と
な
る
で

あ
ろ
う
。 

（
所
長　

加
地　

伸
行
）

財団法人日本漢字能力検定協会実施の講座の様子

で
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
多
数

の
「
漢
字
教
育
士
」
が
認
定
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

白
川
静
博
士
の
出
身
地
で
あ
る
福
井

県
で
は
、
近
年
、
県
の
政
策
と
し
て
白

川
文
字
学
の
普
及
を
掲
げ
、
県
内
す
べ

て
の
公
立
小
学
校
で
白
川
文
字
学
を
活

用
し
た
漢
字
学
習
を
取
り
入
れ
て
お

り
、
二
〇
一
一
年
度
よ
り
本
講
座
が
開

設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
福
井
県
教

育
委
員
会
は
、
白
川
文
字
学
お
よ
び
漢

定
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
了
し
た
者
に
対
し
漢
字
教
育
者
と
し
て
資
格
「
漢
字
教
育

士
」
を
認
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

現
在
、
立
命
館
大
学
文
学
部
、
放
送
大
学
大
阪
学
習
セ
ン
タ
ー
、
福
井
県
教
育
委

員
会
、
財
団
法
人
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
に
お
い
て
開
講
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
一
一
年
度
は
立
命
館
大
学
文
学
部
か
ら
第
一
期
生
と
な
る
四
名
の
「
漢
字
教

育
士
」
が
誕
生
し
た
。
受
講
生
は
該
当
の
科
目
履
修
九
〇
時
間
に
加
え
、
二
〇
一
二

年
二
月
に
実
施
し
た
二
日
間
に
わ
た
る
計
八
時
間
の
漢
字
教
育
研
修
を
集
中
的
に
受

講
し
資
格
認
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
っ
た
。
研
修
は
履
修
科
目
に
お
い
て
習

得
し
た
漢
字
学
・
文
字
学
に
関
す
る
知
識
を
ど
う
い
っ
た
形
で
指
導
す
る
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
重
点
が
置
か
れ
講
義
が
な
さ
れ
た
。
漢
字
教
育
の
現
状
に
関
す
る
講

義
に
は
じ
ま
り
、
実
例
を
も
と
と
し
た
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
、
社
会
人
・
一

般
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
受
講
者
層
を
対
象
と
し
た
漢
字
指
導
の
方
法
に
つ
い
て
研
修

が
行
わ
れ
た
。
研
修
に
お
い
て
は
、
一
日
四
時
間
と
い
う
長
時
間
に
わ
た
る
講
義
に

も
、
講
師
の
話
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
講
座
に
集
中
す
る
受
講
生
の
姿
が
あ
っ
た
。

　

二
〇
一
二
年
度
も
本
講
座
は
各
開
講
機
関
に
お
い
て
引
き
続
き
開
講
さ
れ
て
い

る
。
本
年
度
は
立
命
館
大
学
文
学
部
以
外
に
も
資
格
取
得
要
件
を
満
た
す
受
講
生
が
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私
は
中
国
文
学
を
学
ぶ
た
め
、
立
命
館
大
学
に
入
学
し

た
。
そ
し
て
こ
の
四
月
よ
り
、
大
学
院
へ
の
進
学
と
同
時

に
「
漢
字
教
育
士
」
の
資
格
を
得
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
の

で
あ
る
。「
漢
字
教
育
士
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
漢
字
学

字
教
育
の
指
導
方
法
を
身
に
つ
け
た
教
員
を
養
成
す
る
こ
と
で
、
よ
り
質
の
高
い
授

業
の
提
供
に
つ
な
ぎ
た
い
と
し
て
い
る
。
講
座
に
は
、
県
内
の
小
学
校
の
教
員
や
生

涯
学
習
サ
ー
ク
ル
の
会
員
ら
四
三
名
が
参
加
し
て
お
り
、
長
期
休
暇
期
間
を
中
心
に

集
中
講
義
を
行
い
、
二
年
間
で
の
修
了
を
予
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
に
お
い
て
も
同
協
会
の
実
施
す
る
「
漢
字
能
力

検
定
」
一
級
・
準
一
級
の
合
格
者
の
中
か
ら
受
講
を
認
め
ら
れ
た
一
二
二
名
が
立
命

館
大
学
大
阪
キ
ャ
ン
パ
ス
及
び
東
京
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
受
講
し
て
お
り
、

二
〇
一
三
年
三
月
の
修
了
を
予
定
し
て
い
る
。

　

放
送
大
学
大
阪
学
習
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
も
、
す
で
に
開
講
さ
れ
て
い
る
該
当
科

目
を
修
了
し
要
件
を
満
た
し
た
受
講
生
が
出
て
き
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
度
内
に
研

修
の
実
施
を
予
定
し
て
い
る
。

　

そ
の
一
方
、
受
講
者
の
対
象
は
各
機
関
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
限
定
さ
れ
て
お
り
、

受
講
を
希
望
さ
れ
て
い
て
も
、
制
度
上
受
講
対
象
と
な
ら
な
い
方
、
受
講
時
間
の
確

保
が
難
し
い
方
、
遠
隔
地
の
方
な
ど
お
問
い
合
わ
せ
頂
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
お
断

り
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。
現
在
、
研
究
所
と
し
て
も
こ
の
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
開
講
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
形
で
の
講

座
展
開
の
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
講
座
が
、
よ
り
多
く
の
方
に
受
講
頂
け
る
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
、
漢
字
教
育

の
普
及
と
教
育
者
育
成
の
一
助
と
な
る
よ
う
今
後
も
継
続
的
な
展
開
を
図
っ
て
い
く
。

と
漢
字
教
育
研
修
が
あ
り
、
漢
字
学
を
学
ぶ
私
と
し
て
は
有
意
義
な
も
の
で
あ
っ

た
。
研
修
で
は
映
像
を
通
じ
て
、
子
供
た
ち
の
漢
字
に
対
す
る
興
味
関
心
を
肌
で
感

じ
る
こ
と
が
出
来
、
あ
ら
た
め
て
漢
字
教
育
の
重
要
性
を
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。

私
自
身
、
小
学
生
時
代
の
国
語
の
授
業
を
思
い
起
こ
す
と
、
暗
記
中
心
の
漢
字
の
書

き
取
り
テ
ス
ト
が
苦
手
な
少
年
で
あ
っ
た
。
漢
字
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
書
道
を
習
い
始
め
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
書
道
の
作
品
を
書
く
際
に
、
白

川
静
先
生
の
「
常
用
字
解
」
や
「
字
統
」
を
参
考
に
し
、
体
系
的
に
書
か
れ
た
白
川

先
生
の
著
書
は
、
漢
字
の
成
り
立
ち
や
意
味
が
解
り
や
す
く
書
か
れ
て
お
り
、
漢
字

の
面
白
さ
に
魅
か
れ
、
時
空
を
超
え
た
先
人
の
精
神
世
界
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
の

で
あ
る
。

　

現
在
ほ
ど
漢
字
に
興
味
を
持
た
れ
る
時
代
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
誕
生
し
た
子
ど

も
の
名
前
の
多
様
化
に
あ
る
よ
う
に
、
親
は
辞
書
を
片
手
に
漢
字
の
成
り
立
ち
を
調

べ
、
名
前
を
考
え
、
ま
た
手
書
き
の
良
さ
も
再
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

人
々
は
先
人
が
残
し
た
漢
字
の
大
切
さ
に
気
づ
き
始
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
私

た
ち
は
、
人
が
漢
字
に
関
心
を
持
ち
、
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
学
べ
る
機

会
を
作
り
、
自
ら
の
力
で
気
づ
く
力
を
つ
け
る
よ
う
助
言
し
、「
な
る
ほ
ど
、
そ
う

だ
っ
た
の
か
」
と
「
目
か
ら
鱗
」
を
発
見
す
る
楽
し
み
を
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
に

努
力
し
た
い
。

　

漢
字
は
古
人
の
言
霊
を
感
じ
る
こ
と
の
出
来
る
大
切
な
文
化
で
あ
る
。
古
人
が
私

た
ち
に
訴
え
か
け
る
源
は
何
で
あ
る
の
か
、
私
も
学
び
な
が
ら
漢
字
文
化
を
次
世
代

に
伝
え
ら
れ
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
白
川
文
字
学
は
子
供
か
ら
大
人
ま
で
段
階
的
に

学
べ
る
学
問
で
あ
る
。
コ
ツ
コ
ツ
と
し
た
道
で
は
あ
る
が
、
学
ぶ
こ
と
の
心
地
良
い

風
を
感
じ
て
頂
け
る
漢
字
教
育
士
を
目
指
し
た
い
。
白
川
先
生
の
「
逆
風
に
向
か
っ

て
翔
べ
」
と
い
う
言
葉
を
胸
に
抱
い
て
入
学
し
た
私
は
、
情
熱
を
持
ち
続
け
る
こ
と

が
人
を
動
か
す
原
動
力
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。
白
川
静
先
生
の
門
下
生
と
し
て
恥

じ
な
い
よ
う
、
今
後
と
も
精
進
し
て
い
く
覚
悟
で
い
る
。

受
講
者
の
声

立
命
館
大
学
文
学
研
究
科　

布 

谷　

 

達 

朗
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受
賞
理
由

　

多
年
に
わ
た
る
書
道
史
研
究
に
よ
る
、
文
字
や
書
法
に
つ
い
て
の
豊
か
な
学
識

に
基
づ
き
、
日
本
に
お
け
る
出
土
木
簡
の
文
に
、
左
か
ら
右
へ
、
す
な
わ
ち
左
書

き
が
あ
る
こ
と
を
実
証
し
、
そ
れ
は
二
幅
対
・
三
幅
対
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
に
も
つ

な
が
る
と
推
論
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
シ
ン
メ
ト
リ
ー
の
発
想
や
思
考
は
、

甲
骨
文
や
金
文
に
ま
で
遡
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
、
日
本
古
代
の
出
土
資
料
に

対
す
る
独
創
的
解
明
を
中
心
と
す
る
漢
字
文
化
の
研
究
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
業
績

を
高
く
評
価
し
ま
し
た
。

受
賞
者
の
声

　

考
古
学
の
成
果
を
援
用
し
つ
つ
、
難
波
津
の
歌
を
記
し
た
木

簡
・
土
器
や
七
世
紀
後
半
に
遡
る
万
葉
歌
最
古
の
遺
例
（
明
日

香
村
・
石
神
遺
跡
出
土
刻
書
木
簡
）
を
発
見
解
読
し
、
当
時
の

一
字
一
音
表
記
の
普
遍
通
行
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

が
、
仮
名
に
も
か
か
わ
る
こ
と
が
東
洋
文
字
の
一
環
と
し
て
認

め
ら
れ
ま
し
た
こ
と
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。
今
後
、
本
賞
の
対
象
が
よ
り
学
際
的

に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
書
学
書
道
史
領
域
に
と
り
ま
し
て
も
励
み
に
な
る
こ

と
と
存
じ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
賞
教
育
普
及
賞

書
論
研
究
会

受
賞
理
由

　

京
都
教
育
大
学
名
誉
教
授
、
杉
村
邦
彦
会
長
を
中
心
に
、
学
術
機
関
誌
『
書
論
』

の
刊
行
を
通
じ
て
、
書
論
や
書
に
関
す
る
諸
文
献
の
研
究
を
着
実
に
行
な
い
、
そ
の

成
果
は
中
国
・
台
湾
・
韓
国
等
に
お
い
て
も
極
め
て
高
い
評
価
を
得
ま
し
た
。
そ
の

多
年
に
わ
た
る
、
書
を
通
じ
て
の
漢
字
文
化
の
普
及
に
努
め
た
す
ぐ
れ
た
業
績
を
、

こ
こ
に
大
い
に
顕
彰
し
ま
し
た
。

受
賞
者
の
声

　

白
川
先
生
と
は
、
先
生
が
文
字
文
化
研
究
所
所
長
御
在
任
中
、
私
も
理
事
の
末
席

を
汚
し
、
御
指
導
と
御
交
誼
を
賜
っ
て
参
り
ま
し
た
。
中
で
も
、

平
成
九
年
八
月
同
研
究
所
と
遼
寧
省
博
物
館
と
の
共
催
で
遼
寧

省
瀋
陽
市
に
お
い
て
「
日
中
合
同
文
字
文
化
研
討
会
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
と
き
は
、
私
も
団
長
白
川
先
生
の
随
伴
と
し
て
参
加

し
、
羅
振
玉
に
関
す
る
研
究
発
表
を
し
て
、
旅
順
の
羅
振
玉
故

居
も
参
観
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
忘
れ
が
た
い
思
い
出
で
す
。
先
生
か
ら
は
私
の
さ

さ
や
か
な
書
学
研
究
と
私
の
編
集
し
ま
す
『
書
論
』
誌
に
つ
い
て
、
過
分
の
お
言
葉

を
賜
っ
て
お
り
ま
し
た
。
先
生
の
御
期
待
に
そ
う
の
は
困
難
で
す
が
、
今
後
も
斯
学

の
た
め
に
研
鑽
と
努
力
を
積
み
重
ね
て
参
り
た
い
と
期
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　

委
員
長　

加
地
伸
行

　
　
　
　

委　

員　

上
野
隆
三
・
下
中
美
都
・
芳
村
弘
道
（
五
十
音
順
）

　

第
五
回
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字

　

文
化
賞
の
選
考
結
果
に
つ
い
て

立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
賞
教
育
普
及
賞

森 

岡　
　

隆　

氏

（
筑
波
大
学
大
学
院
教
授
）

選
考

委
員

　

第
五
回
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字

　

第
五
回
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字

　

文
化
賞
の
選
考
結
果
に
つ
い
て

　

第
五
回
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字

代
表　

杉 

村　

 

邦 

彦　

氏

京
都
教
育
大
学
名
誉
教
授

⎛⎝

⎛⎝
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二
〇
一
一
年
三
月
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、
教
育
・
家
庭
生
活
に
も
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
当
研
究
所
で
は
、
年
齢
・
性
別
に
関
わ
ら
ず
共
通
の
話

題
に
で
き
る
漢
字
・
日
本
語
を
、
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
交

流
ツ
ー
ル
と
な
る
よ
う
に
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
絆
の
力
を
震
災
復
興

に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
、「
漢
字
で
元
気
に
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
話

題
や
知
識
を
提
供
す
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
試
み
を
始
め
た
。
な
お
、
こ
の
活
動

は
学
校
法
人
立
命
館
東
日
本
大
震
災
関
連
特
別
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
災
害
復
興
支

同
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
市
民
を
無
料
招
待
し
た
。
漢
字
・
日
本
語
を
テ
ー
マ
に
し

た
ゲ
ー
ム
（
か
る
た
・
ト
ラ
ン
プ
・
双
六
な
ど
）
や
漢
字
グ
ッ
ズ
の
当
た
る
ク
イ
ズ

大
会
・
画
数
ビ
ン
ゴ
大
会
、
古
代
文
字
で
名
前
を
書
く
等
の
催
し
や
、
白
川
静
博
士

の
紹
介
、
学
習
用
教
材
の
展
示
な
ど
を
行
っ
た
。

　
「
震
災
・
放
射
能
の
影
響
で
た
く
さ
ん
の
お
友
達
が
一
時
的
に
福
島
を
離
れ
ま
し

た
。
精
神
的
に
も
子
ど
も
た
ち
の
負
担
が
大
き
い
中
、
あ
そ
び
な
が
ら
漢
字
に
親
し

む
と
い
う
、
学
び
の
楽
し
さ
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
」
と

い
う
感
想
も
あ
っ
た
。
会
場
に
は
二
日
間
で
約
二
〇
〇
人
が
来
場
し
た
。
地
元
紙
の

『
福
島
民
報
』『
福
島
民
友
』
の
取
材
も
受
け
、
同
県
在
住
の
校
友
も
多
数
来
訪
し
、

家
族
や
友
人
同
士
で
ゲ
ー
ム
や
イ
ベ
ン
ト
を
楽
し
む
声
が
終
日
響
い
て
い
た
。

　

ま
た
、
同
月
二
六
日
・
二
七
日
に
は
宮
城
県
角
田
市
を
訪
問
し
た
。
同
市
は
「
東

京
漢
字
探
検
隊
」
が
毎
年
春
に
訪
問
し
「
農
業
と
宇
宙
」
を
テ
ー
マ
に
体
験
学
習
を

し
て
い
た
先
で
あ
る
が
、
今
回
は
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
二
六
日
は
、
市
立

枝
野
小
学
校
を
訪
問
し
、
漢
字
の
授
業
を
行
っ
た
。
同
校
の
宍
戸
真
一
郎
校
長
は
、

同
年
三
月
ま
で
地
震
と
津
波
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
同
県
南
三
陸
町
立
伊い

里さ
と

前ま
え

小

　

災
害
復
興
支
援
「
漢
字
で
元
気
に
」
活
動
報
告

文
化
事
業
担
当　

久 

保　
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災
害
復
興
支
援
「
漢
字
で
元
気
に
」
活
動
報
告

子供たちの活発な声が響く「漢字クイズ大会」

スタッフとして参加の福島大学学生

援
室
が
教
職
員
向
け
に
公
募
し
た

「
東
日
本
大
震
災　

復
興
の
た
め

の
『
私
た
ち
の
提
案
』」
事
業
に

採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
同
年
九
月
二
三
日
・
二
四

日
に
、
福
島
市
の
子
ど
も
の
夢
を

育
む
施
設
「
こ
む
こ
む
」
で
「
福

島
漢
字
探
検
隊
―
漢
字
あ
そ
び
大

会
」
を
開
催
し
た
。
当
研
究
所

は
、
福
島
大
学
人
間
発
達
文
化
学

類 

澁
澤
尚
研
究
室
と
共
同
で
、

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
弾
と
し
た

学
校
の
校
長
と
し
て
勤
務
さ
れ
て

い
た
。
枝
野
小
と
伊
里
前
小
と
が

校
長
の
異
動
を
機
に
交
流
を
行

な
っ
て
い
る
話
を
聞
き
、
枝
野
小

だ
け
で
な
く
、
伊
里
前
小
と
同
校

に
間
借
り
し
て
い
る
同
町
立
名な

足た
り

小
へ
も
白
川
文
字
学
教
材
（
出
版

各
社
か
ら
の
協
賛
品
）
等
一
式
を

贈
呈
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の

後
、
角
田
市
の
教
育
委
員
会
を
訪

問
し
て
菊
池
俊
彦
教
育
長
に
面
会

し
、
教
育
委
員
会
お
よ
び
今
回
は
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「漢字あそび大会」（福島）会場全景

「大」の字を体感する児童（角田市立横倉小学校）

訪
問
で
き
な
か
っ
た
他
の
小
学
校
七
校
分
の
教
材
を
教
育
長
に
贈
呈
し
た
。

　

翌
二
七
日
は
、
同
市
立
横
倉
小
学
校
を
訪
問
し
、
こ
こ
で
も
授
業
を
行
い
、
授
業

の
後
、
教
材
一
式
を
贈
呈
し
た
。
同
校
の
太
田
一
江
校
長
は
角
田
市
の
隣
町
で
や
は

り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
山
元
町
に
在
住
さ
れ
て
お
り
、
津
波
が
自
宅
敷
地
の
す
ぐ

前
ま
で
来
た
と
い
う
。「
山
元
町
の
小
学
校
に
も
来
て
い
た
だ
け
ま
す
か
」
と
依
頼

を
受
け
た
。

　

今
年
も
一
〇
月
に
同
様
の
取
組
を
福
島
市
と
角
田
市
で
行
な
う
計
画
を
進
め
て
い

る
。
ま
た
立
命
館
大
学
が
災
害
復
興
に
向
け
た
連
携
協
力
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し

た
岩
手
県
大
船
渡
市
を
は
じ
め
、
当
研
究
所
と
し
て
で
き
る
限
り
の
支
援
活
動
を
継

続
し
て
行
な
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

文
化
事
業
で
は
、
研
究
所
設
立
の
七
年
目
に
あ
た
る
二
〇
一
一
年
度
に
は
、
前
年

度
に
引
き
続
き
、
白
川
文
字
学
の
一
般
へ
の
普
及
と
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
に
重
点

を
置
い
て
、
以
下
の
活
動
を
展
開
し
た
。

体
験
型
漢
字
講
座
「
漢
字
探
検
隊
」

　

二
〇
〇
七
年
度
よ
り
始
ま
っ
た
「
漢
字
探
検
隊
」
は
、
毎
回
一
つ
の
も
の
を
テ
ー

マ
と
し
て
、
座
学
だ
け
で
は
な
く
、
見
学
や
体
験
を
通
し
て
漢
字
の
成
り
立
ち
と
そ

の
も
と
に
な
っ
た
自
然
や
文
化
を
学
習
す
る
体
験
型
の
講
座
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年

度
は
全
国
八
都
府
県
で
二
〇
回
開
催
さ
れ
、
延
べ
約
一
五
〇
〇
名
の
参
加
者
が
あ
っ

た
。

　

本
年
度
は
新
た
な
開
催
地
と
し
て
、
滋
賀
県
草
津
市
・
茨
城
県
つ
く
ば
市
・
福
岡

県
久
留
米
市
・
福
島
市
が
加
わ
っ
た
（
福
島
市
で
の
事
業
に
つ
い
て
は
別
項
に
）。

新
た
な
取
組
と
し
て
は
、
福
井
県
永
平
寺
町
シ
ル
バ
ー
セ
ン
タ
ー
の
依
頼
に
よ
る
オ

ン
デ
マ
ン
ド「
漢
字
探
検
隊
」が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
一
年
七
月
に
は
同
セ
ン
タ
ー

が
募
集
し
た
団
体
が
京
都
を
訪
れ
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
は
福
井
県
内
で
の
講
座
開

　

二
〇
一
一
年
度　

活
動
報
告

　

文
化
事
業

　

二
〇
一
一
年
度　

活
動
報
告
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地
域

回

実
施
年
月

テ
ー
マ

講
座
名

参
加

者
数

場
所

京　都

25

２
０
１
１
・
５

動　

物

動
物
園
で
漢
字
と
出
合
う

77

京
都
市
動
物
園

26

２
０
１
１
・
７

道　

具

匠
も
び
っ
く
り
漢
字
の
技

76

京
都
市
伝
統
産
業
ふ
れ
あ
い
館

27

２
０
１
１
・
10

植　

物

植
物
園
で
漢
字
と
出
合
う

65

京
都
府
立
植
物
園

28

２
０
１
１
・
12

神

神
と
つ
な
が
る
漢
字

85

北
野
天
満
宮

29

２
０
１
２
・
２

医　

療

医
療
・
健
康
と
漢
字

48

眼
科
・
外
科
医
療
博
物
館

30

２
０
１
２
・
３

　

―

漢
字
あ
そ
び
大
会

400

立
命
館
大
学
朱
雀
キ
ャ
ン
パ
ス

番外

２
０
１
１
・
７

動
物
・
神

漢
字
探
検
隊

60

京
都
市
動
物
園
・
北
野
天
満
宮

滋賀

1

２
０
１
１
・
10

人　

体

漢
字
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
大
会

79

立
命
館
大
学
び
わ
こ
・
く
さ
つ
キ
ャ
ン
パ
ス

2

２
０
１
１
・
11

植　

物

植
物
園
で
漢
字
と
出
合
う

15

草
津
市
立
水
生
植
物
園

東京

13

２
０
１
１
・
７

建
物
・
道
具
江
戸
で
漢
字
と
出
合
う

20

江
戸
東
京
博
物
館

14

２
０
１
１
・
10

動　

物

動
物
園
で
漢
字
と
出
合
う

15

恩
賜
上
野
動
物
園

茨城

1

２
０
１
１
・
９

人　

体

漢
字
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
大
会

42

つ
く
ば
サ
イ
エ
ン
ス
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー

2

２
０
１
１
・
10

植　

物

植
物
園
で
漢
字
と
出
合
う

36

筑
波
実
験
植
物
園

広島

3

２
０
１
１
・
５

動　

物

動
物
園
で
漢
字
と
出
合
う

16

広
島
市
安
佐
動
物
公
園

福岡

4

２
０
１
１
・
９

科　

学

漢
字
に
見
る
科
学
の
眼

60

福
岡
県
青
少
年
科
学
館

5

２
０
１
１
・
９

動　

物

鳥
類
・
動
物
と
漢
字

41

久
留
米
市
鳥
類
セ
ン
タ
ー

6

２
０
１
１
・
９

神

神
と
つ
な
が
る
漢
字

27

太
宰
府
天
満
宮

7

２
０
１
１
・
９

動　

物

動
物
園
で
漢
字
と
出
合
う

35

到
津
の
森
公
園

福井

番外

２
０
１
２
・
３

動　

物
・

水
棲
動
物

漢
字
探
検
隊

50

足
羽
山
公
園
遊
園
地
・
越
前
松
島
水
族
館

福島

1

２
０
１
１
・
９

　

―

漢
字
あ
そ
び
大
会

200

こ
む
こ
む
館

催
と
な
っ
た
。

　

ま
た
同
月
開
催
さ
れ
た「
第
三
〇
回
記
念
京
都
漢
字
探
検
隊
―
漢
字
あ
そ
び
大
会
」

で
は
、
近
隣
の
三
条
会
商
店
街
の
協
力
を
得
て
「
漢
字
ラ
リ
ー
」
を
開
催
し
た
。

「
珈コ
ー

琲ヒ
ー

」「
眼め
が
ね鏡

拭ふ
き

」
な
ど
漢
字
で
書
か
れ
た
商
品
の
札
を
正
し
く
読
め
る
と
ス
タ
ン

プ
が
も
ら
え
る
も
の
で
、
参
加
者
は
商
店
街
の
方
々
と
触
れ
合
い
な
が
ら
、
買
い
物

を
楽
し
ん
で
い
た
。

学
内
他
組
織
と
の
連
携
事
業

　

二
〇
一
一
年
一
〇
月
下
旬
か
ら
一
一
月
初
旬
の
一
週
間
に
は
、
国
際
平
和
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
と
の
連
携
で
、
恒
例
の
平
和
と
言
葉
に
つ
い
て
考
え
、
表
現
し
よ
う
と
い
う

催
し
「
平
和
っ
て
な
に
色　

文
字
・
活
字
文
化
の
日
特
別
企
画
」
を
開
催
し
た
。
平

和
へ
の
願
い
を
一
字
で
表
す
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
参
加
者
に
は
虹
の
七
色
等
の
漢
字

に
つ
い
て
解
説
し
た
カ
ー
ド
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。

　

ま
た
同
年
一
一
月
に
は
、
立
命
館
大
学
父
母
教
育
後
援
会
が
主
催
す
る
学
生
保
護

アカデミック京都ウォッチング
（京都 月桂冠大倉記念館 2011年11月）

漢字ラリーで「靴箆」の読みを答えてスタン
プをもらう
（京都 三条会商店街　2012年3月）
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形
で
行
な
わ
れ
、
四
〇
名
強
の
教
員
等
が
受
講
し
て
い
る
。
今
年
度
末
に
は
福
井
で

の
「
漢
字
教
育
士
」
が
誕
生
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

福井県教育委員会「漢字教育士」養成講座の様子

者
向
け
の
京
都
文
化
学
習
ツ
ア
ー
で
あ
る
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
京
都
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」

に
「
白
川
文
字
学
―
漢
字
で
巡
る
京
都
」
と
題
し
た
コ
ー
ス
を
開
設
、
異
な
っ
た
視

点
で
の
京
都
観
光
・
学
習
と
し
て
好
評
を
得
た
。

　

二
〇
一
二
年
度
に
も
継
続
し
て
開
催
す
る
ほ
か
、
八
月
に
は
教
員
免
許
状
更
新
講

習
に
「
漢
字
を
ど
う
教
え
る
か
」
を
開
講
す
る
予
定
で
あ
る
。

他
の
機
関
と
の
連
携

　

財
団
法
人
日
本
漢
字
能
力
検
定
協
会
と
は
「
漢
字
教
育
士
」
養
成
講
座
事
業
の
受

託
を
契
機
に
、
同
検
定
受
検
者
へ
の
当
研
究
所
の
活
動
広
報
や
情
報
交
換
等
の
交
流

が
始
ま
っ
た
。
ま
た
コ
ー
プ
こ
う
べ
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー
で
は
「
子
ど
も
漢
字
塾
」

お
よ
び
「
大
人
の
漢
字
塾
」
講
座
を
、
神
戸
新
聞
文
化
セ
ン
タ
ー
で
は
「
白
川
静
の

世
界
―
漢
字
を
楽
し
も
う
」
を
開
講
し
た
。

福
井
県
と
の
連
携

　

福
井
県
の
公
立
小
学
校
全
校
で
行
わ
れ
て
い
る
「
白
川
文
字
学
」
に
基
づ
く
漢
字

教
育
は
着
実
に
成
果
を
上
げ
て
お
り
、
県
教
育
委
員
会
編
集
に
よ
り
県
内
の
小
学
校

教
育
で
使
用
さ
れ
て
い
た
副
読
本（
参
考
書
）『
白
川
静
博
士
の
漢
字
の
世
界
へ
』は
、

二
〇
一
一
年
二
月
に
平
凡
社
か
ら
全
国
発
売
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
四
月
に
は
実
売

三
万
五
千
部
を
達
成
し
た
。同
じ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
副
読
本（
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
）『
白

川
静
博
士
に
学
ぶ　

楽
し
い
漢
字
学
習
』も
二
〇
一
二
年
三
月
に
全
国
発
売
さ
れ
た
。

　

当
研
究
所
か
ら
は
、
こ
の
事
業
の
中
枢
機
関
で
あ
る
福
井
県
教
育
研
究
所
に
研
究

会
講
師
と
し
て
津
崎
幸
博
・
研
究
所
客
員
研
究
員
を
派
遣
す
る
ほ
か
、
県
教
育
委
員

会
主
催
の
「
白
川
文
字
学
講
座
」「
親
子
ふ
れ
あ
い
漢
字
講
座
」
へ
出
講
し
た
。
ま

た
福
井
大
学
で
の
夏
季
集
中
講
座
も
開
催
さ
れ
た
。
県
教
育
委
員
会
か
ら
の
委
託
事

業
で
あ
る
「
漢
字
教
育
士
」
養
成
講
座
は
、
継
続
し
て
長
期
休
暇
中
に
集
中
講
義
の

滋
賀
県
草
津
市
・
兵
庫
県
朝
来
市
・
京
都
市
と
の
連
携

　

び
わ
こ
・
く
さ
つ
キ
ャ
ン
パ
ス
を
擁
す
る
立
命
館
大
学
と
草
津
市
と
は
、
す
で
に

教
育
研
究
連
携
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
て
い
る
が
、
同
市
で
は
基
礎
学
力
の
定
着

と
学
習
意
欲
の
向
上
を
図
る
た
め
、
二
〇
一
〇
年
度
よ
り
市
立
の
全
小
・
中
学
校
に

て
漢
字
・
計
算
・
英
語
の
三
検
定
の
受
検
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち

漢
字
教
育
を
側
面
支
援
す
る
た
め
、
草
津
市
教
育
委
員
会
と
の
共
催
事
業
と
し
て

「
草
津
漢
字
探
検
隊
」
が
始
ま
っ
た
ほ
か
、
市
内
の
複
数
の
施
設
に
お
い
て
「
白
川

静
展
」
を
開
催
し
、
好
評
を
得
た
。
二
〇
一
二
年
度
は
、「
漢
字
探
検
隊
」
の
開
催

の
ほ
か
、
各
学
校
へ
の
出
張
講
義
や
教
員
に
対
す
る
講
習
へ
の
出
講
な
ど
が
企
画
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
兵
庫
県
朝
来
市
和
田
山
公
民
館
で
の
市
民
講
座
が
五
月
か
ら
一
二
月
ま
で

「白川文字学－漢字で巡る京都」講演
（東京 京都造形芸術大学外苑キャンパス 2012
年2月）



第７号 ◆ 14

連
続
開
催
さ
れ
、
一
一
月
に
は
同
市
主
催
の
「
兵
庫
短
歌
祭
」
で
の
講
演
を
行
な
っ

た
。
二
〇
一
二
年
度
も
引
き
続
き
市
民
講
座
へ
の
出
講
が
あ
る
ほ
か
、
同
市
竹
田
城

下
で
の
「
漢
字
探
検
隊
」
の
開
催
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

　

京
都
市
が
二
〇
一
二
年
二
月
に
実
施
し
た
京
都
創
生
Ｐ
Ｒ
事
業
「
京
あ
る
き
ｉ
ｎ

東
京
二
〇
一
一
」
の
「
京
都
の
大
学
に
よ
る
特
別
講
座
」
に
協
賛
し
、「
白
川
文
字

学
―
漢
字
で
巡
る
京
都
」
を
講
演
し
た
。

白
川
文
字
学
の
普
及
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

　

全
国
で
白
川
文
字
学
の
普
及
に
努
力
さ
れ
て
い
る
教
員
や
漢
字
研
究
者
と
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
作
り
は
四
年
目
を
迎
え
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
相
互
間
で
の
連
携
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

学
力
の
基
礎
を
き
た
え
ど
の
子
も
伸
ば
す
研
究
会
（
学
力
研
…
小
学
校
教
員
を
中

心
と
し
た
自
主
学
習
組
織
。
こ
こ
で
の
実
践
か
ら
「
百
マ
ス
計
算
」
な
ど
が
生
ま
れ

た
）
二
〇
一
一
年
八
月
の
全
国
大
会
で
の
発
表
を
行
っ
た
。

　

出
張
講
座
…
草
津
市
立
草
津
第
二
小
学
校
・
京
都
府
立
洛
陽
工
業
高
等
学
校
・
追

手
門
学
院
高
等
学
校
（
大
阪
府
茨
木
市
）
へ
の
出
前
授
業
お
よ
び
教
職
員
へ
の
講
習

会
に
招
か
れ
た
。

　

伊
東
信
夫
氏
（
漢
字
研
究
家
。『
漢
字
が
楽
し
く
な
る
シ
リ
ー
ズ
』（
太
郎
次
郎
社

エ
デ
ィ
タ
ス
刊
）や『
成
り
立
ち
で
知
る
漢
字
の
お
も
し
ろ
世
界
シ
リ
ー
ズ
』（
ス
リ
ー

エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
刊
）
の
著
者
）
を
「
京
都
漢
字
探
検
隊
―
漢
字
あ
そ
び
大
会
」

に
招
き
、
講
演
な
ど
を
行
っ
た
。
ま
た
小
寺
誠
氏
（
客
員
研
究
員
・
元
京
都
府
教

員
・『
白
川
静
式
小
学
校
漢
字
字
典
』（
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
Ａ
刊
）
著
者
）
を
研
究
所
客

員
研
究
員
と
し
、
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
等
へ
の
出
講
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

近
年
「
白
川
文
字
学
」
関
連
の
書
籍
を
刊
行
し
て
い
る
出
版
社
（
平
凡
社
、
太
郎

漢字ジェスチャー大会
（立命館びわこ・くさつキャンパス 2011年10月）

次
郎
社
エ
デ
ィ
タ
ス
、
ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
方
丈
堂
出
版
）
と
の
間
で
、

講
座
で
の
広
告
配
布
や
「
漢
字
あ
そ
び
大
会
」
で
の
景
品
提
供
な
ど
相
互
連
携
が
な

さ
れ
て
い
る
。

福井漢字探検隊
（福井 越前松島水族館 2012年3月）

漢字に見る科学の眼
（福岡県青少年科学館 2011年9月）

植物園で漢字と出合う　　
（茨城 筑波実験植物園 2011年10月）
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学
術
事
業

主
な
研
究
業
績

○
加
地　

伸
行

著　

書　

 

沈
黙
の
宗
教 

―
儒
教 

（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
） （
筑
摩
書
房 

二
〇
一
一
年

四
月
）

○
芳
村　

弘
道

論　

文　

 『
選
詩
演
義
』
考
異
―
宋
代
『
文
選
』
版
本
と
し
て
の
『
選
詩
演
義
』
―

（「
學
林
」
第
五
三
・
五
四
号　

二
〇
一
一
年
一
二
月
） 

　
　
　
　

 

関
于
陸
心
源
手
校
本
《
政
経
、
心
経
》　

董
偉
華
訳
（「
中
文
学
術
前
沿
」

第
三
期　

二
〇
一
一
年
一
二
月　

浙
江
大
学
出
版
社
）

編　

著　

 

立
命
館
大
学
文
学
部
中
国
文
学
専
攻
所
蔵　

村
上
哲
見
先
生
旧
蔵
詞
学

文
献
目
録
（「
中
国
芸
文
研
究
会
」
二
〇
一
一
年
一
一
月
）

　
　
　
　

 

立
命
館
大
学
中
国
文
学
専
攻
所
藏　

故
黄
萬
居
氏
寄
贈
漢
籍
古
書
分
類

目
録
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

　
　
　
　

 

南
丹
市
立
博
物
館
所
蔵　

小
出
文
庫
漢
籍
古
書
分
類
目
録
（
南
丹
市
立

博
物
館
、
二
〇
一
二
年
三
月
）

訳　

注　

 

董
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
巻
本
譯
注
（
四
）（「
立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

文
字
文
化
研
究
紀
要
」
五
号　

二
〇
一
一
年
六
月
）

学
会
発
表　
《
選
詩
演
義
》
考
異
―
《
選
詩
演
義
》
所
用
《
文
選
》
的
版
本
問
題

　
　
　
　

 （《
文
選
》
與
中
國
文
學
傳
統
國
際
學
術
研
討
會　

南
京
大
学

二
〇
一
一
年
八
月
）

そ
の
他　

 

納
税
者
で
あ
っ
た
白
居
易
（「
新
釈
漢
文
大
系
季
報
」
一
一
一
巻　

二
〇
一
一
年
六
月
） 

○
上
野　

隆
三

講　

演　
「
表
と
裏
の
三
国
志　

―
『
三
国
志
演
義
』
成
立
と
花
関
索
―
」

　
　
　
　

 

立
命
館
土
曜
講
座 

第
二
九
九
四
回 

（
二
〇
一
一
年
一
〇
月
八
日
）

○
萩
原　

正
樹

論　

文　

 

蕪
城
秋
雪
及
其
《
香
草
墨
縁
》　
（「
詞
学
」
二
六
号　

二
〇
一
一
年

一
二
月
）

　
　
　
　

 

森
川
竹
磎
年
譜
稿
（
上
） （「
學
林
」
五
三
・
五
四
号　

二
〇
一
一
年

一
二
月
）

編　

著　

 

立
命
館
大
学
文
学
部
中
国
文
学
専
攻
所
蔵　

村
上
哲
見
先
生
旧
蔵
詞
学

文
献
目
録
（「
中
国
芸
文
研
究
会
」
二
〇
一
一
年
一
一
月
）

翻　

訳　

 

関
中
金
鸞
校
訂
本『
詩
余
図
譜
』考　

張
仲
謀
、
萩
原
正
樹
訳（「
風
絮
」

八
号
二
〇
一
二
年
三
月
）

○
松
本　

保
宣

論　

文 　

 「
从
朝
堂
至

│
唐
代
直

方
式
之

迁
│
」 

松
本
保
宣　

鄧
小

南
・
曹
家
斉
・
平
田
茂
樹
主
編
『
文

・
政
令
・
信
息
沟
通
│
以
唐

宋

期

主
│
』
上
冊
（
北
京
大
学
出
版
社　

二
〇
一
二
年
一
月
）

研
究
発
表　

 「
隋
唐
皇
帝
の
居
所
と
宮
城
構
造
の
変
容
」　
（
東
ア
ジ
ア
比
較
都
城
史

研
究
会
第
三
回
共
同
研
究
会　

二
〇
一
二
年
一
月
七
日　

山
口
大
学

人
文
学
部
）

○
高
島　

敏
夫

論　

文　

 
讀
「
釈
師
」
│
白
川
文
字
學
の
原
點
に
還
る
（
四
）（「
立
命
館
白
川
靜

記
念
東
洋
文
字
文
化
研
究
所
紀
要
」
五
号
二
〇
一
一
年
六
月
）
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編
集
後
記

○ 
木
村
一
信
先
生
に
は
公
私
ま
こ
と
に
御
多
用
の
と
こ
ろ
、「
中
島
敦
の
文
学
と
白

川
静
先
生
と
」
の
続
稿
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
。
今
回
は
「
狂
気
」
を
軸
に
夏
目
漱

石
か
ら
説
き
起
こ
し
、
中
島
敦
と
白
川
先
生
の
「
狂
字
論
」
と
の
近
接
性
を
指
摘

し
、
あ
わ
せ
て
武
田
泰
淳
に
も
言
及
さ
れ
、「
狂
字
論
」
が
夏
目
・
中
島
・
武
田

の
文
学
を
理
解
す
る
に
も
参
考
に
な
る
と
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

○ 

当
研
究
所
は
、
昨
年
、
二
〇
一
一
年
の
五
月
と
六
月
の
立
命
館
大
学
土
曜
講
座
を

企
画
担
当
し
、「
白
川
静
の
世
界
」
と
い
う
統
一
テ
ー
マ
の
も
と
、
学
内
外
の
講

師
に
よ
る
講
演
や
特
別
企
画
の
映
画「
京
都
太
秦
物
語
」の
上
映
を
行
い
ま
し
た
。

「
京
都
太
秦
物
語
」
は
、
松
竹
株
式
会
社
と
本
学
映
像
学
部
が
共
同
製
作
し
、
大

い
に
話
題
と
な
っ
た
映
画
で
す
。
重
要
な
登
場
人
物
が
「
白
川
文
字
学
」
の
研
究

者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
映
画
鑑
賞
を
通
し
て
も
「
白
川
学
」
の
広
が

り
を
理
解
し
て
戴
け
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
上
映
前
に
は
映
像
学
部
の
冨
田
美
香
准

教
授
に
こ
の
映
画
の
製
作
過
程
を
講
演
し
て
戴
き
ま
し
た
（
な
お
冨
田
准
教
授
に

は
小
誌
第
五
号
に
「『
京
都
太
秦
物
語
』
製
作
談　

白
川
文
字
学
研
究
者　

榎
大

地
の
創
造
」
の
御
寄
稿
が
あ
り
ま
す
）。
連
続
講
演
の
一
つ
に
は
神
戸
女
学
院
大

学
名
誉
教
授
の
内
田
樹
氏
を
お
招
き
し
て
の「
私
が
白
川
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
」

と
題
す
る
公
開
講
演
を
催
し
、
多
数
の
聴
講
者
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
二
ヶ
月
、
八

回
に
お
よ
ぶ
立
命
館
大
学
土
曜
講
座
「
白
川
静
の
世
界
」
の
報
告
を
小
文
に
ま
と

め
ま
し
た
。

○ 

高
島
敏
夫
客
員
研
究
員
は
毎
年
、
学
生
対
象
の
勉
強
会
を
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
か
ら
白
川
静
先
生
の
『
詩
経
国
風
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
）
を
テ
キ
ス
ト
に

し
て
、『
詩
経
』
の
表
現
法
や
語
彙
を
丹
念
に
調
べ
て
読
み
進
め
て
い
る
こ
と
を
、

「
学
生
諸
君
と
の
『
詩
経
国
風
』
の
勉
強
会
の
報
告
他
」
に
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

白
川
静
先
生
の
学
問
方
法
が
習
得
で
き
る
貴
重
な
場
を
学
生
に
提
供
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
当
研
究
所
の
学
内
活
動
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
す
。

○ 

当
研
究
所
は
「
漢
字
教
育
士
」
と
い
う
独
自
の
資
格
認
定
を
開
始
し
ま
し
た
が
、

二
〇
一
一
年
度
に
は
「
漢
字
教
育
士
資
格
認
定
講
座
」
を
学
内
に
行
い
、
本
学
文

学
部
か
ら
の
受
講
生
四
名
が
第
一
期
生
と
し
て
「
漢
字
教
育
士
」
の
資
格
を
認
定

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
講
座
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
の
紹
介
お
よ
び
二
〇
一
二
年
度

の
予
定
な
ど
が
、「
二
〇
一
一
年
度
『
漢
字
教
育
士
資
格
認
定
講
座
』
の
実
施
に

つ
い
て
」
の
一
文
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
第
一
期
生
の
ひ
と
り
の
本
学
大
学

院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
一
回
生
、
布
谷
達
朗
君
が
受
講
の
体
験
記
「『
漢

字
教
育
士
資
格
認
定
講
座
』
を
受
講
し
て
」
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。

○ 

第
五
回
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
文
化
賞
は
、
筑
波
大
学
大
学
院
教
授

の
森
岡
隆
氏
と
書
論
研
究
会
（
代
表
：
杉
村
邦
彦
氏
）
に
そ
れ
ぞ
れ
「
教
育
普
及

賞
」
を
贈
呈
し
ま
し
た
。「
第
五
回
立
命
館
白
川
静
記
念
東
洋
文
字
文
化
文
化
賞

の
選
考
結
果
に
つ
い
て
」
に
、
受
賞
理
由
と
受
賞
者
の
声
を
掲
載
し
ま
し
た
。
な

お
贈
呈
式
は
二
〇
一
一
年
五
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

○ 

昨
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
は
、
今
な
お
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す

が
、
当
研
究
所
と
し
ま
し
て
も
、「
漢
字
」
を
話
題
に
し
た
交
流
の
場
を
設
け
る

こ
と
に
よ
る
復
興
支
援
の
活
動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
文
化
事
業
担
当
の
久
保
裕

之
氏
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
こ
の
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
活
動
報
告
を

久
保
氏
に
ま
と
め
て
戴
き
ま
し
た
。
ま
た
久
保
氏
に
は
二
〇
一
一
年
度
の
そ
の
他

の
文
化
事
業
の
活
動
報
告
も
記
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
当
研
究
所
が
広
く
社
会
に

向
け
、「
漢
字
」「
東
洋
文
字
文
化
」
を
基
軸
に
据
え
た
文
化
活
動
を
昨
年
度
も
展

開
し
た
こ
と
を
、
二
つ
の
報
告
を
通
し
て
御
理
解
賜
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
芳
村
弘
道
記
）


