
湯
　

沢
　

幸

吉

郎
近
代
国
語
学
に
大
き
な
足
跡

日

本

語

へ

の

思

い

古
典
か
ら
現
代
文
学
ま
で
、
国
文
学
の
研
究
を
志
す
人
は
た
く
さ
ん
い
る
が
、
日
本
語
そ
の
も
の
を
研
究
す
る
国
語

学
の
研
究
者
と
な
る
と
急
に
数
が
少
な
く
な
る
。



そ
の
国
語
学
の
分
野
で
優
れ
た
業
績
を
残
し
た
湯
沢
幸
吉
郎
は
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
五
月
二
日
、
秋
田

市
広
面
（
旧
広
山
田
村
）
で
誕
生
し
た
。
生
家
は
農
業
を
営
ん
で
い
た
。

広
山
田
村
立
楢
山
尋
常
小
学
校
か
ら
秋
田
中
学
に
進
ん
だ
幸
吉
郎
少
年
は
、
春
夏
秋
冬
、
太
平
の
山
並
み
を
仰
ぎ
見

な
が
ら
元
気
に
通
学
し
て
勉
学
に
励
む
。

明
治
三
十
八
年
、
湯
沢
は
、
秋
田
中
学
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
、
教
育
者
の
道
を
目
指
し
て
東
京
高
等
師
範
学
校
（
東

京
文
理
科
大
学
な
ど
と
共
に
筑
波
大
学
に
統
合
）
国
語
国
文
科
に
進
学
す
る
が
、
そ
こ
で
自
身
の
秋
田
方
言
と
学
友
た

ち
の
話
す
言
葉
の
違
い
の
大
き
さ
に
驚
く
。
そ
れ
が
国
語
学
者
、
湯
沢
幸
吉
郎
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。

四
十
三
年
に
東
京
高
師
を
卒
業
し
た
湯
沢
は
富
山
県
立
薬
学
専
門
学
校
の
助
教
諭
と
し
て
北
陸
の
地
に
赴
く
が
、
学

生
時
代
に
抱
い
た
言
語
と
言
語
研
究
へ
の
思
い
を
絶
ち
が
た
く
、
二
年
後
に
は
東
京
府
立
第
四
高
等
女
学
校
の
教
諭
に

転
じ
て
、
研
究
に
便
利
な
東
京
に
戻
っ
て
く
る
。

教
師
と
し
て
教
壇
に
立
つ
か
た
わ
ら
、
湯
沢
は
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
国
文
学
専
科
に
籍
を
置
き
、
国
語
学
研
究
の

第
一
人
者
で
あ
っ
た
上
田
萬
年
博
士
か
ら
直
接
指
導
を
受
け
る
。

当
時
の
国
語
学
界
は
、
山
田
孝
雄
の
奈
良
時
代
、
平
安
時
代
の
語
法
に
つ
い
て
の
研
究
や
大
矢
透
の
仮
名
遣
い
の
歴

史
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
、
平
安
時
代
以
前
の
日
本
語
に
つ
い
て
は
か
な
り
組
織
的
な
研
究
が
進
ん
で
い
た
。

室

町

時

代

の

言

語

の

研

究



し
か
し
、
平
安
時
代
の
言
語
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
現
在
の
囗
語
に
な
っ
た
か
を
た
ど
る
上
で
も
っ
と
も
重
要

で
あ
っ
た
室
町
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
言
語
は
ほ
と
ん
ど
調
査
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

湯
沢
は
、
古
代
語
を
現
代
語
に
橋
渡
し
す
る
こ
の
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
日
本
語
の
研
究
が
自
分
に
課
せ
ら
れ

た
責
務
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
以
後
、
そ
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

と
は
言
っ
て
も
、
最
初
か
ら
研
究
資
料
が
き
ち
ん
と
揃
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
れ
こ
れ
模
索
し
た
湯
沢
は
、

主
と
し
て
京
都
五
山
の
学
僧
が
仏
典
や
漢
籍
を
講
義
し
た
も
の
を
筆
記
し
た
〈
抄
物
〉
の
語
法
の
整
理
か
ら
始
め
る

こ
と
に
し
て
、
単
調
な
そ
の
仕
事
に
ま
ず
取
り
組
ん
だ
。

大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
東
大
で
の
勉
強
を
終
え
た
湯
沢
は
、
文
部
省
の
嘱
託
と
し
て
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）

ま
で
「
道
徳
教
育
に
関
す
る
調
査
」
を
担
当
し
、
さ
ら
に
大
正
五
年
「
国
語
に
関
す
る
調
査
」
を
担
当
し
て
い
る
が
、

そ
う
し
た
公
務
の
か
た
わ
ら
、
抄
物
研
究
は
不
眠
不
休
で
行
わ
れ
た
。

抄
物
の
収
集
と
整
理
は
十
年
余
り
に
及
ん
だ
が
、
名
利
を
求
め
る
こ
と
の
な
い
湯
沢
に
は
適
当
な
発
表
の
機
会
も
な

い
。
た
ま
た
ま
、
湯
沢
の
研
究
の
貴
重
な
こ
と
を
知
っ
た
東
大
教
授
橋
本
進
吉
が
、
貴
重
な
研
究
の
埋
も
れ
て
い
る
こ

と
を
残
念
に
思
っ
て
湯
沢
に
強
く
は
た
ら
き
か
け
、
そ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
昭
和
四
年
十
二
月
、
湯
沢
の
『
室
町
時

代
言
語
の
研
究
』
が
公
刊
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
著
作
に
よ
り
、
日
本
人
は
初
め
て
室
町
時
代
の
語
法
を
組
織
的
、
体
系
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た

の
で
あ
り
、
そ
の
学
問
的
な
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
。

な
お
、
余
談
だ
が
、
現
在
高
等
学
校
以
下
の
学
校
で
扱
っ
て
い
る
文
法
は
、
基
本
的
に
は
橋
本
進
吉
博
士
の
理
論
に



基
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
文
法
論
に
基
づ
い
て
い
る
。

『
室
町
時
代
言
語
の
研
究
』
を
公
に
し
た
湯
沢
で
は
あ
っ
た
が
、
抄
物
は
主
に
僧
侶
の
講
義
の
筆
記
録
で
あ
る
か
ら
、

室
町
時
代
の
口
語
全
体
の
姿
を
伝
え
る
も
の
で
は
な
い
。
口
語
と
文
語
の
混
交
で
あ
る
。

湯
沢
は
、
室
町
期
の
口
語
の
全
体
像
を
知
る
た
め
に
他
の
資
料
も
広
く
調
査
す
る
こ
と
に
し
、
手
始
め
に
、
ポ
ル
ト

ガ
ル
人
ハ
ビ
ア
ン
が
『
平
家
物
語
』
を
当
時
の
口
語
に
訳
し
た
う
え
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
風
の
口
語
で
書
き
表
し
て
九
州
天

草
か
ら
出
版
し
た
『
天
草
本
平
家
物
語
』
を
取
り
上
げ
た
。

九
州
の
地
に
生
ま
れ
た
書
物
で
あ
る
か
ら
、
京
都
に
生
ま
れ
た
抄
物
の
言
語
と
の
間
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
の
予
想
の
も
と
に
研
究
し
、
語
法
の
う
え
で
そ
ん
な
に
大
き
な
差
異
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
、
昭
和
三
年

に
「
天
草
本
平
家
物
語
の
語
法
」
と
し
て
発
表
し
た
。

そ
の
他
、
狂
言
や
幸
若
の
詞
章
の
言
語
な
ど
に
つ
い
て
も
研
究
を
進
め
、
そ
の
関
連
の
貴
重
な
論
文
も
幾
つ
か
発
表

し
た
。

江

戸

時

代

の

言

語

の

研

究

室
町
時
代
の
言
語
に
つ
い
て
の
組
織
的
な
研
究
を
終
え
た
湯
沢
の
研
究
は
、
次
の
時
代
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
前
期
の

口
語
研
究
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

徳
川
期
に
入
る
と
、
江
戸
は
日
ご
と
に
大
都
市
と
し
て
の
面
目
を
備
え
て
い
っ
た
が
、
文
化
の
中
心
は
依
然
と
し
て



上
方
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
徳
川
時
代
前
半
の
標
準
的
な
言
語
は
京
阪
地
方
の
言
語
で
あ
る
と
み
て
、
湯
沢
は
そ
の

言
語
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
近
松
門
左
衛
門
の
世
話
物
に
見
え
る
言
語
の
調
査
に
あ
た
る
。

そ
の
結
果
を
昭
和
七
年
に
「
近
松
物
に
見
え
る
東
国
方
言
に
就
い
て
」
と
し
て
発
表
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
、
昭
和

十
一
年
九
月
に
は
、
七
年
の
歳
月
を
要
し
た
研
究
の
成
果
を
『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』
と
し
て
刊
行
し
た
。
江
戸
時

代
前
期
の
上
方
の
言
語
を
初
め
て
体
系
的
に
世
に
示
し
た
の
で
あ
る
。

古
代
語
か
ら
現
代
語
へ
の
過
渡
期
の
言
語
に
つ
い
て
は
、
湯
沢
の
手
に
よ
っ
て
こ
う
し
て
着
々
と
そ
の
基
礎
が
確
立

さ
れ
て
い
っ
た
が
、
湯
沢
は
、
江
戸
の
口
語
の
さ
ら
に
詳
し
い
研
究
へ
と
進
ん
で
い
く
。

こ
の
時
代
に
な
る
と
、
人
情
本
、
洒
落
本
、
滑
稽
本
な
ど
の
小
説
類
や
、
歌
舞
伎
、
浄
瑠
璃
、
落
語
な
ど
口
語
を
伝

え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
資
料
が
豊
富
に
あ
っ
て
、
そ
の
整
理
だ
け
で
も
並
大
抵
で
な
い
し
、
ど
れ
を
江
戸
言
葉
と
規
定

す
る
か
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

湯
沢
は
、
江
戸
の
土
地
に
、
江
戸
の
町
と
と
も
に
発
達
し
、
主
と
し
て
町
人
の
間
で
行
わ
れ
る
言
葉
を
江
戸
言
葉
と

し
て
定
義
づ
け
、
次
は
そ
の
研
究
に
全
力
を
傾
け
た
。

し
か
し
、
次
第
に
戦
争
が
激
し
く
な
り
、
終
戦
直
後
は
混
乱
が
続
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
湯
沢
の
学
問
も
一
頓
挫
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
。湯
沢
の
次
な
る
研
究
成
果
を
期
待
し
て
い
た
国
語
学
界
も
、し
ば
し
待
機
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。昭

和
二
十
一
年
三
月
、
文
部
省
図
書
監
修
官
を
辞
し
て
早
稲
田
大
学
で
教
鞭
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
湯
沢
は
、
す
べ

て
が
乏
し
い
中
で
研
究
に
つ
ぐ
研
究
を
続
け
、
二
十
三
年
度
と
二
十
四
年
度
に
は
幸
い
に
も
文
部
省
の
人
文
科
学
研
究



費
を
受
け
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
二
十
五
年
に
は
過
労
か
ら
病
に
倒
れ
、
つ
い
に
は
床
に
就
か
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
に
陥
っ
た
が
、
湯
沢
は

床
の
中
で
も
な
お
語
彙
カ
ー
ド
の
整
理
に
あ
た
り
、
研
究
を
途
切
ら
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

二
十
八
年
頃
に
な
る
と
健
康
も
回
復
、
再
び
教
壇
に
立
て
る
よ
う
に
な
っ
て
研
究
の
進
み
具
合
も
旧
に
復
す
る
。

二
十
九
年
四
月
に
は
つ
い
に
学
界
待
望
の
『
江
戸
言
葉
の
研
究
』
の
刊
行
に
こ
ぎ
つ
け
、
こ
こ
に
、
日
本
語
の
歴
史

の
研
究
の
う
え
で
欠
け
て
い
た
古
代
語
か
ら
現
代
語
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
の
近
代
語
は
、
初
め
て
系
統
的
、
体
系
的
に

整
理
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
爾
後
の
近
代
国
語
の
研
究
に
不
可
欠
な
基
礎
研
究
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
近
代
国

語
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
語
の
歴
史
的
な
研
究
は
こ
こ
に
豊
か
に
花
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。

湯
沢
の
こ
の
偉
大
な
功
績
に
対
し
、
三
十
一
年
に
は
日
本
学
士
院
賞
が
授
与
さ
れ
た
。

研
究
一
筋
、
名
利
を
求
め
な
い
湯
沢
の
人
徳
を
慕
っ
て
「
湯
沢
幸
吉
郎
を
中
心
と
し
た
国
語
研
究
会
」
が
結
成
さ
れ

た
の
は
昭
和
二
十
九
年
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
会
は
三
十
三
年
に
湯
沢
が
早
稲
田
大
学
教
授
を
定
年
で
退
職
し
て
か
ら
も

続
け
ら
れ
、
三
十
七
年
に
「
早
稲
田
国
語
懇
話
会
」
と
発
展
的
に
改
称
さ
れ
た
。

郷

土

愛

と

方

言

研

究

話
は
大
分
前
後
す
る
が
、
湯
沢
は
大
正
四
年
に
文
部
省
の
嘱
託
と
し
て
「
国
語
に
関
す
る
調
査
」
を
担
当
し
て
以
来
、



方
言
の
調
査
と
研
究
に
も
力
を
尽
く
し
て
い
る
。

秋
田
に
生
ま
れ
育
っ
た
湯
沢
は
方
言
を
正
す
こ
と
に
も
関
心
を
示
し
、
大
正
十
年
に
「
県
人
の
注
意
す
べ
き
語
法
」

を
地
元
新
聞
に
連
載
し
た
ほ
か
、
昭
和
二
年
に
は
、
秋
田
市
を
中
心
と
し
た
地
域
の
言
語
を
整
理
し
て
「
語
法
上
か
ら

見
た
秋
田
方
言
」
を
発
表
し
て
い
る
。

国
語
学
研
究
の
出
発
点
に
な
っ
た
自
分
と
学
友
の
言
葉
の
違
い
が
、
い
つ
も
こ
こ
ろ
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
し
、
郷
土

に
対
す
る
愛
着
も
人
一
倍
強
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
早
稲
田
大
学
を
退
い
た
湯
沢
は
、
東
京
都
立
大
学
の
講
師
や
上
智
大
学
の
教
授
と
し
て
後
進
の
指
導
に
あ
た

る
一
方
、
三
十
四
年
に
は
大
著
『
文
語
文
法
詳
説
』
を
出
版
す
る
な
ど
し
て
、
国
語
学
発
展
の
た
め
に
尽
力
し
続
け
る
。

教
壇
に
立
つ
か
た
わ
ら
、
主
要
三
著
『
室
町
時
代
言
語
の
研
究
』
『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』
『
江
戸
言
葉
の
研
究
』

の
増
補
改
訂
へ
の
努
力
を
傾
注
し
て
い
た
湯
沢
は
、
三
十
七
年
の
一
月
頃
か
ら
次
第
に
身
体
の
だ
る
さ
を
覚
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
肺
が
ガ
ン
に
侵
さ
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

国
語
学
界
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
湯
沢
が
研
究
一
途
の
七
十
五
歳
の
生
涯
を
終
え
た
の
は
、
翌
昭
和
三
十
八
年
四

月
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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