
陶
淵
明
の
詩
文
の
読
解
指
導
覚
え
書
き

1
1
1
漢
文
学
官
に
お
け
る
読
解
と
表
現
を
め
ぐ
っ
て
1
1
1

一
教
材
化
に
あ
た
っ
て
の
問
題

七
九
年
の
六
月
、
三
年
生
の
文
科
系
の
生
徒
た
ち
と
と
も
に
、
古

典
1
乙
の
選
択
講
座
で
陶
淵
拐
の
詩
文
を
読
む
機
会
が
あ
っ
た
。
教

材
は
講
談
社
版
ぺ
標
準
高
等
漢
文

I
乙
い
(
小
林
信
則
的
編
)
中
の
も

の
で
あ
っ
た
。
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
「
知
慰
問
活
共

ご
及
び
「
其
…
…
ご
、
…

3

欽
消
序
」
及
び
「
其
ご
(
其
…
…
ピ
ペ
共
五
」
、

「
五
柳
先
生
伝
い
で
あ
り
、
本
文
以
外
に
は
解
説
と
絡
ん
い
が
各
二
A

と
参
考
文
と
し
て
淑
お
の
の
間
関
部
分
が
つ
け
加
え
ら
れ

r
L
J
i
w」
O

ャ

1

7

用
い
ら
れ
て
い
る
古
典
1
の

は

十

四
種
類
あ
り
、
そ
れ
ら
に
採
録
さ
れ
て
い
る
淵
明
の
作
品
は
布
以
外

に
は
辺
氏
子
二
;
帰
賠
来
辞
」
「
桃
花
源
記
」
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
十
篇
の
う
ち
名
教
科
書
が
も
れ
な
く
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は

ぺ
飲
酒
其
五
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
数
あ
る
漢
文
教
材
の
な
か
頻
出
度

(
1
)
 

の
も
っ
と
も
高
い
も
の
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

に
教
科
書
の
選
択
が
集
中
す
る
の
は
、

こ
の
誌
に

上

国

武

え
が
か
れ
た
問
閣
の
風
景
と
詩
人
の
姿
こ
そ
い
わ
ゆ
る
東
洋
的
自
由

の
恕
想
像
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
伝
統
的
意
識
に
基
く
も
の
で
あ
ろ

う
。
鳥
が
無
心
に
ね
ぐ
ら
に
か
え
り
、
夕
陽
に
南
山
が
美
し
く
浮
か

ぶ
素
朴
な
自
然
の
た
た
ず
ま
い
と
、
そ
の
な
か
に
悠
然
と
立
つ
大
ら

か
な
逸
民
と
し
て
の
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
淵
拐
の
死
の
直
後
親
友

顔
延
之
の
記
し
た
(
陶
徴
士
一
丸
一
台
以
来
千
五
百
年
に
わ
た
っ
て
漢
字

文
化
閣
の
佐
界
で
た
え
ま
な
く
あ
た
た
め
続
け
ら
れ
、
す
で
に
わ
れ

わ
れ
の
骨
肉
の
一
部
と
さ
え
な
っ
て
い
る
c

錯
雑
し
た
俗
世
の
塵
に

ま
み
れ
た
人
々
に
と
っ
て
、
淵
閥
的
の
詩
文
は
常
に
か
け
が
え
の
な
い

魂
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
廃
史
に
定
着
し
た
超
俗
の
詩
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
ま
た
陶
淵

明
白
身
の
人
間
の
実
像
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
、

魯
迅
以
来
の
諸
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
天
命

を
達
観
し
て
部
関
に
生
き
た
隠
逸
詩
人
の
表
情
の
背
後
に
、
俗
社
会

に
も
強
い
関
心
を
抱
き
、
個
人
的
失
意
や
よ
り
根
本
的
な
人
間
存
在

そ
の
も
の
へ
の
疑
念
か
ら
く
る
複
雑
な
か
げ
り
を
も
っ
て
生
き
た
も
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う
ひ
と
つ
加
の
人
物
の
姿
を
わ
れ
わ
れ
は
見
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
の
で
あ
る
。
一
ー
飲
一
治
其
五
E

一
の
す
み
き
っ
た
詩
の
美
し
さ
が
ど
れ
だ

け
人
の
心
を
強
く
う
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
淵
明
の
作

品
と
突
入
生
の
す
べ
て
を
裁
断
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
現
時
点
で
は

す
で
に
余
り
に
も
楽
天
的
な
理
解
と
き
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
高
校
の
教
安
に
お
い
て
淵
明
の
詩
文
を
教
材
化
し
て
ゆ
く
場
合

に
も
、
勢
迅
の
「
陶
潜
は
俗
散
防
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
も
、
政
治
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
し
げ
死
μ

を
忘
れ
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
別
の
見
方
を
も
っ
て
研
究
す
れ
ば
、
恐
ら

(
2
)
 

く
今
ま
で
の
説
と
は
変
っ
た
人
物
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ェ
う
J

と

い
う
問
題
提
起
は
、
そ
の
ま
ま
共
通
の
前
提
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

ハ
3

一
〉

い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と

こ

ろ

で

現

行

の

教

科

書

の

ほ

と

ん

ど

は

を

軸

に

コ
郎
関
問
問
兆
ご
三
パ
子
い
ロ
加
府
来
辞
い
「
五
椀
先
生
伝
い
吋
桃
花

源
記
い
か
ら
い
く
つ
か
を
選
び
通
貨
組
合
せ
て
採
録
し
て
い
る
。
そ

れ
ら
は
権
謀
の
渦
巻
く
俗
世
を
避
け
、
自
然
の
素
朴
さ
を
慕
う
点
に

お
い
て
、
ま
た
栄
達
利
益
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
心
静
か
に
間
関
で
の
農

耕
生
活
を
楽
し
む
点
に
お
い
て
、
廿
桜
木
的
に
は
「
飲
酒
兆
五
」
と
同

一
次
元
の
作
品
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
教
材
と
す
る
授
業
は

当
然
伝
統
的
な
淵
明
観
の
範
関
内
で
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
講
談
社
版
の
教
科
書
が
と
り
た
て
て

陶
潜
(
陶
淵
明
集
ご
と
い
う
単
一
五
を
設
定
し
、
独
自
に
「
帰
間
関

宿
其
一
一
一
二
ー
飲
酒
其
一
」
及
び
「
其
一
一
こ
を
つ
け
加
え
て
い
る
こ

と
は
、
お
の
、
す
か
ら
新
し
い
視
点
で
の
授
業
過
程
を
構
想
す
る
契
機

を
提
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

講
談
社
版
教
科
書
の
各
教
材
は
以
上
の
み
か
た
に
従
っ
て
、
伝
統

的
な
淵
明
像
に
沿
っ
て
理
解
で
き
る
も
の
(
「
帰
園
田
賠
其
こ
一
欽

溜
序
」
「
其
ご
「
其
五
い
「
五
柳
先
生
伝
?
一
)
と
現
代
的
な
解
釈
の
余

地
を
含
む
も
の
(
「
帰
鼠
回
路
其
一
一
一
」
「
飲
酒
其
三
一
)
の
二
つ
の
系

列
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
に
は
解
釈
上
検

討
す
べ
き
点
が
多
い
が
、
教
材
化
の
立
場
か
ら
特
に
後
者
の
二
つ
の

作
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
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却

期

間

問

問

的

種

立

南

山

下

長

興

理

荒

織

帯

月

荷

鋤

帰

狭
草
木
長
タ
一
蕗
治
我
衣
衣
治
不
足
措
侭
使
麟
無
途

教
科
警
で
直
前
の
(
其
一
い
の
「
復
得
一
反
自
然
い
(
復
た
自
然
に

返
る
を
得
た
り
)
と
い
う
よ
ろ
こ
び
の
表
現
に
続
い
て
こ
の
詩
を
読

む
と
、
そ
こ
に
は
実
際
の
労
働
体
験
を
踏
ま
え
た
淵
明
白
身
の
健
康

な
実
感
が
い
き
い
き
と
う
た
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
印
象

づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ぺ
家
に
た
ど
り
蒜
い
た
陶
潜
は
一
績
に
汗
し

て
食
ら
う
身
の
喜
び
を
改
め
て
つ
く
づ
く
と
感
ず
る
の
あ
っ
た
。

道



と
い
う
教
科
書
の
解
説
文
も
そ
の
よ
う
な
理
解
を
…
層
う
な
が
す
効

果
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
。

李
長
之
の
汁
陶
淵
明
i
…
な
ど
に
お
い
て
も
一
ー
タ
ベ
の
滋
が
衣
を
治

ら
し
、
月
を
帯
び
て
鋤
を
荷
う
!
!
l
こ
れ
こ
そ
実
際
の
労
働
生
活

だ
。
:
:
:
技
術
が
十
分
身
に
つ
い
て
い
な
い
た
め
、
草
ぼ
う
ぼ
う
で

誌
は
ま
ば
ら
と
い
っ
た
、
お
叶
一
辞
に
も
な
派
と
は
い
え
な
い
労
働
成

績
で
は
あ
る
が
、
間
掘
に
陥
っ
た
ば
か
り
の
頃
の
円
山
氏
夫
わ
れ
に
告

ぐ
る
に
春
の
及
ぶ
を
も
っ
て
し
、
ま
さ
に
間
一
時
に
事
あ
り
と
い
う
υ

と
い
っ
た
、
あ
の
傍
観
的
な
お
も
む
き
に
比
べ
れ
ば
、
大
変
な
ち
が

(
4〉

い
だ
ん
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
詩
の
表
出
の
怠
味
は
た
し
か
に
そ
の

よ
う
な
前
む
き
の
と
ら
え
方
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
第
一
旬
の
「
種
一
忠
商
山
下
し
の
一
句
に
関
し
清
の
陶
溺
が

「
集
注
い
に
引
用
す
る
漢
惑
の
楊
俸
伝
の
、
免
職
さ
れ
た
楊
揮
が
臼

〈

5
)

身
の
不
遇
を
秦
戸
の
歌
に
託
し
て
嘆
い
た
と
い
う
故
事
は
、
こ
の
匂

が
む
し
ろ
人
生
の
み
た
さ
れ
な
い
思
い
を
伝
え
る
慣
用
匂
の
役
割
を

お
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
一
海
知
義
氏

も
そ
の
法
解
に
お
い
て
、
こ
れ
に
加
え
て
世
間
植
の
「
種
蕊
篤
」
の
類

似
の
句
を
引
き
、
「
種
…
主
閉
山
下
と
い
う
う
た
い
出
し
は
、
自
ら
の

可
能
性
を
の
ば
す
べ
く
し
て
の
ぼ
し
き
れ
な
か
っ
た
憤
滋
を
訴
え
る

意
味
を
、
一
良
に
ふ
く
ん
で
い
る
の
か
も
知
れ
ぬ
い
と
指
摘
さ
れ
て
い

ハ
6
)

る
。
ま
た
や
は
り
陶
溺
の
注
に
よ
れ
ば
、
蘇
東
坂
は
「
タ
露
治
我

の
旬
に
か
か
わ
っ
て
勺
以
タ
露
出
衣
之
故
、
市
逮
其
所
願
者
多

(
夕
べ
の
露
の
衣
を
治
ら
す
の
故
を
以
て
、
其
の
願
ふ
所
に
遠
く

者
多
し
)
と
嘆
じ
た
と
い
う
が
、
こ
こ
で
の
露
は
淵
拐
の
他
の
詩
の

中
の
諮
や
援
な
ど
と
と
も
に
、
人
に
と
っ
て
そ
の
人
生
の
希
望
を
さ

〈

8
)

ま
た
げ
る
も
の
の
寓
意
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
Q

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
「
帰
園
田
賠
其
三
レ
は
高
校
の
教
室
で

扱
う
に
は
複
雑
な
陰
携
を
持
ち
す
、
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
た
と
え
ば
現
代
凶
語
で
の
近
・
現
代
詩
を
扱
っ
た
経
験
な
ど
か

ら
推
し
て
、
こ
の
詩
の
二
重
性
は
む
し
ろ
淵
明
と
い
う
人
物
の
多
部

性
を
と
ら
え
る
契
機
と
し
て
、
生
徒
た
ち
の
興
味
と
関
心
を
喚
び
お

こ
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
力
を
発
持
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
よ
い

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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飲
i問

夷
叔
在
閉
山
善
悪
荷
不
応
何
事
空
立
一
一
一
一
口

十
行
帯
索
飢
寒
況
当
年
不
頼
回
窮
節
百
世
当
誰
伝

難
解
な
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
難
し
さ
の
ひ
と
つ
は
背
後
に
い
ま

の
高
校
生
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
距
離
を
ヘ
だ
て
た
古
典
の
世
界

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
た
と
え
ば
第
二
二
勾
か
ら
は
伯

夷
、
叔
斉
の
非
劇
的
な
運
命
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
司
馬
遼
の
「
天
道

は
是
か
非
か
い
と
い
う
痛
切
な
嘆
戸
が
思
い
起
こ
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
第
五
勾
で
は
貧
し
さ
に
も
死
の
恐
れ
に
も
こ
だ
わ
ら
ず
に
生 九



き
た
「
列
子
」
天
瑞
篇
の
栄
一
時
期
の
故
事
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
第
七
勾
の
「
間
窮
節
い
は
淵
間
関
愛
用
の
一
詩
句
で
あ
る
が
、

そ
の
典
拠
は
苦
難
の
な
か
に
も
泰
然
と
し
て
て
い
た
「
論
訪
問
い
衛
笠

公
篇
の
孔
子
の
こ
と
ば
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
れ
の
故
突

を
こ
の
八
句
の
詩
の
理
解
の
基
礎
に
位
霞
ぜ
つ
け
る
こ
と
は
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
け
っ
し
て
終
日
切
な
わ
ざ
で
は
な
い
。

難
解
さ
の
第
二
は
文
脈
に
あ
る
ο
特
に
第
六
句
、
第
八
匂
な
ど
の

助
字
の
は
た
ら
き
は
解
釈
に
一
定
の
関
難
を
加
え
さ
せ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
人
間
の
誠
意
や
善
意
に
正
当
に
こ
た
へ
て
く
れ
ぬ
天

命
へ
の
悲
痛
な
懐
疑
を
抱
き
つ
つ
も
、
な
お
か
つ
関
難
に
壌
え
て

rn

己
の
節
操
を
貫
き
通
そ
う
と
す
る
、
行
間
か
ら
ほ
と
ば
し
る
激
し
い

気
付
側
、
詩
と
い
う
形
で
し
か
表
現
で
き
ぬ
そ
の
昂
揚
し
た
感
情
は
、

整
合
的
な
解
釈
を
導
'
き
出
せ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
時
代
を

お
え
て
現
代
の
川
市
者
の
心
を
強
く
揺
り
動
か
さ
ず
に
は
お
か
な
い
も

の
と
い
え
よ
う
ο

二
、
授
業
の
流
れ

生

徒

は

そ

れ

ぞ

れ

三

0
時
間
程
度
決
文
を
学
資
し
て

き
て
い
た
が
、
彼
ら
と
古
典
を
読
む
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
υ
生
徒
た
ち
が
ど
の
純
度
ま
で
漢
文
が
読
め
る
か
に
つ
い
て
は
心

も
と
な
く
は
あ
っ
た
が
、
事
前
の
下
読
み
を
徹
氏
さ
せ
る
こ
と
と
、

一
班
五
人
の
学
問
グ
ル

i
プ
を
活
用
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
挺
子
と

し
な
が
ら
、
授
業
に
主
体
的
に
取
組
ま
せ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
基
本

的
な
ね
ら
い
に
し
た
い
と
考
え
た
。

授
業
は
七
時
間
を
予
定
し
、
伝
統
的
な
淵
明
像
に
沿
う
も
の
の
う

ち
か
ら
「
帰
間
部
蔚
其
一
い
「
飲
酒
序
」
「
欽
酒
其
五
」
「
五
榔
先
生

伝
」
を
選
び
、
あ
た
ら
し
い
人
間
的
解
釈
の
可
能
性
を
も
つ
も
の
と

し
て
、
一
」
「
飲
酒
其
一
一
一
」
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し

の

概

略

は

文

末

の

の

通

り

で

あ

る

が

、

の
流
れ
の
中
で
特
に
次
の
各
裂
に
力
点
を
援
い
た
。

全

A 

ノ
ー
ト
づ
く
り

く60) 

ノ
ー
ト
に
一
一
行
お
き
に
書
き
下
し
文
に
改
め
て

い
て
傍
注
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
を
指
示

せ
、
必
要
諦
勾
に

し
た
。

毎
時
間
二
人
総
皮
の
生
徒
を
指
名
し
て
時
限
を
さ
せ
た
。

C

手
近
か
の
参
考
資
料
を
も
と
に
し
て
、
陶
淵
明
と
そ
の
時
代
に

つ
い
て
の
プ
リ
ン
ト
及
び
中
間
の
白
地
図
を
与
え
、
俄
附
単
な
歴
史
地

問
と
年
表
を
作
ら
せ
た
。
で
き
た
も
の
を
各
学
青
グ
ル
ー
プ
で
検
討

し
て
良
い
と
思
う
も
の
を
選
ば
せ
、
さ
ら
に
そ
の
中
の
適
当
な
も
の

に
つ
い
て
年
去
は
リ
プ
リ
ン
ト
し
て
全
員
に
配
り
、
地
図
は
オ
I
パ

i
-
ヘ
ッ
ド
・
ブ
一
シ
ェ
ク
タ

i
で
投
影
し
、
そ
れ
ぞ
れ
評
仰
と
解

B 4
8
1
h
v
/

ゆ
け
H

H

V

月
日
心

引
が
φ
会
'
官

μ
らハ
φ
i
H



各
作
品
に
つ
い
て
生
徒
自
身
が
感
じ
た
疑
問
点
問
題
点
を

ω一応

句
解
釈
に
関
す
る
も
の
と
働
一
ア
i
マ
や
モ
チ
ー
フ
に
関
す
る
も
の
と

の
こ
つ
に
類
別
し
て
予
期
尚
ノ

i
ト
に
列
記
さ
せ
、
そ
の
中
か
ら
授
業

に
と
り
あ
げ
て
ほ
し
い
も
の
を
カ
ー
ド
に
記
録
し
て
提
出
さ
せ
た
。

カ
i
ド
の
問
題
点
は
担
当
の
学
宮
グ
ル
!
プ
が
二
見

υ

プ
リ
ン
ト
に
し

(
9
)
 

授
業
の
解
釈
作
業
の
中
で
と
り
あ
げ
て
い
っ
た
。

E

訓
読
の
過
程
で
ふ
つ
う
は
そ
の
ま
ま
青
読
み
し
て
い
く
渓
認
を

で
き
る
限
り
一
斗
で
聴
い
て
わ
か
る
文
語
調
の
や
ま
と
こ
と
ば
か
現
代

訴
に
佼
き
か
え
る
作
業
を
す
す
め
る
。
そ
の
た
め
に
読
み
の
段
階
で

特
に
辞
書
で
丹
念
に
調
べ
る
こ
と
ば
を
指
摘
し
た
。
指
摘
し
た
の
は

生
徒
に
親
し
み
の
な
い
も
の
、
漢
文
に
お
け
る
文
字
の
意
味
用
法
と

日
本
誌
に
一
掛
け
こ
み
借
用
さ
れ
た
場
合
の
そ
れ
と
の
ず
れ
の
大
き
い

も
の
、
作
品
の
中
で
発
想
や
表
現
の
中
心
に
な
る
と
み
ら
れ
る
も
の

の
三
つ
で
あ
っ
た
。

D 

以
上

E
の
作
業
の
展
開
と
し
て
、
さ
ら
に
訓
誌
に
よ

し
文
を
各
生
徒
な
り
に
あ
た
ら
し
い
平
明
な
文
体
に
つ
く
り
か
え
る

汁
翻
訳
い
に
取
組
ま
せ
た
。
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
訓
読

漢
文
の
文
脈
を
基
本
的
に
崩
さ
ぬ
こ
と
、
詩
中
の
漢
字
は
そ
の
ま
ま

使
用
し
、
辞
書
を
も
と
に
し
て
探
り
あ
て
た
日
本
語
を
よ
み
が
な
の

形
で
傍
に
つ
け
る
よ
う
指
示
し
、
元
来
の
漢
詩
の
意
味
が
最
大
限
ど

の
表
現
に
ま
か
え
ら
れ
る
か
を
さ
ぐ
る
こ

F の
よ
う
な

と
を
求
め
た
。
に
あ
た
っ
て
は
現
行
の
よ
う
な
訓
読
法
が
成
立

す
る
以
前
の
古
人
の
漢
文
訓
誌
に
つ
い
や
し
た
努
力
の
跡
を
紹
介

(
叩
)

し
、
…
つ
の
漢
文
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
よ
み
の
可
能
性
の
あ
る

こ
と
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
実
際
の
作
業
は
家
庭
学
習
の
課

題
と
し
、
「
翻
訳
い
が
出
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
グ
ル
ー
プ
で
の
検
討

を
経
て
選
ば
れ
た
も
の
に
私
の
側
か
ら
論
評
を
加
え
た
。

C

の
最
終
段
階
で
原
文
を
白
文
の
形
で
原
稿
用
紙
に
浄
護
さ

せ
、
そ
れ
に
赤
イ
ン
キ
で
句
読
点
と
制
点
を
入
し
て
提
出
さ
せ

た。
カ
i
ド
に
恭
一
く
生
徒
か
ら
の
張
関
に
は
話
勾
解
釈
レ
ベ
ル
の
も
の

が
多
く
、
漢
誌
の
日
本
一
前
へ
の
援
き
か
え
作
業
と
重
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
古
文
は
一
吉
う
に
及
ば
ず
現
代
一
誌
の
…
話
会
も
乏
し
く
、
漢
文
学

沼
の
最
も
充
分
で
は
な
い
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
移

し
か
え
い
は
決
し
て
な
ま
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
音
読

み
の
ま
ま
で
は
意
味
の
漠
然
と
し
て
い
る
漢
詩
が
、
訓
読
文
脈
の
な

か
で
輪
部
の
は
っ
き
り
し
た
日
本
語
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く

プ
ロ
セ
ス
に
は
か
な
り
の
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
た
。
た

と
え
ば
「
帰
盟
国
民
其
ご
の
冒
頭
の
「
少
無
適
俗
韻
」
の
「
韻
い

も
意
味
の
確
定
し
に
く
い
こ
と
ぽ
重
で
あ
る
が
、
辞
書
の
「
(
音
声
の
)

ひ
び
な
こ
と
い
う
定
義
を
手
が
か
り
と
し
て
、
意
符
が
音
で
音
符
の

に
は
げ
と
と
の
う
υ

リ
調
和
す
る
H

と

い

う

味

が

合

自民

(
1
勾
)

( 61 ) 



ま
れ
て
い
る
と
い
う
解
字
に
法
意
さ
せ
る
と
、
そ
れ
が
人
間
に
つ
い

て
い
う
場
合
に
は
「
そ
の
人
の
(
周
期
と
調
和
す
る
)
気
回
料
、
も
ち

ま
え
、
好
み
い
と
い
っ
た
日
本
誌
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

意
見
が
生
徒
の
な
か
か
ら
出
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
「
飲
酒
序
」
の

「
紙
累
遂
多
レ
の
「
遂
い
は
一
般
的
な
訓
「
つ
い
に
い

(
1
結
局
、

し
ま
い
に
は
)
で
は
意
味
が
お
さ
ま
ら
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
探
索
の

な
か
か
ら
叶
こ
と
を
な
し
て
そ
の
結
果
l
悶
り
て
い
と
い
う
辞
書
の

釈
例
を
見
出
し
て
、
汁
か
く
て
い
が
適
訳
で
は
な
い
か
と
発
一
一
一
閃
し
た

生
徒
の
表
情
に
は
ひ
と
つ
の
新
し
い
発
見
の
よ
ろ
こ
び
が
浮
か
ぶ
の

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
た
。

の
結
果
と
し
て
の
勺
翻
訳
い
に
も
彼
ら
な
り
の
苦
心
の

跡
が
あ
っ
た
が
、
…
!
飲
消
其
一
一
…
し
の
よ
う
な
い
く
つ
も
の
典
拠
を
踏

ま
え
た
思
想
性
の
強
い
作
品
に
つ
い
て
は
お
手
あ
げ
で
も
、
他
の
叙

景
が
中
心
と
な
る
詩
の
場
合
は
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ア
が
発
揮
さ
れ

て
い
た
。

次
は
そ
の
作
例
の

端
で
み
の
る
。

(
文
語
体
ゾ

飲

酒

そ

の

五

い

は

り

か

ま

ひ

し

G
Xと

躍
を
結
へ
て
人
境
に
ふ
牝
り

N-れ
お

と

づ

れ

部
ど
車
馬
に
の
る
も
の
の
院
無
し

か
く
の
ご
と

君
に
問
ふ
何
ぞ
能
く
磁
く
な
る
か
と

と

乙

る

お

の

づ

か

れ

h
H
M
L

心
俗
事
よ
り
遠
く
し
て
地
自
と
偏
な
り

や
か
ま
し
さ

が
た
ず
ね
て
く
る
喧
は
無
い

よ

そ

ん

君
に
問
お
う
何
で
能
く
爾
な
で
い
ら
れ
る
な

は

な

れ

く

ら

し

ひ

と

り

で

へ

ん

.

ひ

心
が
俗
世
間
一
を
遠
る
と
地
も
自
に
偏
な
の
さ

か

き

お

と

こ

る

と

痛
を
東
の
簸
の
下
で
つ
み
採
っ
て

ゆ

っ

た

り

め

に

は

い

悠
然
南
山
が
見
る

く

ろ

吉

ゅ

う

が

た

山
の
気
は
日
夕
に
な
っ
て

ふ
句
ろ
っ
て

そ
ら
食
ぶ
鳥
は
相
ぶ
J

ね
ぐ
ら
に

此
中
に
こ
そ
真
意
有
り

な
に
か
弁
お
う
と
し
た
が
日

か

き

お

あ

た

。

菊
を
採
る
東
の
離
の
下

悠
黙
と
し
て
南
山
を
見
る

す

が

に

ゆ

ふ

ぐ

れ

す

山

の

気

は

臼

タ

に

佳

み

と

も

飛
ぶ
烏
の
相
与
に
還
る

此
の
な
が
め
の
中
に
真
意
有
り

い
ひ
あ
ら

弁
は
さ
ん
と
欲
し
て
己
に

鹿
を
あ
え 飲
て;間
人f
境{そ
にの
在す五
む

を
種う

う j遺
る 11]
t土の

l有 Jlぜ
UJ fこ
の 知

Q 

を
忘
る

(
口
語
体
)

( 62 ) 

り
っ
て
ゆ
くせ

た

そ
の

(
文
語
体
)



し

げ

め

草
は
盛
り
て
立
の
苗
は
稀
な
り

よ

あ

り

お

き

い

あ

れ

も

な

ら

円
民
に
興
で
荒
械
を
理
し

あ

に

な

月
あ
か
り
を
帯
び
鋤
を
荷
ふ
て

mm
る

送
狭
く
し
て
草
木
長
びぬ

タ
の
露
は
我
が
衣
を
治
ら
せ
り

衣
の
治
る
る
は
惜
し
む
に
足
ら
ず

こ
の
願
ひ
を
し
て
ふ
こ
と
無
か
ら
使
め
ん

関
関
の
討
に
帰
る
そ
の
一
一
一
(
口
語
体
)

ち
か
く

一
旦
の
た
ね
を
南
山
の
下
に
稜
い
た
が

し

げ

め

え

ば

わ

γ十ま
h
り
長
っ
て
一
託
つ
皆
ま
謡
、
二
」

1

1

3

λ

I

t

i

V

L

E

h

i

v

l

e

/

し

rt--OL電
イ

1
4

一
同
/

J

わ

さ

は

ぞ

お

あ

h
o

く
わ
な
い

長
く
興
き
て
荒
械
に
理
れ

あ

か

つ

月
の
ひ
か
り
を
帯
び
鋤
を
荷
い
で
帰
る

の

道
は
狭
く
て
草
木
は
長
び

ょ

っ

ゅ

の

ら

ぎ

ぬ

タ
露
は
我
衣
を
し
っ
と
り
治
ら
し
た

衣
が
治
れ
る
は
惜
し
む
に
足
ら
ぬ
が

た

ど

だ

め

但
わ
た
し
の
願
い
が
逮
に
な
ら
な
い
よ
う
に

漢
語
の
や
ま
と
こ
と
ば
へ
の
置
き
か
え
、

あ
る
い
は
訓
読
文

か
き
か
え
の
作
業
と
並
行
し
て
、

カ
ー
ド
に
よ
る
生
徒
か
ら
の
問
題

も
で
き
る
限
り
授
業
の
な
か
に
と
り
あ

f

げ
る
よ
う
に
つ
と
め
た
。
校

業
末
節
に
こ
だ
わ
り
が
ち
な
間
い
の
間
に
あ
っ
て
、
詩
の
理
解
を
一

関
深
め
、
授
業
展
開
の
パ
ネ
と
な
る
も
の
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
た
。

た
と
え
ば
「
婦
間
間
関
其
一
い
の
「
誤
落
康
網
中
」
に
つ
い
て
、

「
仕
官
し
た
こ
と
が
作
者
に
と
っ
て
な
ぜ
誤
り
だ
っ
た
の
か
」
と
い

う
向
い
は
、
第
二
二
勾
や
第
八
勾
な
ど
と
あ
わ
せ
て
、
間
訣
迎
合

や
権
謀
術
数
が
世
わ
た
り
の
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
官
僚
社
会
の
あ

り
か
た
と
、
そ
れ
に
適
応
し
き
れ
ぬ
淵
明
の
非
社
交
的
で
無
器
用
な

人
と
な
り
を
突
込
ん
で
考
え
て
ゆ
く
た
め
の
き
っ
か
け
に
な
る
も
の

で
あ
っ
た
し
、
「
飲
酒
其
五
い
の
つ
市
川
無
車
馬
臨
」
で
の
「
淵
明
は

設
と
も
近
所
づ
き
あ
い
は
し
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い

て
は
、
当
時
の
車
馬
は
上
流
階
層
や
官
吏
の
み
に
許
さ
れ
た
乗
物
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
や
れ
ば
、
生
徒
た
ち
は
村
の
父
老
と
親
し
く

渦
を
汲
み
か
わ
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
権
力
を
約
一
う
人
々
と
は
一
線

を
倒
そ
う
と
す
る
「
隠
者
ん
と
し
て
の
淵
明
の
生
活
姿
勢
を
理
解
し

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
見
え
た
。

く63) 

私
の
手
も
と
に
は
毎
時
間
の
授
業
の
具
体
的
な
流
れ
と
教
材
や
授

業
内
容
へ
の
感
想
を
輪
番
で
生
徒
に
記
入
し
て
も
ら
っ
て
い
る
「
授

業
ノ

i
ト
」
と
銘
う
っ
た
一
一
閣
の
ノ

1
ト
が
あ
る
。
単
元
「
陶
潜
一

の
授
業
過
程
は
こ
の
ノ

i
ト
に
よ
っ
て
大
要
を
跡

ε

つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
こ
に
は
同
時
に
授
業
の
つ
み
重
ね
の
な
か
で
潟
明
と
そ



の
作
品
に
対
し
て
の
生
徒
の
認
識
も
次
第
に
変
化
し
て
い
っ
た
様
子

が
お
の
ず
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
帰
関
部
居
其
ご
(
第
一
一
一
時
限
)

素
朴
で
純
粋
で
自
由
な
心
を
持
つ
陶
潜
に
と
っ
て
、
他
人
に
よ
っ

て
束
縛
さ
れ
、
自
分
の
思
想
、
生
活
を
変
え
る
こ
と
は
耐
え
ら
れ
な

か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
詩
を
読
む
と
、
そ
う
し
た
俗
世
間
か
ら
離
れ
て
故
郷
に
帰

り
、
貧
し
い
な
が
ら
も
美
し
い
自
然
に
包
ま
れ
た
の
ど
か
で
平
和
な

環
境
の
中
で
、
心
静
か
に
毎
日
を
送
っ
て
い
る
彼
の
姿
が
あ
つ
あ
り

と
浮
か
ん
で
く
る
。
今
の
わ
れ
わ
れ
に
は
も
う
求
め
て
も
得
ら
れ
な

い
人
間
の
夜
り
方
だ
が
、
何
と
か
し
て
そ
れ
を
取
戻
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
現
代
社
会
は
来
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ

れ
て
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
陶
潜
の
展
敷
は
こ
ん
も
り
と
し
た

庭
木
に
阻
ま
れ
、
建
物
に
も
か
な
り
ゆ
と
り
が
あ
っ
た
よ
う
な
感
じ

が
す
る
が
、
当
時
の
一
般
の
農
民
の
暮
し
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
が
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
。

「
帰
問
問
問
底
其
一
一
一
い
〈
第
五
時
限
)

授
業
が
進
ん
で
ゆ
く
に
つ
れ
、
私
の
中
の
陶
潜
の
イ
メ
ー
ジ
が
次

第
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
が
わ
か
る
。
彼
は
…
加
で
は
た
だ
単
に
知
識

人
と
し
て
間
関
に
な
じ
む
だ
け
で
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
み
舎
す
か

ら

汗

を

流

し

て

そ

の

成

長

を

真

剣

に

顕

う

よ

う

に

な

っ

て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
詩
の
こ
と
ば
の
裏
商
に

も
っ
と
ち
が
っ
た
複
雑
な
感
情
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

学
ん
だ
。
い
く
つ
か
の
人
生
の
波
を
乗
り
こ
え
て
き
た
陶
潜
自
身
、

心
の
中
に
あ
る
程
度
ひ
ね
く
れ
た
部
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は

そ
れ
で
仕
方
が
な
い
の
だ
ろ
う
。
人
間
誰
し
も
完
全
で
あ
る
は
ず
は

な
い
の
だ
か
ら
。
役
人
に
向
か
な
い
陶
潜
に
と
っ
て
、
故
郷
で
の
生

活
は
彼
自
身
を
よ
り
忠
意
深
く
さ
せ
て
ゆ
く
も
の
だ
っ
た
と
想
像
さ

れ
る
。「

飲
酒
其
一
一
」
(
第
六
時
限
)

こ
の
詩
の
前
半
で
は
聖
人
の
伝
え
た
論
理
に
対
す
る
陶
潜
の
深
刻

な
疑
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
諮
問
に
は
諮
問
の
、
河
川
山
に
は
思
の
報
い

が
な
い
と
い
う
運
命
の
不
公
平
さ
に
憤
慨
し
な
が
ら
、
そ
れ
な
ら
ば

自
分
は
苦
し
み
に
も
縫
え
て
理
想
を
貫
く
た
め
に
頑
張
り
ぬ
く
と
い

う
強
い
覚
慢
を
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
「
百
世
当
誰
伝
j

一

の
と
こ
ろ
は
い
か
に
も
世
に
名
を
あ
げ
よ
う
と
い
う
気
持
が
見
え

て
、
そ
れ
ま
で
の
考
え
が
す
ば
ら
し
い
だ
け
に
な
ん
と
な
く
踏
に
お

ち
な
い
気
が
し
た
。
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三
め
ざ
す
方
向

以
上
た
ど
っ
た
授
の
流
れ
は
極
め
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で

し

か

な

い

が

、

こ

の

か

の

経

過

を

存

理

し

な

が



ら
、
現
場
の
漢
文
担
当
教
師
と
し
て
今
後
ど
の
よ
う
な
方
向
を
目
ざ

し
て
い
っ
た
ら
よ
い
か
二
、
一
一
一
気
づ
い
た
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

た
い
。ま

ず
実
践
の
起
点
と
し
て
漢
文
教
育
の
夜
間
し
て
い
る
状
況
を
ど

う
と
ら
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
毎
日
の
授
業
を
い
か
に
組
み

た
て
て
ゆ
く
か
に
関
心
の
集
中
し
が
ち
な
現
場
人
の
白
か
ち
す
れ

ば
、
当
沼
の
最
大
の
問
題
点
は
や
は
り
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
都

度
、
と
り
わ
け
普
通
課
程
の
高
校
に
お
い
て
漢
文
に
配
当
さ
れ
る
時

間
数
が
篠
突
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
忠
わ
れ
る
の
で

占
め
る
。

戦
後
の
い
わ
ゆ
る
六
・
一
一
一
二
一
一
制
の
学
制
が
四
八
年
に
発
足
し
て
以

来
、
高
校
の
教
育
課
程
は
七
八
年
八
月
告
示
の
も
の
を
含
め
て
五
回

の
改
一
訂
を
経
て
き
て
い
る
。
こ
の
う
ち
吉
文
、
漢
文
を
あ
わ
せ
た
古

典
教
育
が
普
通
課
程
で
の
必
修
の
可
否
の
論
議
を
含
め
て
、
あ
き
ら

か
な
削
減
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
六
九
年
答
申
の
第
四
次
改
訂
の

(
日
)

時
か
ら
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
は
科
目
と
し
て
の
古
典
は
選
択
化
さ

れ
る
こ
と
か
ら
は
免
れ
た
が
、
文
部
上
は
二
単
位
の
古
典
I
、
甲
の

み
が
必
修
科
目
と
な
り
、
ま
た
実
質
的
に
は
従
来
の
古
典
乙

1
・
乙

H
八
単
位
必
修
制
が
、
古
典

I
乙
五
単
位
必
修
制
に
切
り
変
え
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
、
こ
の
改
訂
を
も
っ
て
今
後
古
典
教
育
は

な
し
く
ず
し
的
に
後
退
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
古
典
教
育
の

危
機
論
が
少
数
で
は
あ
る
が
鋭
い
調
子
で
提
起
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ

(
は
)

た。
七
八
年
に
告
示
さ
れ
た
第
五
次
改
訂
の
学
習
指
導
要
領
の
関
誌
I

H
に
お
い
て
は
、
古
典
学
沼
に
予
定
さ
れ
る
時
間
は
一
一
…
単
位
弱
で
あ

り
、
現
行
の
古
典
I
乙
五
単
位
に
く
ら
べ
て
も
さ
ら
に
大
き
な
隔
り

が
み
と
め
ら
れ
る
、
六
九
年
当
時
指
摘
さ
れ
た
古
典
教
育
の
危
機
的

状
況
は
よ
り
一
摺
深
ま
っ
た
と
一
一
お
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
と
を
漢
文
に
限
っ
た
場
合
、
古
文
と
の
比
率
が
た
と
え
ば
現
行

の
古
典
I
問
中
の
た
て
ま
え
で
は
「
い
ず
れ
か
一
方
に
か
た
よ
ら
な

い
い
と
規
定
さ
れ
な
が
ら
、
教
科
書
の
教
材
や
現
場
の
授
業
の
実
態

は
、
現
行
の
古
典
I
乙
と
同
じ
一
一
一
対
二
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

(
日
)

で
あ
る
が
改
訂
後
関
誌

I
-
H
で
も
ほ
ぼ
同
じ
扱
い
を
受
け
、
正
味

一
・
ニ
単
位
程
度
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

時
間
数
の
減
少
は
現
実
の
教
室
の
授
業
内
容
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
響

を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
す
で
に
六
九
年
の
第
四
次
改
訂
の
際
各

出
販
社
の
漢
文
教
科
書
の
教
材
が
均
質
化
の
傾
向
を
一
部
し
は
じ
め
た

(

M

)

 

こ
と
が
報
告
さ
れ
た
が
「
精
選
」
さ
れ
た
少
数
の
も
の
に
教
材
が
集

中
し
て
ゆ
く
の
は
こ
と
の
必
然
的
な
成
り
ゆ
き
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
さ
ら
に
「
精
選
」
さ
れ
た
少
数
教
材
を
限
ら
れ
た
僅
か
な

時
間
で
マ
ス
タ
ー
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
対
象
と
な
る
の
は

い
き
お
い
こ
と
ば
で
あ
っ
て
内
容
で
は
あ
り
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
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う
。
漢
文
教
育
は
原
則
的
に
は
広
義
の
文
学
教
育
で
あ
る
は
ず
で
あ

る
が
、
単
位
数
の
減
少
は
こ
と
の
是
非
を
関
わ
ず
つ
一
一
一
口
話
事
項
レ
を

重
視
す
る
い
わ
ゆ
る
語
学
主
義
的
傾
向
を
現
に
促
し
つ
つ
あ
る
よ
う

に
み
え
る
ο

の
改
訂
を
軌
と
す
る
以
上
の
よ
う
な
問
題
状
況
に

対
し
教
室
の
授
業
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
か
、

私
は
さ
し
あ
た
っ
て
次
の
一
の
い
と
口
を
見
出
せ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
c

そ
の
ひ
と
つ
は
教
材
の
枠
を
最
大
限
に
拡
げ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ

る
。
精
選
教
材
を
扱
う
の
は
当
然
と
し
て
、
そ
の
期
間
に
生
徒
が
自

分
の
力
で
取
組
め
る
端
助
教
材
を
さ
ま
ざ
ま
に
準
備
し
て
や
る
こ

と
、
私
の
場
合
で
は
制
明
と
そ
の
時
代
に
つ
い
て
の
参
考
資
料
を
与

え
る
こ
と
で
終
っ
た
が
、
個
々
の
具
体
的
詩
文
の
書
き
下
し
文
、
翻

訳
、
あ
る
い
は
鍛
賞
や
解
説
文
等
、
中
軸
と
な
る
精
選
教
材
の
性
格

に
応
じ
て
、
補
助
教
材
の
選
択
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
さ
ぐ
る

こ
と
が
で
き
る
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
に
は
こ
と
ば
の
盛
を
こ
え
る
た
め
の
努
力
に
終
始
す
る
だ
け

で
な
く
、
文
学
、
思
想
い
ず
れ
の
教
材
に
せ
よ
、
そ
の
作
品
の
本
質

に
迫
る
た
め
に
綬
業
の
場
で
の
読
解
の
方
法
を
追
究
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
場
合
の
ガ
法
に
は
お
そ
ら
く
無
限
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
多

様
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
何
ら
か
の
原
点
の
ご

と
き
も
の
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
漢
文
翻
訳
の

一
方
法
と
し
て
の
訓
読
の
再
吟
味
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
淵
明
の
詩
文
に
つ
い
て
の
私
の
さ
さ
や
か
な
こ
こ
ろ
み
は

原
漢
文
と
訓
読
文
と
の
関
係
を
で
き
る
だ
け
生
徒
に
明
確
に
と
ら
え

な
お
さ
せ
な
が
ら
、
訓
読
の
表
現
を
日
本
語
と
し
て
最
大
限
拡
大
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
ο

訓
読
を
与
え
ら
れ
た
回
定
的
な
も
の
と

見
る
の
で
は
な
く
、
翻
訳
の
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の

内
容
を
さ
ら
に
ゆ
た
か
に
す
る
努
力
を
通
し
、
教
材
の
読
み
方
も
一

層
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

第
一
一
一
は
生
徒
み
ず
か
ら
が
教
材
に
立
ち
む
か
い
、
主
体
的
に
読

み
考
え
、
問
題
を
追
求
す
る
授
業
の
ス
タ
イ
ル
と
秩
序
を
作
り
あ
げ

て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
漢
文
だ
け
の
課
題
で
は
な

い
。
教
材
に
つ
い
て
の
個
々
の
生
徒
の
疑
問
や
問
題
意
識
を
授
業
の

な
か
で
顕
在
化
さ
せ
、
グ
ル
ー
プ
の
力
を
活
用
し
な
が
ら
解
決
に
取

り
組
ん
で
ゆ
く
方
法
は
、
た
と
え
ば
現
代
国
語
な
ど
で
有
効
で
あ
る

こ
と
は
こ
れ
ま
で
確
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
の
生
徒
た

ち
の
言
語
生
活
か
ら
緩
め
て
縁
遠
い
漢
文
の
場
合
に
は
、
生
徒
の
主

体
性
を
う
な
が
す
授
業
過
程
は
む
し
ろ
一
関
真
剣
に
構
惣
さ
れ
な
け

な
ば
な
ら
な
い
も
の
と
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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の
危
機
い
と
い
っ
た
表
現
は
、
学
校
現
場
の
雰
間
気



か
ら
す
る
と
い
さ
さ
か
誇
張
に
響
き
過
ぎ
る
よ
う
な
気
も
す
る
。
し

か
し
生
徒
は
も
ち
ろ
ん
、
図
説
教
師
の
多
く
も
と
く
に
漢
文
に
関
心

を
寄
せ
て
い
る
と
は
見
え
ず
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
漢
文
は
古
文
の
付

属
物
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
が
災
情
で
あ
ろ
う
。
漢
文
教
育
は
高
校

に
お
い
て
は
確
実
に
空
洞
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
大
仰
に
悲
憤
煉
慨
す
る
の
で
は
な
く
、
漢
文
教

育
を
め
ぐ
る
負
の
条
件
を
冷
静
に
見
つ
め
、
わ
ず
か
な
芥
で
も
そ
れ

を
地
道
に
守
り
そ
だ
て
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
現
時
点
で
は
も
っ
と
も

大
切
な
い
と
な
み
で
あ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
。
さ
さ
や
か
な
こ
こ
ろ
み

が
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
一
端
に
つ
な
が
る
な
ら
望
外
の
し
あ
わ
せ
と

い
え
よ
う
。

(
第
1
時
限
)

淵
mm
の
生
川
そ
の
時
代
に
つ
い
て
の
年
夫
、
府
史
地
…
凶
作
成
指

示
、
資
料
を
与
え
家
淀
川
子
資
と
す
る
/
川
町
関
同
知
兵
一
、
飲
酒
序
、
立
ハ

五
の
指
名
よ
み
、
範
説
、
静
香
に
よ
る
調
査
語
句
の
指
定
/
上
記
の

詩
に
つ
い
て
の
問
題
カ
ー
ド
提
出
、
資
任
班
に
よ
る
プ
リ
ン
ト
指
示

(第

2
時
限
)

指
名
に
よ
る
崎
明
/
年
表
と
燈
史
地
図
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
検
討

/
帰
関
田
応
其
一
の
読
解

l
指
定
語
匂
の
分
析
、
日
本
誌
へ
の

か
え
、
問
題
点
の
追
求
(
問
答
に
よ
る
)
/
「
翻
訳
」

(第
3
時
間
以
)

指
名
賄
側
m
/年
表
と
際
史
地
図
の
代
表
作
へ
の
教
師
の
…
評
側
(
。
プ

リ
ン
ト
、

O
H
P
〉
/
帰
関

m
M其
一
の
ぺ
翻
訳
い
の
グ
ル
ー
プ
で

の
検
討
/
帰
慰
問
活
其
三
、
飲
酒
其
ニ
の
問
題
カ
!
ド
集
約
、

(第
4
時
限
)

指
名
時
唱
/
知
閤
出
版
其
一
の
「
翻
訳
い
代
表
作
の
教
師
詳
儲
/

飲
酒
序
の
読
解
/
飲
湖
其
五
の
読
解
、
…
ー
翻
訳
い
指
示
/
m
m開
国
民

其
J

…
一
、
飲
酒
又
一
一
の
語
句
指
定

(第
5
時
限
〉

指
名
時
間
引
/
飲
澗
兵
五
の
「
翻
訳
い
の
グ
ル
ー
プ
詳
価
/
帰
閤
回

日
的
其
一
一
一
の
読
解
、
…
翻
訳
い
指
示
/
志
榔
先
生
伝
の
語
句
指
定

(第
6
限〉

指
名
路
唱
/
飲
酒
其
二
の
読
解
/
全
詩
の
湾
読
/
全
一
詩
文
を
自
文

に
し
、
朱
・
い
の
小
を
施
す
こ
と
を
指
示
/
五
榔
先
生
伝
の
問
題
点
集
約

(第
7
限
)

五
柳
先
生
伝
の
指
名
よ
み
、
範
説
、
そ
の
読
解
/
帰
園
田
居
其
三

の
「
翻
訳
」
の
グ
ル
ー
プ
評
価

( 67 ) 

(
注
)

ハ1
〉
鈴
木
嘉
弘
、
寺
嶋
信
男
、
上
田
武
「
高
校
漢
文
教
林
一
覧
」
(
「
漢
文

教
護
」
一
一
九
七
一
一
一
、
大
修
館
)



制
1

「
飲
酒
」
と
い
う
題
で
あ
り
な
が
ら
、
詩
の
中
で
沼
に
つ
い
て
何
も

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

2
「
無
車
馬
喧
」
と
あ
る
が
、
淵
閥
均
は
設
と
も
近
所
づ
き
あ
い
を
し
な

か
っ
た
の
か
。

(
凶
)
た
と
え
ば
「
江
談
抄
」
の
「
東
行
西
行
雲
砂
々
二
月
三
月
日
遅

々
」
を
「
ト
サ
マ
ニ
行
キ
、
カ
ウ
サ
マ
ニ
行
キ
誠
一
一
(
ハ
ル
パ
ル
キ
サ
ラ

ギ
ヤ
ヨ
ヒ
日
ウ
ラ
ウ
ラ
」
と
よ
ん
だ
倒
、
林
道
春
ガ
詩
経
「
関
々
…
限
鳩

在
河
之
洲
窃
宛
淑
女
君
子
好
一
逮
」
を
「
関
々
ト
ヤ
ワ
ラ
ギ
ナ
ケ
ル
際

鳩
ノ
ミ
サ
ゴ
ハ
河
ノ
均
一
一
ア
リ
、
窃
宛
ト
シ
ヅ
カ
ニ
タ
ダ
シ
キ
淑
女
ノ
ヲ

ト
メ
ハ
君
子
ノ
好
逮
ノ
ヨ
キ
タ
グ
ヒ
ナ
リ
」
と
よ
ん
だ
例
な
ど
を
示
し
た
っ

(
日
〉
尾
形
的
「
古
典
教
育
の
本
質
」
(
「
国
語
展
望
」
二
一
一
一
号
一
九
六
九

尚
学
閣
議
)

〈
立
)
鎌
自
立
「
漢
文
教
育
の
理
論
と
指
導
・
序
」
一
九
七
一
一
、
大
修
鵡

品
続
出
勝
山
中
〈
「
古
典
文
学
教
育
の
曲
り
角
で
」
(
「
国
語
通
信
」
一
一
一
七

号

一

九

六

O
、
筑
摩
書
房
)

(
日
)
大
川
川
忠
一
一
一
「
指
導
計
磁
の
作
成
と
学
官
指
導
の
展
開

H関
誌
I
H

H間一位附
H
H
i
i
s官
邸
ハ
(
漢
文
〉
の
指
導
」
(
「
改
訂
、
高
等
学
校
学
校
学
習

指
導
要
領
の
浪
路
、
閑
語
科
編
」
一
九
七
八
年
明
治
図
書
)

(
日
)
小
野
間
一
平
「
漢
文
の
精
選
と
は
i
l
i
m態
か
ら
の
脱
出
を
」
(
「
高
校

の
言
語
教
育
s

」
巻
一
一
一
号
一
九
七
一
一
一
年
、

〈

2
〉
偽
情
迅
「
貌
一
昔
風
度
一
及
文
章
与
薬
及
酒
之
関
係
」
(
「
而
己
集
」
一
九
二

七
〉
(
邦
訳
、
竹
内
好
「
貌
晋
の
気
風
お
よ
び
文
章
と
薬
お
よ
び
溜
の
関

係
」
岩
波
新
書
「
魯
迅
評
論
集
」
一
九
五
一
一
一
、
引
用
文
は
竹
内
氏
訳
)

〈
3
〉
こ
の
こ
と
は
全
閣
漢
字
漢
文
教
育
研
究
会
第
九
回
大
会
で
報
告
提
案

し
た
。
「
教
科
書
の
な
か
の
掬
淵
明
」
(
「
漢
字
漢
文
」
四
巻
二
一
号
、
一

九
七
二
、
秀
英
出
版
)

ハ
4
〉
老
長
一
之
「
陶
淵
明
伝
論
」
一
九
五
三
、
(
邦
訳
松
校
茂
夫
、
和
問
武

可
「
陶
淵
明
」
一
九
六
一
一
一
、
筑
摩
官
官
房
、
引
用
文
は
邦
訳
〉

〈
5
)

漢
書
巻
六
十
ハ
に
日
間
彼
舟
山
、
刊
紙
…
被
不
治
、
種
一
一
頃
…
丘
、
落
問
為
英

人
生
行
楽
耳
、
須
寓
貴
何
時
」
と
み
え
る
。

〈
6
〉
一
海
知
識
「
陶
淵
明
」
ハ
中
間
詩
人
選
集
第
四
巻
一
九
五
入
、

者
波
議
広
〉
な
お
曹
棋
の
「
穂
高
値
刷
」
の
目
頭
の
一
一
旬
に
「
種
葛
南
山
下

蕊
藍
自
成
除
去
一
広
」
と
み
え
る

ハ
7
)

蘇
紙
「
東
城
鎚
政
」
巻
二
「
衣
川
淵
明
詩
」

〈
8
〉
た
と
え
ば
「
館
関
同
居
其
一
ご
の
結
束
の
間
勾
に
は
「
桑
麻
民
己
長

我
土
日
己
広
常
恐
結
被
積
一
零
溶
同
草
芥
」
と
み
え
る
む

(
9
〉
た
と
え
ば
「
飲
潤
其
京
」
に
つ
い
て
、
生
徒
か
ら
は
次
の
よ
う
な
問

題
が
提
示
さ
れ
た
。

川w
l
「
間
話
」
で
自
分
の
こ
と
な
の
に
な
ぜ
「
君
」
と
い
う
の
か
っ

2
力
地
白
一
倫
」
の
教
科
書
誌
で
は
「
自
然
と
入
車
一
離
れ
た
と
同
じ
こ
と

に
な
る
」
と
あ
る
が
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
か
c

3
「
採
粥
」
に
は
特
別
の
意
味
が
あ
る
の
か

4

「
此
中
有
真
窓
い
の
勺
真
意
に
の
教
科
書
法
で
は
「
真
実
」

と
あ
る
が
何
に
つ
い
て
の
真
理
な
の
か
。
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