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号弘r
AW 

会

漢

文

授

業

で

可
4

r
n
i
s
 

の

i

i
漢

文

教

出
席
者
ハ
五
十
背
脳
〉

井
関
義
久
「
横
浜
開
立
大
)

上
山
武
ハ
山
梨
県
立
身
延
高
校
)

佐
々
木
良
ハ
神
奈
川
県
立
大
清
水
高
校
〉

間
部
井
文
雄
ハ
都
留
文
科
大
)

一
戸
川
芳
郎
ハ
東
京
大
)

ム
げ
{伊

藤

虎
丸
ハ
東
京
女
子
大
〉

時
:
一
九
八

O
年
三
月
十
六
日
(
日
)
午
後

一
所
;
ふ
名
渓
会
会
議
定

※

※

※

 

一
}
一
時
間
半
あ
ま
り
の
鹿
談
会
を
録
音
し
原
稿
化
す
る
作
業
は
、
和
光
大

学
で
引
き
受
け
た
が
、
忠
実
に
テ
ー
プ
か
ら
再
現
し
た
原
稿
を
、
結
局
は

一
一
一
分
の
一
に
縮
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
、
貴
重
な
ご
発
言
の
か
な
り

の
部
分
を
完
全
に
削
削
っ
た
り
、
恐
意
的
に
縮
め
た
り
し
た
上
に
、
更
に
或 が

で

る

か

込
C

。〉

義

と

可

能

性

1
1
i

る
部
分
は
、
門
〕
内
に
論
点
の
要
旨
の
み
を
記
録
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ι

そ
の
上
、
こ
の
作
業
が
誌
だ
難
航
し
た
た
め
、
発
行
期
間
以
に
間
に
合
わ
な

く
な
り
、
こ
う
し
た
場
合
の
常
識
で
あ
る
、
原
稿
を
一
度
各
出
信
者
に
お

送
り
し
て
チ
ェ
ッ
ク
し
て
頂
く
と
い
う
手
続
き
を
さ
え
省
略
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
む
従
っ
て
、
各
出
府
者
の
ご
発
一
一
一
口
の
内
容
は
、
そ
の
本
意
を
十

分
に
伝
え
て
い
な
か
っ
た
り
、
甚
し
い
場
合
は
全
く
誤
解
し
て
い
た
り
す

る
場
合
が
な
い
と
は
一
添
え
ず
、
こ
の
鹿
談
会
記
事
は
、
い
わ
ば
編
集
者
の

打
創
作
μ

に
近
い
も
の
で
、
文
責
は
全
く
編
集
部
(
伊
藤
〉
に
あ
る
こ
と

を
、
は
じ
め
に
お
断
わ
り
し
て
お
く
じ

そ
れ
ぞ
れ
に
ご
多
忙
の
中
を
、
旅
費
自
弁
、
行
手
弁
当
υ

で
ご
参
加
下

さ
っ
た
各
位
の
ご
厚
意
に
御
礼
申
し
上
、
げ
る
と
共
に
、
そ
の
上
、
土
記
の

如
き
非
礼
を
敢
え
て
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ

7
Q
O
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〔
最
初
に
、
編
集
部
か
ら
、
東
京
教
育
大
学
漢
文
学
会
を
、
大
塚
漢
文
学

会
と
し
て
い
わ
ば
再
発
足
さ
せ
る
に
当
た
り
、
会
の
目
的
と
し
て
、
村
哲
、



文
、
語
学
を
分
離
せ
ず
、
い
わ
ば
フ
」
と
ば
一
」
を
媒
介
と
す
る
中
国
文
化
の

総
合
的
研
究
を
行
な
う
こ
と
の
意
味
を
改
め
て
追
求
す
る
、
。
会
員
の
構
成

か
ら
も
、
中
学
、
高
校
で
の
漢
文
教
育
の
問
題
と
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
教

育
と
研
究
の
交
流
・
結
合
の
場
を
つ
く
る
こ
と
を
め
ざ
す
、
と
い
う
ニ
点
を

掲
げ
、
そ
の
趣
旨
か
ら
、
再
出
発
の
第
一
号
で
あ
る
本
号
に
は
、
昨
年
の
大

会
で
の
上
回
武
氏
の
実
践
報
告
と
こ
の
政
談
会
と
を
載
せ
た
い
と
考
え
た
こ

と
、
各
山
山
ぃ
加
者
の
、
現
場
体
験
に
立
つ
て
の
、
今
日
に
お
け
る
「
漢
文
教

育
」
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ば
、
現
場
で
背
労
し
て
い
る
仲
間
を
弟
気
づ
け
る

よ
う
な
、
積
極
的
な
志
議
づ
け
、
及
び
「
こ
ん
な
こ
と
が
や
れ
る
」
と
い
う

具
体
的
ご
発
言
を
期
待
し
た
い
旨
の
趣
旨
説
明
、
が
あ
り
、
次
い
で
、
こ
の
会

を
ア
レ
ン
ジ
し
て
下
さ
っ
た
田
部
井
氏
か
ら
、
当
初
予
定
し
て
い
た
鈴
木
嘉

弘
氏
、
毛
利
版
男
氏
、
村
主
幸
雄
氏
が
念
に
出
席
出
来
な
く
な
っ
た
事
情
を

合
め
て
、
出
席
者
の
紹
介
が
あ
っ
た
J

田
部
井
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
お
そ
ら
く
ご
出
席
の
方
人
川
上
部
と
耐
識
が
あ
る
の

は
僕
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
ご
組
介
を
兼
ね
て
:
:
:
A
出
持

者
利
介
等
略
〕
そ
れ
か
ら
、
委
員
会
の
方
で
考
え
て
お
ら
れ
る
の
は
、
こ
う

い
う
控
談
合
を
少
く
も
一
二
年
ぐ
ら
い
継
続
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
長
老
と
小
限
と
若
手
と
い
う
夙
に
分
け
て
、
最
初

は
や
は
り
中
騒
が
H

叩
き
台
υ

に
な
っ
て
、
少
し
勝
手
な
こ
と
を
寄
っ
て
問

題
を
出
し
て
お
い
た
ら
ど
う
か
、
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
我
々
は
、
小
突
き

加
さ
れ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
長
老
と
若
手
と
一
向
方
か
ら
ね
ハ
笑
〉
、
そ

う
い
う
意
味
で
、
少
し
大
組
な
提
一
一
伐
を
し
て
み
た
ら
ど
う
か
、
と
思
う
ん
で

-
o
 

内
容
に
つ
い
て
は
、
茶
一
本
的
に
は
今
、
伊
藤
対
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
通
り
だ

-'"、，、，へ〆hザ戸、~匂，、'"、~、~、J円切〆、"、ザF、'"、ザヘJ、d戸、J、，、匂，、、F、』〆、./、--、./、_.--、、_.--<

と
思
う
ん
で
す
が
、
ま
あ
、
一
時
間
は
可
成
り
あ
り
ま
ず
か
ら
、

に
話
し
て
み
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ひ
と
つ
自
由

一
、
前
提
と
な
る
幾
つ
か
の
間
題

司
会
ど
の
あ
た
り
か
ら
話
を
は
じ
め
て
頂
い
た
ら
い
い
か
、
編
集
部
と

し
て
何
か
問
題
提
起
を
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
と
思
っ
て
苦
慮
し
た
ん
で
す

が
、
沼
部
井
先
生
に
ご
相
談
し
た
ら
、
雑
誌
〈
漢
文
教
室
〉
の
八
八
号
(
昭

四
一
一
一
)
に
載
っ
た
「
漢
文
教
育
と
人
間
形
成
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
座
談
会

記
事
を
紹
介
し
て
頂
い
て
:
:
:
見
る
と
、
先
提
も
出
た
よ
う
に
、
我
々
は
、

一
山
氏
名
と
若
手
と
の
い
わ
ば

H

板
挟
み
H

の
位
代
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う

い
う
我
々
の
世
代
の
問
題
の
幾
っ
か
が
割
に
は
っ
き
り
出
て
い
る
よ
う
な
の

で
、
こ
の
辺
り
を
前
提
と
し
て
話
を
し
て
頂
い
て
は
ど
う
か
と
思
っ
た
ん
で

す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
あ
た
り
ま
で
は
い
わ
ば
前
提

と
し
て
押
え
て
、
今
日
は
、
そ
の
先
を
、
具
体
的
あ
る
い
は
積
極
的
な
お
誌

を
、
う
か
が
う
こ
と
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ざ
っ
と
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
最
初
の
所
で
、
田
部
井
さ
ん
が
、
限
ら
れ
た

授
業
時
間
の
枠
の
中
で
、
訓
読
の
仕
方
と
か
教
材
を
ど
う
こ
な
す
か
と
い
っ

た
こ
と
を
考
え
る
の
が
精
一
杯
で
、
漢
文
教
育
で
は
一
体
何
を
教
え
る
の
か

と
い
う
風
な
と
こ
ろ
ま
で
掘
り
下
げ
て
考
え
て
い
る
余
裕
が
江
か
な
か
な
い

の
で
:
:
:
と
い
っ
た
こ
と
を
言
わ
れ
て
ま
す
ね
。
そ
れ
を
う
け
て
西
(
綴

蔵
)
先
生
が
、
要
す
る
に
戦
前
は
、
文
明
開
化
の
た
め
の
実
用
教
育
、
科
学

教
育
と
い
う
の
が
一
つ
の
柱
で
、
そ
れ
に
対
す
る
精
神
教
育
と
い
う
の
を
漢

文
が
担
当
す
る
と
い
う
ふ
う
に
門
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
が
、
戦
後
は
、

教
育
の
中
で
漢
文
が
ど
の
部
分
を
担
当
す
る
か
が
、
な
ん
と
な
く
は
っ
き
り
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し
な
く
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
ぎ
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
形
で
問
題

が
出
さ
れ
て
い
る
リ

こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
に
出
て
く
る
の
か
、
漢
文
と
い
う
の
は
、
や
は
り

単
に
言
葉
を
教
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
人
間
形
成
」
と
か
滋
徳
教
育
と
か

精
神
教
育
と
か
い
う
出
で
非
常
に
貢
献
出
来
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
が
、
阿
部
古
機
先
生
、
山
崎
道
夫
先
生
と
い
っ
た
方
た
ち
か
ら
出
さ
れ

る心

i

!
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
阿
部
さ
ん
の
そ
う
い
う
議
論
に

対
し
て
者
い
人
か
ら
反
論
が
出
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
慌
談
会
の
き
っ
か
け

だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
反
論
を
出
し
た
側
に
も
、
別
に
、
人
間
形

成
に
役
立
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
誰
も
異
議
が
あ
る
わ

け
じ
ゃ
あ
な
く
て
、
ど
う
い
う
方
向
の
人
間
形
成
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
許
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
明
治
初
年
に
一
度
廃
止
さ

れ
た
漢
文
が
そ
の
後
復
活
し
た
、
そ
の
時
の
復
活
に
は
か
な
り
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
、
政
治
的
な
意
味
が
あ
っ
た
、
教
育
勅
誌
の
発
布
な
ん
か
と
も
関
係
す

る
よ
う
な
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
今
日
も
ご
出
席
の
一
戸
川
さ
ん
な
ど
か
ら
出

て
い
る
。
戦
後
に
も
う
一
度
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
例
の
天
野
貞
祐
氏

の
道
穂
教
育
論
と
漢
文
復
活
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
:
:
:
。
そ
う
い

う
、
教
育
が
悶
家
目
的
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
へ
の
我
々
の
世
代
の
「
ア

レ
ル
ギ
ー
」
が
、
こ
こ
で
は
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
第
二
に
、
人
間
形
成
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
グ
リ
i
グ
e

ラ
テ
ン
と
い
っ
た
古
典
教
育
を
非
常
に
犬

山
事
に
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
形
で
、
「
古
典
教
育
と
し
て
の
漢
文
教

…
育
い
と
い
う
側
一
期
が
一
一
一
一
向
わ
れ
る
ん
で
す
ね
o
i
l
sこ
れ
に
対
し
て
、
西
先
生

7、
西
洋
古
典
の
場
合
、
近
代
市
民
社
会
を
形
成
し
た
人
間
観
の
基
礎
に

な
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
は
少
く
と
も
、
今
日
の
市
民
社
会
が
続
く

限
り
に
お
い
て
は
普
遍
性
を
持
つ
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
漢
文
古
典
の
場
合

は
、
た
だ
ヱ
リ
胞
と
だ
か
ら
と
い
う
の
で
そ
れ
と
同
一
視
し
て
普
遍
性
を
主

張
す
る
こ
と
は
、
際
史
的
に
は
不
可
能
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
を
さ
れ

て
い
る
。
僕
な
ん
か
、
こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
指
縦
だ
と
思
う
ん
で
す
。
今

日
改

r

め
て
、
漢
文
教
育
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
と
ら
え
痕
す
と
い
う
意
味
に
お
い

て
も
で
す
よ
、
改
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
い
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
が
:

し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
う
い
う
指
摘
に
対
し
て
、
第
三
に
、
い
や
漢
文
は

日
本
吉
典
な
ん
だ
、
日
本
人
の
文
化
の
基
礎
を
培
っ
て
来
た
「
臼
本
古
典
と

し
て
の
漢
文
」
と
い
う
瓶
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

1

1

関
誌
に
含
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
点
で
も
、
今
日
、
そ
う
い
う
位
農
づ
け
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
そ

れ
な
ら
そ
れ
で
、
日
本
の
文
化
の
中
に
お
け
る
漢
文
文
化
と
い
う
も
の
を
系

統
的
に
正
当
に
評
価
し
て
、
き
ち
ん
と
教
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
か

2

万
葉
集
や
古
今
集
の
時
代
に
も
漢
文
文
化
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
実

際
に
教
え
て
い
る
の
は
、
読
み
方
は
明
治
の
漢
文
訓
読
だ
し
、
教
材
も
明
治

の
漢
文
の
体
系
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
材
料
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
問
題

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
漢
文
文
化
の
根
誌
に
東
洋
の
縞

神
、
中
間
文
明
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
こ
れ
は
「
日
本
の
」

と
い
う
よ
り
ま
と
も
に
「
中
閣
の
」
古
典
と
し
て
、
現
代
中
国
か
ら
減
っ
て

中
国
の
古
典
の
精
神
を
探
る
べ
き
じ
ゃ
あ
な
い
か
、
と
い
う
問
題
も
出
さ
れ

て
い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
さ
ら
に
、
第
四
に
、
そ
の
場
合
、
社
会
科
と
か
哲
学
と
か
い

う
形
で
中
間
文
明
と
か
儒
教
と
か
を
取
り
上
げ
る
の
と
、
漢
文
と
い
う
形
で
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「
古
典
教
育
」
つ
ま
り
「
ζ
と
ぱ
い
の
教
育
と
し
て
や
る
場
合
と
は
、
ど
う

ち
が
う
の
か
と
い
う
寸
言
語
教
育
」
の
問
題
に
も
う
一
度
い
わ
ば
一
反
っ
て
い

る
。
:
:
;
以
上
の
よ
う
な
あ
た
り
の
こ
と
く
ら
い
は
一
応
ふ
ま
え
て
、
そ
の

辺
り
で
設
々
め
ぐ
り
す
る
の
は
ま
ず
い
ん
で
、
そ
の
先
か
ら
一
話
を
始
め
て
い

た
だ
い
て
は
、
と
思
う
ん
で
す
が
:
:
:
。

一一、
問
題
提
起
|
教
材
問
題

田
部
井
伊
藤
君
か
ら
話
が
あ
っ
た
時
、
整
理
す
れ
ば
、
付
教
材
の
問

題
、
付
教
掻
法
の
問
題
、
約
教
員
養
成
の
問
題
、
こ
れ
は
大
学
で
の
漢
文
教

育
の
問
題
に
も
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
一
一
一
つ
く
ら
い
の
問
題
に
な
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
ん
で
す
が
。
ど
う
で
す
か
、
初
め
か
ら
漢

文
教
育
の
可
能
性
み
た
い
な
こ
と
を
大
上
段
に
ふ
り
か
ぶ
っ
て
と
い
う
の
で

は
、
や
り
に
く
い
だ
ろ
う
と
閉
ゅ
う
の
で
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
ま
ず
教
材

論
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
入
っ
て
、
あ
る
程
度
い
っ
た
ら
そ
れ
を
ど
う
教
え

た
ら
い
い
か
、
教
え
る
こ
と
に
ど
う
い
う
意
義
が
あ
る
か
、
と
い
う
既
に
取

り
上
げ
て
い
っ
た
ら
発
言
し
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
:
:
:
G

た
と
え
ば
、
古
川
幸
次
郎
さ
ん
な
ど
が
宮
わ
れ
る
の
は
、
高
等
学
校
で

は
、
「
品
川
諮
問
」
と
「
史
記
い
と
時
詩
を
教
え

4
ば
、
そ
れ
で
も
う
い
い
ん
だ
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
僕
は
大
体
そ
の
説
に
賛
成
な
ん
だ
け
ど
、

そ
れ
で
い
い
の
か
ど
う
か
。
具
体
的
に
一
一
月
え
ば
、
上
問
殺
は
、
陶
淵
附
仰
を
教

え
た
実
践
報
告
を
さ
れ
た
わ
け
で
、
陶
淵
明
は
教
え
易
い
か
難
い
か
、
そ
の

辺
の
と
こ
ろ
か
ら
ま
ず
何
か
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て
は
と
思
う
ん
で
す
が
っ

な
ぜ
陶
淵
明
を
取
り
上
げ
た
か

1

1

中
間
研
究
と
教
材
編
集
1

1

上
田
陶
淵
明
を
と
り
上
げ
た
の
は
、
陶
淵
明
像
と
い
う
の
が
、
伝
統
的

な
、
い
わ
ゆ
る
「
隠
逸
の
詩
人
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
理
想
像
に
な
っ
て
い

る
人
間
銀
と
、
そ
れ
か
ら
、
一
方
で
は
、
魯
迅
の
例
の
「
税
苦
文
人
の
風
度

及
び
文
章
と
薬
及
び
酒
と
の
関
係
」
な
ん
か
以
後
の
、
新
し
い
も
っ
と
人

間
的
な
、
あ
る
い
は
生
臭
い
陶
湘
明
像
と
い
う
の
が
出
来
上
っ
て
来
て
い
ま

す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
漢
文
教
育
の
世
界
で
は
、
前
者
の
伝
統
的
な
も
の
だ
け

が
、
そ
の
ま
ま
受
け
厳
が
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
い
の
か
な
あ
、
と
い
う
よ

う
な
疑
問
を
感
じ
て
、
陶
淵
明
に
在
意
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す

ね
c

こ
の
前
の
報
告
の
時
に
も
ち
ょ
っ
と
話
し
た
ん
で
す
が
、
現
在
十
四
種

類
ぐ
ら
い
あ
る
漢
文
の
教
科
書
の
中
で
、
た
と
え
ば
「
飲
酒
其
の
五
」
と
い

う
の
は
全
部
が
採
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
取
り
上
げ
方
は
、
や
は

り
、
素
朴
な
葉
し
い
r
悶
黙
の
中
に
そ
の
ま
ま
栂
没
し
て
い
る
「
悠
然
」
た
る

詩
人
の
姿
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
陶
淵
明
を
見
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
う
ん
で
す
心
今
日
は
、
教
科
書
を
編
纂
さ
れ
て
い
る
方
々
も
お

い
で
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
風
に
お
考
え
に
な
っ
て
教
材
を
編
纂

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
一
度
は
伺
い
た
い
気
持
も
あ
り
ま
し
て
・
:

;
c
つ
ま
り
、
教
材
を
作
っ
て
い
か
れ
る
側
で
、
現
在
の
学
問
の
水
準
な
ど

と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
何
を
考
え
て
編
集
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
、

そ
ん
な
こ
と
も
一
つ
気
に
な
っ
た
も
の
で
す
か
ら
:
:
:
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
陶
淵
明
と
い
う
の
は
、
対
照
が
非
常
に
鮮
や
か
に

出
て
い
る
ん
で
、
…
つ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
議
論
の
た
め
の
叩
き
台
に
は

な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
持
で
出
し
た
わ
け
で
す
。
ー
i
ー
た
と
え
ば
、

一
心
境
、
関
村
繁
さ
ん
の

N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
の
お
附
淵
明
い
な
ど
と
い
う
の

は
、
あ
る
意
味
で
は
極
端
な
と
こ
ろ
ま
で
、
淘
淵
明
を
一
種
の
む
し
ろ
俗
物
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ヘ/、/昔、〆"へハ-、d、〆一、rヘ制、/-、〆九〆、〆 ν〆~/也〆ザ「〆}、/、 zヘ/"'/'-〆、/九/、/、J、〆ヘ〆\戸峰戸ヘバ、/~、/~".r、/~へ~へ〆、〆""ハý'~、へ"〆、川

で
あ
っ
た
と
見
る
よ
う
な
方
向
で
、
後
の
中
の
魔
性
み
た
い
な
も
の
ま
で
尉

り
出
そ
う
す
る
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
陶
淵
切
の
研
究

が
こ
こ
ま
で
来
て
い
る
段
階
で
も
っ
て
、
我
々
が
教
窓
で
一
陶
淵
切
を
教
え
る

場
合
に
も
、
や
は
り
そ
う
い
う
現
実
的
な
学
問
の
研
究
の
成
果
な
ど
と
い
う

の
も
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
考

え
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
o
l
l
l
そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
漢
文
の
教

材
の
編
集
の
仕
方
と
い
う
の
が
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
時
代
以
来
の
、
或
い
は
戦

前
の
、
漢
文
が
悶
家
の
教
学
の
一
つ
の
支
え
で
あ
っ
た
時
代
の
教
材
論
と
い

う
か
、
そ
う
い
う
編
集
か
ら
ど
こ
ま
で
変
っ
て
来
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

も
、
も
う
一
つ
伺
っ
て
お
き
た
い
。
な
に
か
、
我
々
が
も
っ
と
い
執
し
い
教
材

を
付
け
加
え
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
、

そ
う
い
う
滋
味
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
い
る
教
材
を
、

自
分
た
ち
な
り
に
整
理
し
て
や
る
と
い
っ
た
こ
と
も
、
こ
れ
ま
で
に
何
問

も
、
静
岡
の
鈴
木
さ
ん
な
ど
と
一
緒
に
、
繰
返
し
て
き
て
い
る
わ
け
な
ん
で

す
が
。
本
当
に
ハ
ど
ん
な
教
材
を
生
徒
に
与
え
て
い
っ
た
ら
、
一
番
彼
ら
に

と
っ
て
意
味
が
あ
る
か
、
ま
た
、
こ
れ
は
後
で
触
れ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、

中
閣
の
思
想
や
文
化
の
伝
統
一
を
正
し
く
理
解
し
て
い
く
手
掛
り
を
与
え
る
こ

と
が
出
来
る
か
:
:
:
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
で
す
が
G

教
科
書
の
限
界
と
現
場
教
部
の
工
夫

田
部
井
僕
も
突
は
大
学
で
グ
ラ
ブ
活
動
み
た
い
な
形
で
陶
淵
拐
を
読
ん

で
い
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
あ
一
れ
だ
け
被
雑
な
生
き
方
や
思
索
を
し
た

陶
淵
明
と
い
う
人
間
を
あ
る
程
度
、
高
校
生
に
も
検
討
の
対
象
に
さ
せ
る
た

め
に
は
数
が
か
な
り
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
気
が
す
る
c

そ
の
場
合
、

教
材
と
し
て
ど
れ
だ
け
採
れ
る
か
と
い
う
と
今
の
と
こ
ろ
、
か
な
り
難
か
し

い
と
い
う
感
じ
が
あ
る
ん
で
す
が
、
上
回
数
な
ど
は
ど
う
で
す
か
じ

上
回
航
か
に
〈
?
の
教
科
書
の
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
十
分
な
教
材
を
の
せ
る

の
は
難
か
し
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
c

だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
先
は
、
現
場
の
私

た
ち
が
何
な
工
夫
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
な
あ
、
と
い
う

よ
う
に
考
え
た
わ
け
で
'
-
j
・0

撲
の
場
合
は
、
た
ま
た
ま
講
談
社
の
教
科
設
を
手
に
し
て
、
あ
る
程
度
作

品
数
が
あ
っ
た
の
で
〈
詩
六
首
と
他
に
「
帰
去
米
辞
」
「
桃
花
一
線
記
」
な
ど
〉
、

ち
ょ
っ
と
邸
内
い
く
て
、
整
理
を
し
て
や
っ
て
み
た
ん
で
す
G

要
す
る
に
「
知

間
関
知
」
の
「
そ
の
こ
と
、
「
飲
酒
」
の
「
序
」
と
つ
ぐ
の
一
一
こ
「
そ
の

五
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
、
「
帰
国
間
賠
」
の
「
そ
の
一
一
こ
と
「
飲
酒
」

の
「
そ
の
な
こ
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
は
、
教
科
書
の
中
で
、
二
つ
の
系
列

に
あ
る
程
度
類
別
で
き
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
私
な
り
に
整
理
し
て
や

っ
た
わ
け
な
ん
で
す
が
、
も
し
そ
う
で
な
く
て
、
組
の
教
科
書
を
使
う
と
す

れ
ば
、
や
は
り
、
あ
る
程
度
、
何
か
別
の
工
夫
を
し
て
み
た
い
と
患
い
ま
す

ね
心
ス
ト
レ
ー
ト
に
、
高
惑
な
一
越
静
的
な
詩
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
教

え
て
し
ま
い
た
く
な
い
ι
僕
ら
み
た
い
に
漢
文
を
専
攻
し
た
者
で
な
け
れ
ば

ち
が
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
ま
じ
大
学
で
勉
強
し
た
り
、
か
じ
?
に
り

(
笑
)
し
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
ま
で
い
か
ざ
る
を
待
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
気
持
が
す
る
わ
け
な
ん
で
す
。

後
で
、
現
場
の
実
態
と
い
う
と
こ
ろ
で
ま
た
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
思
う
ん

で
す
が
、
一
応
原
則
的
に
言
え
ば
、
今
一
一
一
一
口
っ
た
よ
う
な
工
夫
と
い
う
か
、
教

科
世
間
と
現
場
と
を
ど
こ
で
ど
う
犠
み
合
わ
せ
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
を
、

我
々
が
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
な

ん
で
す
が
c
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田

部

井

い

て

最

初

に

感

じ

る

こ

と

は

、

陶

淵

拐

を

、

そ
う
や
っ
て
現
場
で
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
教
え
る
先
生

の
側
の
か
な
り
の
力
最
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
な
わ
け
で
す
よ
。
で
す
か
ら

ど
う
し
て
も
教
員
養
成
の
問
題
に
も
い
っ
て
し
ま
う
の
で
す
け
れ
ど
、
ム
マ
は

教
材
開
題
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
講
談
社
の
教
科
書
は
特
例
的
に
陶
淵
明
を

あ
れ
だ
け
採
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
現
場
で
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
に
く
い

部
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
す
る
ん
で
す
。
高
等
学
校
の
教
材
と

し
て
は
、
あ
る
段
階
に
な
れ
ば
陶
淵
明
も
い
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
の
前

に
、
論
語
、
史
記
、
持
詩
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
し
っ
か
り
や
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
。

上
田
そ
れ
に
は
賛
成
で
す
。
陶
淵
問
問
中
心
に
議
論
が
進
ん
で
い
く
と
、

ち
ょ
っ
と
漢
文
教
育
の
現
場
の
突
態
か
ら
外
れ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
の

で
、
も
う
少
し
拡
げ
て
教
材
観
的
な
と
こ
ろ
を
:
:
:
。

「
教
材
精
選
」
の
実
態

佐
々
木
よ
く
H

教
材
精
選
μ

っ
て
言
い
ま
す
よ
ね
。
そ
こ
に
あ
る
の
は

け

れ

ど

も

、

実

態

が

つ

か

め

な

い

ん

で

す

っ

だ

か

ら

と

は

何

か
、
と
い
わ
れ
て
、
こ
う
だ
、
と
い
う
答
は
出
し
に
く
い
で
す
ね
。
我
々
、
が

旧
制
中
学
校
で
官
っ
た
漢
文
な
ど
を
思
い
起
こ
し
て
み
ま
し
て
も
、
教
科
書

そ
の
も
の
の
中
味
、
一
つ
一
つ
の
教
材
は
、
今
も
そ
ん
な
に
変
つ
て
は
い
な

い
ん
で
す
ね
c

さ
っ
き
間
部
井
さ
ん
が
、
論
一
部
開
・
史
記
・
唐
詩
と
い
う
こ
と

を
古
川
先
生
も
言
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、

や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
も
の
が
多
い
。
そ
う
い
う
も
の
に
引
き
ず
ら
れ
て
編
纂

し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
事
実
だ
と
思
う
ん
で
す
っ

現
場
と
し
て
は
ね
、
そ
れ
だ
け
や
れ
ば
い
い
っ
て
い
う
こ
と
じ
ゃ
あ
な
く

て
、
撲
が
思
う
に
は
、
「
精
選
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
が
ら
や
る
中
で
、

日
本
な
り
中
国
な
り
の
古
典
あ
る
い
は
そ
の
文
化
と
い
っ
た
も
の
へ
の
隈
望

を
、
生
徒
た
ち
が
開
い
て
い
く
、
そ
の
窓
口
と
い
う
か
手
掛
り
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
も
の
を
与
え
て
い
け
れ
ば
、
一
つ
、
漢
文
教
育
の
目
指
す
と
こ
ろ

と
い
う
の
は
、
責
任
を
あ
る
抑
制
度
果
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う

に
閉
じ
う
わ
け
で
:
;
:
。
そ
う
い
っ
た
視
点
で
教
材
を
選
ん
で
い
け
ば
、
そ
れ

は
何
も
論
語
・
史
記
・
庶
詩
に
mm
ら
な
い
わ
け
で
、
さ
っ
き
の
陶
淵
明
も
立

派
に
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
。
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教
材
と
し
て
の
叶
史
記
ー
一

田
部
井
話
を
具
体
的
な
所
へ
も
ど
し
た
い
ん
で
す
が
、
以
前
に
訴
合
っ

た
時
、
性
々
木
設
は
、
や
っ
ぱ
り
訴
訟
の
専
門
家
だ
け
に
、
漢
文
訓
読
の

語
法
的
な
稲
を
教
え
る
に
は
、
ど
の
教
科
書
も
採
っ
て
い
る
「
史
記
」
の
よ

う
な
教
材
を
使
え
ば
、
そ
れ
で
一
通
り
の
こ
と
は
出
来
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
な
仰
言
っ
た
よ
う
に
憶
え
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
閣
か
ら
見

て
、
教
材
と
し
て
こ
ん
な
も
の
が
い
い
っ
て
い
う
の
は
な
い
で
す
か
c



佐
々
木
き
あ
、
そ
ん
な
意
識
、
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
:
:
:
口
生
徒
に
は
や

っ
ぱ
り
部
出
い
教
材
が
い
い
ん
で
:
:
:
(
笑
ヲ

生
徒
の
価
値
法
準
と
い
う
の
は
、
問
自
い
か
つ
ま
ら
な
い
か
な
ん
で
す
よ
り

そ
れ
は
授
業
の
内
容
な
ん
で
す
が
、
勿
論
教
材
の
内
容
に
も
よ
る
け
れ
ど
、

た
と
え
ば
教
材
に
ド
ラ
マ
性
、
が
あ
る
と
か
で
あ
れ
ば
、
少
々
河
請
が
閉
山
口
く
な

く
て
も
結
構
つ
い
て
く
る
と
い
う
出
も
あ
る
し
、
逆
に
あ
ま
り
ド
ラ
マ
性
な

ん
か
な
い
教
材
も
漢
文
に
は
結
締
あ
る
わ
け
だ
け
ど
、
そ
れ
で
も
持
っ
て
い

き
方
に
よ
っ
て
、
こ
っ
ち
の
技
肢
に
よ
っ
て
、
面
白
い
と
つ
い
て
く
る
と
い

う
場
合
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
僕
は
、
古
文
の
場
合
は
結
構
解
釈
文

法
み
た
い
な
こ
と
を
や
る
わ
け
で
す
が
、
撰
文
の
場
合
は
、
あ
ま
り
話
法
、

訴
訟
と
J

一
一
口
わ
な
い
で
済
ま
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
良
い
の
か
悪
い
の

か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
今
年
…
年
生
を
教
え
て
い
る
ん
で
す
が
、

や
っ
ぱ
り
語
法
、
返
り
点
の
つ
け
方
と
か
、
複
雑
な
読
み
方
と
か
い
う
も
の

に
つ
い
て
も
、
あ
ま
り
く
ど
く
ど
説
明
し
な
い
で
来
て
し
ま
っ
て
い
る
。
む

し
ろ
そ
う
い
う
こ
と
は
、
あ
る
税
度
、
一
年
な
ら
一
年
、
内
容
を
出
向
く
や

っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
上
に
立
っ
て
、
一
一
年
目
あ
た
り
で
や
っ
て
み
よ

、
、
、
、

う
か
な
、
そ
れ
も
古
文
の
場
合
ほ
ど
し
つ
こ
く
で
は
な
く
て
、
や
っ
て
み
ょ

う
か
な
と
い
う
よ
う
な
気
は
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

話
を
教
材
の
問
題
に
一
服
す
わ
け
だ
け
ど
、
こ
れ
は
ほ
ん
の
感
想
で
す
げ

ど
、
や
は
り
「
鴻
門
の
会
」
は
い
つ
や
っ
て
も
国
自
い
で
す
ね
u
t
i
-
-
「
酒

白
い
」
と
い
う
の
か
な
あ
、
語
法
の
方
で
も
非
常
に
変
化
が
あ
っ
て
、
そ
う

い
う
こ
と
ま
で
取
り
上
げ
る
と
、
ど
の
位
時
間
を
か
け
て
や
っ
た
ら
い
い
の

か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
材
料
は
農
寓
で

教
科
書
に
出
て
る
以
外
の

か
「
向
川
俣
陀
家
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
所
か
ら
必
要
に
応
じ
て
持
っ

て
来
て
、
話
を
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
や
る
の
で
す
け
ど
、
そ
う
す

る
と
、
余
計
内
つ
け
が
出
米
て
き
て
、
た
と
え
ば
、
河
、
じ
一
つ
の
一
言
葉
が
、

こ
こ
で
は
こ
ん
な
風
に
名
討
と
し
て
出
て
来
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
っ
ち
の
文

脈
で
は
、
そ
の
動
討
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
指
摘
で
す
と

か
、
或
い
は
、
項
羽
が
怒
っ
て
ば
か
り
い
る
と
、
「
お
前
ら
、
ひ
と
つ
数
え

て
み
ろ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
み
る
わ
け
で
す
。
|
|
}
「
怒
リ
テ

日
グ
い
と
い
う
の
が
沢
山
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
、
「
先
生
、
一
つ
町
大
イ

ニ
怒
リ
テ
日
グ
h

と
い
う
の
が
あ
っ
た
よ
い
と
言
っ
て
く
る
、
ア
ぐ
り
や
大

発
見
じ
ゃ
な
い
か
」
と
(
笑
)
:
:
:
。
反
対
に
斗
笑
ヒ
テ
日
グ
h

と

い

う

の
が
あ
っ
た
よ
い
と
口
「
ど
こ
で
だ
」
と
き
く
と
、
来
尾
の
所
だ
と
一
一
一
口
う
か

ら
、
「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
そ
の
笑
い
は
ど
ん
な
笑
い
か
な
」
と
い
う
風
に
や
っ

て
い
く
と
、
本
当
に
、
彼
ら
、
浮
き
立
っ
て
来
る
ん
で
す
ね
。

佐
々
木
撰
の
や
り
方
は
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
戸
を
出
し
て
読
ま
せ
て

い
く
ん
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
も
、
と
に
か
く
覚
え
ま

す
ね
心
あ
の
「
虞
や
虞
ゃ
な
ん
じ
を
奈
何
せ
ん
」
と
い
う
歌
な
ど
覚
え
て
し

ま
っ
て
、
休
み
時
間
で
も
そ
れ
を
使
っ
て
遊
ん
だ
り
し
て
い
る
(
笑
)
。

一
部
州
法
教
材
と
い
う
一
回
で
も
、
確
か
に
「
項
羽
本
紀
ー
一
な
ど
は
、
い
ろ
い
ろ

な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
素
晴
ら
し
い
教
材
だ
な
と
患
っ

て
い
ま
す

0
2開
業
の
使
い
方
と
い
う
点
で
、
同
じ
個
所
を
「
十
八
史
略
」

で
見
て
も
ど
こ
か
ち
が
っ
て
い
る
。
本
当
に
一
言
葉
を
吟
味
し
て
伎
一
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
つ
た
と
え
ば
「
ス
ナ
ハ
チ
」
(
使
、
剤
、
郎
、
報
:
:
:
等
)

で
も
、
一
つ
一
つ
機
能
が
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
教
材
と
し
て
も
捜
え

る
と
こ
ろ
は
、
や
は
り

と
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だ
と
思
う
ん
で
す
。
植
端
に
言
え
ば
書
き
下
し
文
の
形
に
な
じ
ん
で
い
れ
ば
、

ひ
っ
く
り
返
り
方
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
読
め
る
。
型
に
な
じ
む
っ
て
こ
と

は
、
も
っ
と
早
い
時
期
に
や
っ
て
お
い
た
方
が
い
い
。
調
子
で
す
か
ら

G

調

子
と
い
う
の
は
理
解
で
は
な
く
て
表
現
の
問
題
で
す
か
ら
。

伊
藤
撲
な
ん
か
も
、
さ
っ
き
の
お
話
の
「
史
記
」
の
「
竣
下
の
閤
み
」

の
あ
た
り
な
ど
ね
、
今
で
も
始
ん
ど
諮
ん
じ
て
い
ま
す
よ
(
笑
)
。
た
だ
そ

う
い
う
こ
と
っ
て
、
教
材
の
内
容
へ
の
感
動
と
切
り
離
せ
ま
せ
ん
ね

3

そ
の

怠
味
で
は
や
は
り
教
材
問
題
だ
。
確
か
に
漢
文
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
風

に
し
て
、
あ
る
種
の
言
葉
や
表
現
の
型
み
た
い
な
も
の
を
覚
え
る
と
い
う
効
能

が
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
G

と
こ
ろ
が
、
僕
は
明
治
学
院
の
高
校
で
六
年
間

漢
文
を
教
え
た
ん
で
す
が
、
は
じ
め
て
着
以
比
し
た
時
、
主
任
が
悶
語
教
育
の

専
門
家
で
、
実
際
に
も
大
そ
う
カ
最
の
あ
る
人
で
し
た
が
、
そ
の
人
か
ら
、

漢
文
が
と
も
す
れ
ば
「
山
高
く
し
て
水
清
し
」
式
に
表
現
の
パ
タ
ー
ン
を
生

徒
の
頭
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
叩
き
こ
ん
で
し
ま
う
の
は
い
か
ん
と
言

わ
れ
た
ん
で
す
。
生
徒
の
思
考
を
パ
タ
ー
ン
の
枠
に
は
め
こ
ん
で
し
ま
っ

て
、
対
象
を
自
由
に
リ
ア
ル
に
と
ら
え
て
表
現
す
る
能
力
を
喪
わ
せ
て
し
ま

う
っ
て
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
戦
後
の
文
学
教
育
や
作
文
(
表
現
)

教
育
の
中
に
あ
っ
た
一
つ
の
傾
向
、
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
、
が
、
僕
は
あ
れ
で
悩

ん
だ
な
あ
(
笑
〉
。
そ
う
い
う
こ
と
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
3

僕
は
今
で
は
、

む
し
ろ
、
国
語
に
せ
よ
漢
文
に
せ
よ
、
「
名
文
」
と
い
う
か
、
詞
華
集
的
な

も
の
を
、
撤
底
的
に
誌
ん
じ
さ
せ
る
、
パ
タ
ー
ン
と
し
て
叩
き
込
む
こ
と
の

方
が
表
現
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
ん
じ
ゃ
唱
な
い
か
、
と
思
い
始
め
て

い
る
ん
で
す
が
:
:
;
c
何
か
国
語
教
育
の
問
題
と
し
て
根
本
的
な
問
題
が
あ

り
ま
す
ね
c

上
田
r

何
ん
で
も
「
型
」
っ
て
い
う
の
は
問
題
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

や
は
り
訓
読
の
裂
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
授
業
の
最
初
の
手
が
か
り
に

は
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
c

伊
藤
「
型
」
っ
て
い
う
と
ど
う
も
回
定
的
、
機
械
的
に
考
え
が
ち
な
ん

だ
け
ど
、
実
際
は
、
訓
読
と
い
う
の
は
、
平
安
時
代
以
来
い
ろ
い
ろ
あ
る

し
、
僕
ら
が
沼
っ
た
明
治
の
裂
だ
っ
て
、
副
誠
一
つ
に
し
て
も
、
ず
い
分
キ

メ
細
か
く
、
い
わ
ば
訳
し
分
け
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
の
辺
り
が
、
僕

ら
の
年
代
で
も
、
僕
な
ん
か
は
も
う
仲
々
教
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
。

戸
川
今
は
反
対
に
、
ま
ず
意
味
を
先
に
訳
し
て
お
い
て
、
そ
れ
か
ら

「
あ
あ
背
の
訓
読
は
、
こ
う
い
う
意
味
の
時
に
は
こ
う
訓
ん
だ
ん
だ
な
」
と
、

逆
に
わ
か
っ
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
ハ
笑
〉
。

清
究
や
場
面
を
考
え
て
読
む

佐
々
木
こ
う
い
う
の
が
あ
っ
た
ね
。
李
自
の
「
友
人
を
送
る
」
と
い
う

の
の
最
後
に
、
確
か
、
「
議
論
と
し
て
班
馬
鳴
(
い
な
な
〉
く
」
と
い
う
句
が

あ
っ
て
、
大
修
認
の
教
科
書
に
は
、
そ
の
「
鳴
」
に
「
い
な
な
」
と
い
う
繰

り
依
名
が
な
い
ん
だ
♀
そ
う
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
生
徒
に
読
ま
せ
る
と
、

「
な
く
」
と
読
む
ん
だ

G

そ
れ
で
も
い
い
け
れ
ど
、
馬
だ
か
ら
「
い
な
な

く
!
一
の
方
、
が
気
が
利
い
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
す
よ
。

i

i
そ
う
い
う
所
な
ん
か
は
、
「
型
」
と
い
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
。
も
う
少

し
一
般
的
に
一
言
う
と
ね
、
清
況
と
か
場
面
と
か
い
う
も
の
を
考
え
な
が
ら
読

ん
で
い
く
読
み
方
と
い
う
の
か
な
、
そ
う
い
う
も
の
は
必
要
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
気
も
す
る
。
字
引
き
で
引
く
と
ゴ
ジ
ッ
ク
で
、
よ
み
(
訓
)
が
書
い
て

あ
っ
ま
す
ね
c

「
い
な
な
く
」
と
い
う
の
は
ゴ
ジ
ッ
ク
で
書
い
て
な
い
わ
け

で
す
よ
(
笑
〉
ご
そ
う
す
る
と
、
字
引
を
引
い
て
来
て
「
斑
馬
な
く
」
と
読
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む
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
な
ん
だ
け
れ
ど
、
単
に
字
引
き
的
に
で
は
な

く
、
信
況
と
い
う
の
か
な
、
そ
う
い
う
も
の
を
考
え
方
の
中
に
入
れ
て
読
む

と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
し
、
そ
う
い
う
も
の
が
、
伝
統
と
し
て

q
型
」
と

し
て
)
伝
わ
っ
て
来
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。

田
部
井
そ
の
辺
は
結
局
、
さ
っ
き
の
陶
淵
明
の
理
解
に
大
き
な
振
幅
が

あ
る
の
と
同
様
に
、
読
み
や
解
釈
の
問
題
で
、
漢
文
ほ
ど
諸
説
紛
々
と
し
て

い
る
も
の
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
で
、
そ
の
交
通
整
理
も
、
こ

の
辺
で
あ
る
程
度
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
ろ
う
と
い
う
問
題
が

あ
る
わ
け
で
す
。
訓
読
に
し
て
も
、
在
来
の
多
く
の
人
の
や
っ
て
来
た
訓
読

も
あ
れ
ば
、
古
川
流
の
訓
読
も
あ
る
し
、
江
戸
期
だ
っ
て
後
藤
点
と
か
何
と

か
点
と
か
、
い
ろ
い
ろ
読
み
方
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
高
校
の
段
階
で
は

ど
の
税
皮
ま
で
踏
み
こ
ん
で
読
ん
だ
ら
い
い
の
か
も
、
や
は
り
検
討
し
て
み

る
必
要
が
あ
る
ο

つ
ま
り
、
訓
読
と
い
う
の
は
も
う
「
解
釈
」
作
業
で
は
な
く
、
一
つ
の
古

典
的
な
読
み
方
、
定
済
し
た
も
の
と
い
う
風
に
考
え
て
、
た
と
え
ば
「
斑
馬

嶋
(
な
)
く
い
と
読
ん
で
お
く
り
こ
こ
は
馬
な
ん
だ
か
ら
「
い
な
な
く
」
と

い
う
怠
味
な
ん
だ
と
理
解
す
る
の
は
、
こ
れ
は
も
う
「
解
釈
」
の
段
階
に
入

る
と
い
う
よ
う
に
位
授
づ
け
て
し
ま
え
ば
、
訓
読
は
な
る
べ
く
簡
潔
な
方
、
が

い
い
と
い
う
考
え
方
も
出
て
来
る
わ
け
で
す
。

井
関
ひ
と
境
、
訓
読
の
統
一
と
い
う
こ
と
を
、
文
部
省
に
陳
情
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
あ
の
仰
は
僕
も
あ
れ
で
い
い
と
思
っ
た
ん
だ
け
ど
、

今
は
、
さ
っ
き
か
ら
日
引
一
い
な
覚
え
さ
す
と
い
う
時
の
「
裂
い
と
い
う
常
葉

に
、
こ
の
字
は
ど
う
読
む
と
い
っ
た
読
み
方
ま
で
含
め
る
こ
と
に
は
反
対
な

ん
で
す
U

い
ろ
い
ろ
読
み
ガ
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
か
、
文
学
教
育
と
し
て

も
、
安
卦
を
通
じ
て
珍
併
を
深
め
る
と
い
う
意
味
で
も
、
必
要
な
こ
と
じ
々

な
い
か
と
思
う
:
:
:
c

訓
読
と
は
「
翻
訳
」
だ
と
い
う
こ
と

上
回
訓
読
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
「
翻
訳
」
の
型
だ
と
関
心
う
ん
で
す
c

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
、
出
来
る
だ
け
個
性
を
没
し
て
、
共
通
の

読
み
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
方
向
に
進
ん
で
来
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
c

明
治
四
五
年
の
文
部
省
の
調
査
報
告
と
か
い
う
の
で
「
型
」
が
決
ま
っ
て
、

あ
れ
は
随
分
色
々
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
は
そ
れ
と

し
て
、
一
つ
大
事
に
し
て
お
か
な
い
と
、
今
の
国
語
じ
ゃ
あ
漢
文
が
成
り
立

た
な
く
な
っ
て
い
く
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
型
」
を
、

教
科
書
で
き
ち
っ
と
出
し
て
お
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
現
場
に
定
廿
一
泊

し
て
い
く
ん
じ
ぞ
な
い
か
と
患
い
ま
す
。

伊
藤
そ
れ
で
い
い
ん
だ
け
ど
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
少
く
と
も
今
一
言
わ

れ
た
「
翻
訳
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
「
訓
」
読
み
と
い
う
の
は
、
先
人
が

中
関
誌
に
与
え
た
糊
訳
の
一
つ
の
型
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ハ
ッ
キ
リ
理

解
さ
せ
て
お
く
こ
と
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な
い
か

c
i
i僕
は
今
大
学
で
漢
文

と
初
級
中
国
語
と
両
方
教
え
て
る
ん
で
す
が
、
中
間
訴
の
入
門
も
突
は
漢
文

か
ら
始
め
る
ん
で
す
じ
そ
れ
で
、
ま
ず
漢
字
の
「
音
い
と
「
訓
」
の
こ
と
を
質

問
し
て
み
る
と
、
「
峠
」
「
鰯
」
と
い
っ
た
三
日
」
の
無
い
字
(
間
字
)
の
こ

と
は
大
て
い
知
っ
て
い
る
c

し
か
し
「
訓
」
の
無
い
漢
字
を
寄
っ
て
み
ろ
と

い
う
と
、
こ
れ
ば
毎
年
、
す
ぐ
思
い
出
せ
る
学
生
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
っ
て

こ
と
巳
気
が
つ
い
た
ん
で
す
コ
「
ザ
糸
」
を
大
和
言
葉
で
一
…
一
一
口
っ
て
み
ろ
と
い
う

と
、
…
ー
あ
っ
そ
う
か
〕
と
い
う
顔
を
す
る
。
「
郊
の
花
い
の
「
キ
グ
」
な
ん
か

大
部
分
の
学
生
が
「
訓
ん
だ
と
思
っ
て
い
る
G

つ
ま
り
、
漢
認
を
外
来
語
と
意
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識
し
て
い
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
自
体
、
日
本
一
訟
の
構
造
と
い
う
か
、
日
本

文
化
論
の
好
材
料
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
極
端
な
場
合
、
漢
字
に
は
、
音
と
訓

と
い
う
二
つ
の
「
立
と
、
読
み
方
が
あ
る
と
い
っ
た
答
が
返
っ
て
く
る
ん
で

す
ね
(
笑
)
。

訓
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
得
て
、
多
く
は
突
に
適
切
な
訳
だ
が
、
時
に
は
先
人

の
誤
解
も
あ
り
得
る
と
い
っ
た
こ
と
、
当
り
前
の
事
だ
け
れ
ど
、
少
く
と
も

ま
ず
そ
こ
は
抑
え
て
お
く
こ
と
、
大
事
だ
と
忠
う
ん
で
す
Q

田
部
井
い
や
本
当
に
ね
、
僕
は
最
近
ま
一
で
高
等
学
校
に
い
て
、
今
度
大

学
生
を
引
き
受
け
て
み
て
よ
く
わ
か
る
ん
で
す
。
高
校
で
当
然
や
っ
て
来
た

で
あ
ろ
う
訓
説
、
返
り
点
、
送
り
仮
名
の
付
け
方
と
か
い
っ
た
こ
と
を
テ
ス

ト
し
て
み
る
ん
で
す
が
、
返
り
点
を
向
っ
て
右
側
に
つ
け
て
(
笑
)
、
左
側

に
送
り
仮
名
を
つ
け
る
、
そ
の
仮
名
が
片
仮
名
で
は
な
く
て
平
仮
名
に
な
っ

た
り
、
そ
れ
は
も
う
見
事
な
も
の
で
す
G

H

漢
文
教
育
で
出
来
る
こ
と
は
何

か
μ

と
一
古
川
っ
て
も
、
そ
れ
は
ま
ず
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
あ
な
い
か
c

出
来
る

こ
と
だ
し
、
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
の
所
は
高
校
に

い
る
者
も
大
学
に
い
る
者
も
誌
も
が
一
致
す
る
所
だ
と
思
う
ん
で
す
c

「
理
解
と
表
現
」

井
関
そ
こ
で
ち
ょ
っ
と
ヤ
パ
イ
こ
と
を
一
一
一
一
口
い
ま
す
が
(
笑
)
、
撲
は
一

時
、
行
政
の
世
界
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
小
・
中
学
校
の
方
に

ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
ち
ゃ
っ
て
、

A
7
も
実
際
に
や
っ
て
い
る
の
は
初
等
科
の
国

語
教
育
な
ん
で
す
り
そ
う
い
う
立
場
か
ら
一
-
一
一
口
う
と
、
漢
文
と
い
う
と
こ
ろ
に

来
て
、
内
大
然
出
来
な
く
な
る
の
が
J
M
諜
指
導
H

な
ん
で
す
こ
小
・
中
学
校
で

は
、
読
諮
指
導
の
出
来
、
な
い
国
語
教
師
と
い
う
の
は
も
う
駄
日
で
す
よ
ね
。

こ
れ
は
、
も
う
沢
山
読
む
ん
で
す
よ
、
沢
山
読
ん
で
ま
と
め
さ
せ
る
ん
で
す

ね
。
と
こ
ろ
が
、
漢
文
の
場
合
そ
の
た
め
に
邪
魔
に
な
る
の
が
訓
読
な
一
ん
で

す
ね
、
訓
読
が
出
来
な
い
と
読
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
撲
は
高

等
師
範
の
時
、
「
読
み
に
始
ま
り
読
み
に
終
わ
る
」
と
い
う
こ
と
を
開
い
て
、

ず
い
分
、
祇
抗
を
覚
え
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
Q

そ
の
頃
か
ら
読
書
指
導
を

考
え
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
が
、
つ
ま
り
、
僕
は
読
め
な
い
ん
で
す

よ
、
あ
の
白
文
で
書
い
て
あ
る
文
章
が
ね
(
笑
ー
や
っ
と
読
め
た
時
に
「
終

わ
る
」
わ
け
で
す
ね
。
読
み
に
「
始
ま
」
ら
な
い
(
笑
)
C

だ
か
ら
、
訓
読

と
い
う
の
は
、
最
初
の
「
読
み
」
は
、
戸
に
出
さ
ず
に
読
ん
で
も
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
い
る
「
訓

読
」
で
は
な
く
て
、
低
い
次
元
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
円
理
解
μ

で
す
ね
c

少
な
い
知
識
で
、
ま
だ
声
に
出
し
て
は
読
め
な
い
け
れ
ど
、
理
解
で
き
て
い

る
。
戸
に
出
し
て
読
め
た
時
に
は
、
こ
れ
は
も
う
付
表
現
μ

の
段
階
で
は
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
c

だ
か
ら
「
読
み
に
始
ま
っ
て
読
み
に
終
る
」
と
い
う

こ
と
は
、
肯
定
的
に
一
ず
は
う
な
ら
、
最
初
の
「
読
み
」
は
訓
読
で
は
な
く
て
、

後
の
三
副
み
に
終
る
」
と
い
う
時
に
本
当
の
訓
読
に
な
る
の
で
は
な
い
か
じ

よ
く
「
表
現
と
理
解
の
関
連
学
調
」
と
い
う
こ
と
を
小
・
中
学
校
で
は
い

い
ま
す
が
、
高
等
学
校
の
漢
文
や
古
典
の
授
業
に
な
る
と
、
そ
れ
が
な
く
な

っ
て
理
解
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
表
現
と
い
う
こ
と

を
、
今
僕
が
言
っ
た
よ
う
に
使
え
ば
、
た
と
え
ば
自
分
な
り
に
声
に
出
し
て

剥
設
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
表
現
で
、
だ
か
ら
表
現
を
通
し
て

理
解
が
深
ま
る
c

「
な
く
て
が
「
い
な
な
く
一
に
な
る
。
最
初
は
読
め
な
く

て
も
字
を
見
れ
ば
「
鳴
」
と
い
う
字
は
小
学
校
の
一
一
一
年
か
四
年
で
出
て
く
る

字
で
す
か
ら
、
わ
か
る
ん
で
す
よ
。
「
い
な
な
く
」
と
読
め
な
く
て
も
い
い

じ
ア
な
い
で
す
か
じ
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、
馬
が
鳴
く
ん
だ
か
ら
「
い
な
な
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く
」
と
読
め
た
時
に
、
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
理
解
が
深
ま
る
9

そ
う
考
え
ま

す
と
ね
、
高
等
学
校
の
段
階
で
型
を
覚
え
て
こ
い
と
い
う
の
は
、
難
か
し
い

の
で
は
な
い
か
、
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
つ
て
一
一
一
一
向
い
た
い
ん

で
す
(
笑
)
。高

校
現
場
の
実
態
か
ら

佐
々
木
ど
っ
ち
と
も
言
え
な
い
け
ど
ね
G

一
つ
は
、
さ
っ
き
か
ら
出
て

い
る
謀
本
句
裂
や
パ
タ
ー
ン
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
押
し
て
い
き
に
く

い
情
況
が
あ
り
ま
す
ね
。
ま
た
、
入
試
と
い
う
こ
と
も
、
考
え
な
い
と
言
う

と
嘘
に
な
る
け
れ
ど
、
一
止
成
な
所
ご
く
寝
か
し
か
頭
に
は
な
い
ん
で
す
。
そ

う
す
る
と
、
漢
文
を
三
年
間
や
っ
て
ど
う
あ
れ
ば
い
い
か
と
い
う
と
、
訓
点

の
つ
い
た
漢
文
が
読
め
れ
ば
い
い
、
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
c
l
i
-
-戸
を

出
し
て
読
ま
せ
る
、
ほ
と
ん
ど
が
ス
ラ
ス
ラ
読
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
や
ら

ぜ
る
か
ら
、
教
材
は
い
く
ら
も
消
化
出
来
な
い
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
が
日
原
な

ん
で
す
。
入
試
に
白
文
が
出
て
、
返
り
点
、
送
り
/
仮
名
を
つ
け
よ
、
と
い
う

よ
う
な
問
題
が
も
し
出
て
も
、
百
点
中
十
点
に
満
た
な
い
、
配
点
は
ね
;
・

:
。
そ
の
程
度
し
か
や
ら
せ
な
い
ん
で
す
9
1
1
1そ
う
す
る
と
大
学
へ
行
っ

て
悶
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
れ
じ
ゃ
そ
れ
を
や
れ
ば
、
訓
点
の
つ
い
た
漢

文
が
ス
ラ
ス
ラ
読
め
る
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
、
そ
う
で
も
な

い
の
で
は
な
い
か
っ
て
い
う
気
が
し
て
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
。

上
回
「
型
」
を
教
え
ら
、
じ
ゃ
あ
本
当
に
漢
文
を
読
む
力
が
付
く
か
と

い
う
と
、
撲
は
そ
の
点
に
は
疑
問
が
あ
る
ん
で
す
。
震
を
多
く
や
ら
せ
れ
ば

ま
だ
い
い
ん
で
す
が
、
非
常
に
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
や
っ
て
い
る
わ
け
だ

か
ら
;
j
o
だ
か
ら
、
ま
ず
「
型
」
で
も
っ
て
、
一
つ
の
具
体
的
な
文
章
を

読
ん
で
、
そ
し
て
そ
れ
を
、
作
品
の
中
味
と
し
て
、
そ
の
内
容
を
自
分
の
も

の
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
っ

i
i
!た

と
え
ば
評
価
の
段
階
で
、
テ
ス
ト
に
白
文
を
出
し
て
も
、
教
え
た
文
章
に
関

し
て
言
え
ば
、
よ
く
読
ま
せ
て
お
け
ば
、
彼
ら
は
そ
れ
で
制
点
を
つ
け
る
こ

と
も
、
送
り
仮
名
を
つ
け
る
こ
と
も
、
書
き
下
し
も
、
“
出
来
る
わ
け
な
ん
で

す
C
I
l
l
で
す
か
ら
、
「
型
」
を
教
え
る
こ
と
が
、
ま
ず
高
等
学
校
の
段
階

で
一
つ
や
っ
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
別
の
新
し
い
白
文
に
出
会
っ
た

ら
彼
ら
は
そ
れ
は
全
く
読
め
な
い
わ
け
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
せ
め
て
そ

の
辺
ま
で
を
し
て
お
き
な
が
ら
、
内
容
の
問
題
に
重
点
を
置
い
て
い
く
、
そ

う
い
う
こ
と
で
い
い
の
で
は
な
い
か
主
思
う
ん
で
す
が
;
:
・

3

し
か
し
、
入
試
な
ど
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
度
の
共
通
一
次
な
ど
で

も
、
「
い
ず
く
ん
ぞ
」
と
い
う
反
語
形
が
出
た
り
し
て
い
て
:
:
:
あ
れ
は
現

場
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
思
う
ん
で
す
2

そ
う
な
る
と
、
や
は
り
、
句

裂
な
ん
か
を
整
理
し
て
、
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
は
全
部
覚
え
て
お
き
な
さ
い

:
:
:
そ
し
て
要
領
を
与
え
て
や
る
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
し
:
:
・

井

関

ウ

l
ン
、
だ
か
ら
大
学
で
も
っ
と
長
文
読
解
を
出
さ
な
き
ゃ
い
け

な
い
。
綬
か
す
ぎ
ま
す
よ
、
古
文
も
漢
文
も
:
:
:
c

佐
々
木
撲
は
実
は
去
年
間
月
か
ら
新
設
の
高
校
に
移
っ
た
ん
で
す
。
前

の
高
校
で
は
、
い
い
気
持
で
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
忠
い
出
す
授

業
経
験
も
あ
る
ん
で
す
が
、
神
奈
川
県
は
高
校
進
学
率
が
九
十
四
パ
ー
セ
ン

ト
く
ら
い
あ
っ
て
、
今
の
学
校
は
前
と
は
生
徒
が
か
な
り
ち
が
う
わ
け
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
ザ
ッ
ク
。
ハ
ラ
ン
な
こ
と
を
言
え
ば
、
教
壌
に
立
っ
て
一

時
間
静
か
に
授
業
を
開
か
せ
る
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
で
も
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

半
分
く
ら
い
使
っ
て
し
ま
う

G

僕
は
久
し
振
り
で
、
二
十
年
ぶ
り
ぐ
ら
い
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に
、
「
先
生
」
と
い
う
経
験
を
し
て
い
る
ん
で
す
が
ね
〈
笑
〉

:
:
:
9

そ
れ
で
と
に
か
く
、
教
材
の
内
容
に
は
、
正
政
い
っ
て
、
あ

F

ま
り
入
れ
な

い
。
わ
け
が
わ
か
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
と
に
か
く
生
徒
を

動
か
す
。
動
か
せ
ば
退
問
し
な
い
。
だ
か
ら
、
読
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
に
と

て
も
時
間
が
か
か
る
ん
で
す
。
ど
ん
ど
ん
交
代
で
読
ま
せ
て
い
く
、
一
日
常
い
文

章
で
も
絞
か
く
し
て
。
そ
う
い
う
形
で
時
間
を
消
化
し
て
い
く
。

田
部
井
イ
ヤ
、
全
開
で
大
方
は
み
ん
な
そ
う
い
う
背
労
を
し
て
い
る
ん

だ'・・・・・
0

佐
々
木
従
っ
て
、
内
容
の
質
問
な
ん
か
、
本
当
に
す
ぐ
返
っ
て
く
る
よ

う
な
易
し
い
質
問
と
い
う
と
こ
ろ
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
ん
だ
な
あ
・
:
・
:
っ
そ

う
い
う
状
況
の
中
で
は
、
大
学
受
験
な
ん
て
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
問
題
に

入
っ
て
こ
な
い
で
す
ね
。

上
田
山
梨
と
い
う
の
も
か
な
り
僻
地
で
し
て
、
し
か
も
周
辺
校
で
、
生

徒
の
質
は
佐
々
木
さ
ん
の
所
と
変
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
ん
で
す
が
、
た
だ

や
は
り
、
生
徒
に
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
い
い
か
ら
、
解
ら
な
い
こ
と
は

解
ら
な
い
と
言
わ
せ
て
い
く
と
い
う
か
、
そ
れ
を
表
に
出
さ
せ
て
い
く
。
そ

れ
を
全
部
授
業
の
中
で
取
り
上
げ
る
わ
け
に
は
と
て
も
い
か
な
い
わ
け
で
す

が
、
そ
う
い
う
彼
ら
の
中
か
鳴
り
出
て
く
る
問
題
を
と
り
上
げ
て
い
く
と
、
彼

ら
自
身
が
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
て
く
れ
ま
ず
か
ら
、
そ
の
あ
た
り

か
ら
内
容
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
は
出
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
う
ん
で
す
。

授
業
の
基
本
的
な
進
め
方
は
、
や
は
り
、
沢
山
読
ま
せ
て
、
読
む
中
で
漢

文
の
一
応
の
型
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
句
形
と
か
言
葉
の
使
い
方
と
か
あ
り

ま
ず
か
ら
、
そ
れ
は
一
つ
や
ら
な
け
り
ゃ
い
け
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
だ
け
で
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終
っ
て
し
ま
っ
た
ら
寂
し
い
と
い
う
気
が
し
ま
し
て
:
:
:
、
そ
の
辺
り
ど
う

な
ん
で
し
ょ
う
。

佐
々
木
全
然
内
容
に
蝕
れ
な
い
わ
け
じ
や
す
な
い
ん
だ
。
け
れ
ど
、
と
に

か
く
ま
ず
読
ま
せ
て
覚
え
さ
す
。

l
i
大
体
ず
っ
と
詩
を
や
る
ん
で
す
。
短

、
、
、
、

か
い
も
の
で
な
い
と
も
た
な
い
も
の
だ
か
ら
。
そ
れ
で
、
時
に
は
ア
ク
セ
ン

ト
を
つ
け
て
、
一
つ
一
つ
の
詩
の
情
況
を
説
明
し
た
り
、
手
は
か
け
て
や
る

ん
で
す
。
こ
の
間
も
、
こ
っ
ち
が
い
い
気
持
に
な
っ
て
や
れ
ば
、
時
に
生
徒

も
い
い
気
持
に
な
る
も
の
な
の
だ
な
あ
、
と
思
っ
た
り
し
た
ん
で
す
が
、
た

と
え
ば
、
「
青
山
北
郭
に
横
は
り
、
白
水
東
城
を
め
ぐ
る
」
と
い
う
匂
を
、

絵
に
警
か
せ
る
ん
で
す
よ
。
す
る
と
、
色
々
な
絵
を
書
く
ん
で
す
。
た
と
え

ば
、
山
並
み
が
ず
っ
と
後
の
方
に
あ
っ
て
前
の
方
に
街
が
あ
る
、
そ
の
街
の

中
を
川
が
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
街
の
西
側
を
流
れ
る
、
あ
る
い
は
東
側

を
流
れ
る
と
か
、
西
側
を
ず
っ
と
取
り
巻
く
よ
う
に
流
れ
る
と
か
;
:
・
色
々

な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
し
て
ね
:
:
:
。

井
関
そ
り
ゃ
ま
さ
に
表
現
学
習
で
す
な
〈
笑
)

2

小
・
中
・
高
一
貫
と

い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
。

佐
々
木
そ
う
い
う
風
に
や
っ
て
、
?
で
れ
じ
ゃ
あ
こ
の
中
で
ど
れ
が

一
番
こ
の
詩
の
一
言
わ
ん
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
近
い
か
な
」
と
:
:
:
2

こ

う
や
っ
て
い
く
と
生
徒
の
顔
が
輝
や
い
て
く
る
わ
け
で
す
。
:
:
:
そ
ん
な

こ
と
は
や
り
ま
す
け
ど
ね
。

井
関
そ
う
す
る
と
、
そ
の
学
習
は
、
や
は
り
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と

を
つ
か
ま
え
る
だ
け
で
精
一
杯
で
す
ね
。
そ
の
あ
と
、
さ
っ
き
の
胸
淵
明

が
ど
う
と
か
、
そ
の
作
者
の
患
想
や
時
代
背
景
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
こ
れ

は
も
う
駄
呂
で
し
ょ
う
c
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佐
々
木
少
く
と
も
I
乙
の
範
闘
で
は
そ
こ
ま
で
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う

ね
c

や
る
ん
な
ら

H
で
し
ょ
う
と
、
僕
は
思
っ
て
ま
す
け
ど
c

上
回
僕
の
報
告
し
た
陶
淵
切
の
授
業
も
、
そ
こ
ま
で
い
っ
た
の
は
一
一
一
年

生
で
す
。

佐
々
木
そ
う
で
し
ょ
う
c
H
で
、
週
に
二
時
間
く
ら
い
み
な
い
と
、
出

来
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

田
部
井
井
関
震
の
話
に
は
う
な
づ
け
る
点
も
多
い
け
れ
ど
、
そ
う
は
一
一
一
一
口

っ
て
も
や
は
り
高
校
で
は
、
漢
文
の
教
科
蓄
を
使
っ
て
訓
読
指
導
が
な
さ
れ

な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
佐
々
木
殺
の
一
一
一
一
向
う
と
お
り
白
文
は
無

理
で
も
、
少
く
と
も
右
と
左
と
ア
ベ
コ
ベ
に
返
り
点
を
つ
け
た
り
;
:
:
と
い

っ
た
こ
と
は
、
大
学
に
受
け
入
れ
る
段
階
で
防
げ
る
わ
け
で
、
高
校
段
階
で

ど
う
し
て
も
そ
こ
ま
で
は
や
ら
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
。

確
か
に
生
徒
の
一
践
に
は
腕
が
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
に
適
合
す
る
指
導
な
ん

で
あ
る
は
ず
な
い
の
で
、
そ
こ
で
、
今
の
色
々
な
ご
苦
労
を
十
分
踏
ま
え
た

上
で
そ
れ
で
は
教
材
と
し
て
は
ど
う
い
う
も
の
が
い
い
か
と
い
う
問
題
に
な

っ
て
く
る
。
さ
っ
き
の
史
記
の
よ
う
に
ど
こ
の
高
校
で
使
っ
て
も
や
は
り
い

い
と
い
う
教
材
は
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
確
認
さ
れ
な
き

ゃ
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

上
田
現
実
に
、
昭
和
問
十
八
年
の
教
育
課
税
の
改
訂
で
漢
文
の
単
位
数

が
減
っ
て
、
そ
う
す
る
と
や
は
り
教
材
が
非
常
に
少
な
く
な
り
、
問
時
に
均

一
化
さ
れ
て
来
て
、
以
前
の
よ
う
な
ず
つ
フ
イ
ェ
テ
ィ
が
な
く
な
っ
て
、
ど
の

教
科
書
で
も
、
採
っ
て
い
る
教
材
は
似
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
な

り
い
ろ
い
ろ
な
人
が
調
べ
て
、
僕
ら
も
そ
う
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
な
ら
、
さ
っ
き
の
話
の
よ
う
に
、
持
詩
、
史
記
、
論
・
諒
一
と
い
っ

た
一
併
に
、
だ
ん
だ
ん
収
飲
し
て
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
え
る
と
思
う

ん
で
す
c

そ
う
い
う
教
材
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
中
で
、
と
一
一
一
一
問
う
よ
り
、
時
間
数
が

非
常
に
限
ら
れ
て
く
る
中
で
、
さ
ア
き
も
「
型
」
の
話
に
な
っ
た
わ
け
だ
け

れ
ど
、
一
つ
の
一
言
語
主
義
と
い
う
の
か
、
一
一
一
一
口
誌
の
訓
練
と
い
う
所
だ
け
に
こ

だ
わ
る
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
る
わ
け
で
す
c

果
し
て
そ
れ
で
い
い
の
か
。

基
礎
を
与
え
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
い
う
考
え
方
も
出
来
る

し
、
一
方
、
漢
文
(
古
文
を
含
め
て
)
と
い
う
の
は
、
広
い
意
味
で
の
文
学

教
育
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
限
ら
れ
た
枠
の
中
で
、
も
う
少
し
内
容
を
広

げ
る
道
は
な
い
の
か
と
も
思
う
わ
け
で
、
そ
の
辺
、
が
僕
ら
の
一
番
の
悩
み
で

あ
る
わ
け
で
す
む

四

漢
文
部
読
の
目
的
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な
ぜ
一
原
文
い
で
や
る
の
か

伊
藤
読
ま
せ
る
の
が
精
一
杯
で
、
文
学
的
・
思
想
的
内
容
に
仲
々
入
れ

な
い
、
受
験
め
あ
て
の
一
否
認
主
義
が
強
ま
る
と
い
っ
た
「
悩
み
」
が
出
て
い

ま
す
が
、
そ
う
い
う
風
に
内
容
に
重
点
を
お
く
な
ら
、
そ
し
て
訓
読
が
単
に

中
国
文
を
読
む
ハ
内
的
行
を
理
解
す
る
、
人
間
形
成
に
役
立
つ
)
た
め
の
一
つ

の
手
段
・
方
法
に
す
ぎ
な
い
な
ら
、
教
材
は
何
も
原
文
で
な
く
て
も
書
き
下

し
文
や
、
い
っ
そ
し
っ
か
り
し
た
翻
訳
や
投
釈
を
使
え
ば
、
ス
ト
レ
ー
ト
に

内
絡
に
入
れ
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
素
朴
な
議
論
が
必
ず
出
る
ん
で
す

が
、
そ
こ
を
も
う
…
度
縫
認
し
て
お
き
た
い
ん
で
す
。
な
ぜ
漢
文
訓
読
を
や

る
の
か
と
い
う
:
:
:
。

一
戸
川
上
山
さ
ん
は
、
あ
ま
り
裂
と
か
一
夜
葉
の
点
だ
け
で
漢
文
を
扱
う
の



で
は
な
く
て
、
と
一
一
一
日
わ
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
だ
っ
た
ら
文
学
と
か
患
想
と
か

い
う
内
容
で
い
く
と
、
い
ま
伊
藤
さ
ん
が
一
一
一
一
同
わ
れ
た
よ
う
な
形
の
議
論
も
日

て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
む
し
ろ
、

i
i
l
こ
れ
は
関
誌
の
専
門
の
人
に

お
聞
き
し
た
い
し
、
日
本
の
文
化
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
る
人
に
聞
き
た

い
わ
け
で
す
け
ど
1
1
1
、
要
す
る
に
、
日
本
一
誌
の
形
成
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
と
、
日
本
は
現
在
で
も
漢
字
仮
名
混
り
文
を
間
竿
と
し
て
い
る
。
漢
字
を

使
っ
て
い
る
し
、
漢
字
で
漢
誌
を
沢
山
作
っ
た
り
も
し
て
い
る
。
そ
う
い
う

漢
字
の
含
ま
れ
た
日
本
語
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
を
考
え
る
場
合
、
ど
う

し
て
も
漢
文
を
訓
読
し
た
り
し
て
来
た
と
い
う
成
史
を
ぬ
き
に
は
考
え
ら
れ

な
い
し
、
ま
た
そ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
の
中
で
、
日
本
誌
を
深
め
、
ま
た
思
考

も
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
日
本
語
の
ス

タ
イ
ル
を
山
別
し
て
し
ま
っ
て
、
全
く
新
し
い
、
漢
字
も
な
に
も
な
い
日
本
務

と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
な
ら
別
だ
け
れ
ど
、
漢
字
と
漢
一
請
を
使
っ
て

い
る
以
上
、
こ
れ
は
訓
読
の
ス
タ
イ
ル
と
切
り
離
せ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、

そ
れ
が
弊
容
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
や
っ
ぱ
り
ち
ゃ
ん

と
し
た
古
文
の
ス
タ
イ
ル
と
漢
文
訓
読
の
ス
タ
イ
ル
と
を
、
き
ち
ん
と
教
え

る
べ
き
だ
と
思
う
し
、
そ
の
場
合
に
、
た
だ
判
読
し
て
お
い
た
書
き
下
し
文

で
十
分
だ
と
い
う
風
に
は
、
僕
に
は
ど
う
し
て
も
思
え
な
い
ん
で
す
c

や
は

り
原
文
を
見
せ
て
、
本
来
こ
う
い
う
形
で
読
ん
で
い
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と

が
解
る
よ
う
に
し
た
い
。

だ
か
ら
、
む
し
ろ
国
文
の
方
の
人
と
か
、
外
国
文
学
の
翻
訳
な
ん
か
す
る

人
が
つ
ど
う
し
て
訓
読
の
調
子
を
き
ち
ん
と
教
え
な
い
の
か
」
と
私
ど
も
に

聞
か
れ
る
ん
で
す
。
ど
う
も
「
し
ま
ら
な
い
」
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
(
笑
)

日
常
語
で
は
ね
。
そ
れ
で
、
そ
う
い
う
締
ま
る
よ
う
な
文
体
と
い
う
も
の

を
、
い
っ
た
い
ど
こ
で
積
極
的
に
教
え
る
ん
だ
、
と
閣
か
れ
る
わ
け
で
す
。

む
し
ろ
関
語
教
育
の
中
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
正
確
に
1
1
1
間
違
っ
て
い
ち

ゃ
駄
目
で
す
が
i
i
i伝
え
ら
れ
る
も
の
な
ら
そ
う
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が

あ
る
ん
で
す
。
中
間
一
誌
の
文
章
そ
の
も
の
を
、
内
容
と
し
て
だ
け
理
解
す
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
伊
藤
さ
ん
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
よ
り
よ
く
翻
訳
し
た

り
注
釈
を
つ
け
た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
一
品
川
に
影
響
を
与
え

て
来
、
ま
た
今
後
も
残
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
訓
読
は
必
要
で
は
な
い
か
と

い
う
感
じ
で
す
。
保
守
的
で
す
か
。

上
回
僕
は
一
つ
の
視
点
と
し
て
、
漢
文
を
教
え
る
人
た
ち
が
、
漢
文
訓

読
も
一
つ
の
翻
訳
の
形
式
だ
と
い
う
こ
と
を
、
お
互
い
の
共
通
理
解
と
し
て

持
っ
た
ら
ど
う
か
な
と
忠
っ
て
い
る
ん
で
す
c

そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
か
な

い
と
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

田
部
井
そ
の
点
は
向
感
で
す
。
訓
読
の
統
一
が
出
来
な
い
の
も
、
や
は

り
歴
史
的
に
そ
う
い
う
性
格
が
あ
る
か
ら
な
ん
で
す
よ
ね
c

伊
藤
つ
ま
り
「
翻
訳
」
っ
て
こ
と
は
、
中
間
話
と
日
本
語
、
原
テ
キ
ス

ト
(
中
間
古
典
〉
と
翻
訳
主
体
(
日
本
人
)
と
の
間
の
緊
張
・
摩
擦
を
も
含

む
わ
け
で
す
よ
c

そ
の
点
で
僕
は
去
年
の
大
会
の
上
閉
さ
ん
の
陶
淵
拐
の
突

、
、
、
、

践
報
告
(
本
号
所
教
)
に
注
目
し
た
ん
で
す
。
結
局
、
生
徒
一
人
一
人
に
新

し
い
訓
読
、
書
き
下
し
を
や
ら
せ
た
わ
け
で
し
ょ
う
c

上
田
無
茶
か
も
知
れ
な
い
け
ど
。

伊
藤
こ
の
場
合
の
訓
読
1
翻
訳
は
、
僕
が
さ
つ
き
「
い
っ
そ
翻
訳
で
い

い
」
と
一
一
一
一
悶
っ
た
時
の
そ
れ
と
は
ち
が
っ
て
、
井
関
さ
ん
の
仰
一
一
一
一
口
や
る
「
表

現
」
教
育
を
含
む
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
こ
が
・

上
田
訓
読
と
い
う
の
は
、
原
文
に
い
ち
ば
ん
近
い
形
の
翻
訳
だ
と
思
う
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ん
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
後
、
僕
が
一
つ
の
実
験
み
た
い
な
こ
と
を
や
っ
て
い

る
の
は
、
そ
れ
を
も
う
少
し
幅
の
あ
る
も
の
に
作
り
変
え
る
作
業
と
い
う
の

も
、
授
業
の
中
で
や
っ
た
ら
面
白
い
と
い
う
か
、
作
品
の
内
容
の
理
解
に
か

な
り
役
立
つ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
。
翻
訳
と
い
う
と
、
す
ぐ
土

岐
替
驚
民
や
井
伏
鱒
二
氏
の
も
の
を
思
い
出
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
全
然
質
の

違
っ
た
も
の
な
の
で
、
撲
の
場
合
は
、
や
は
り
漢
文
訓
読
は
や
っ
て
、
訓
読

の
文
脈
は
き
ち
ん
と
生
か
し
て
、
出
来
れ
ば
漢
字
も
そ
の
ま
ま
使
い
な
が

ら
、
そ
の
内
容
を
深
め
て
い
け
れ
ば
、
も
う
一
歩
向
う
の
世
界
に
踏
み
こ
め

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
c
-
j
i
な
ぜ
か
と
い
い
ま
す
と
、

…
緒
に
訓
読
を
や
っ
て
、
そ
う
す
る
と
そ
れ
で
も
う
読
め
た
よ
う
な
気
持
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
僕
自
身
も
そ
う
な
ん
で
、
そ
こ
に
ひ

っ
か
か
る
も
の
を
感
じ
て
い
る
ん
で
、
ま
し
て
生
徒
は
そ
う
だ
ろ
う
と
思
う

ん
で
す
っ
日
本
語
の
中
に
入
っ
て
来
て
漢
字
の
使
わ
れ
て
い
る
意
味
と
、
漢

文
本
来
の
、
携
字
の
怠
味
と
で
は
、
ず
い
分
違
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で

す
か
ら
、
そ
こ
の
所
を
何
ん
と
か
解
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
そ
れ
が
と

り
も
な
お
さ
ず
文
学
教
育
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
仮
説
み

た
い
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
が
り

伊
藤
去
年
の
御
発
表
の
後
で
、
若
い
人
が
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
や
ら
せ

て
み
た
い
と
い
う
の
は
、
現
場
教
師
ー
が
み
ん
な
持
っ
て
い
る
夢
な
ん
だ
け
れ

ど
、
あ
れ
は
、
前
も
っ
て
余
程
キ
チ
ン
と
生
徒
を
抱
擁
し
て
指
導
の
手
が
入

っ
て
い
な
い
と
出
来
な
い
っ
て
、
感
心
し
て
ま
し
た
け
ど
、
僕
な
り
に
は
、

さ
っ
き
、
一
一
一
一
品
川
主
義
と
文
字
主
義
の
矛
腐
の
悩
み
み
た
い
な
こ
と
を
仰
言
っ

て
い
た
け
ど
、
本
来
は
文
学
(
忠
叫
卵
白
教
育
だ
か
ら
こ
そ
一
言
語
と
切
り
離
せ

な
い
と
い
う
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。
井
関
さ
ん
風
に
い
え
ば
「
表
現
」
と

「
理
解
」
で
す
か
っ
と
に
か
く
上
回
さ
ん
自
身
、
こ
こ
で
両
者
の
統
一

と
い
う
か
、
「
型
」
を
教
え
な
が
ら
訴
を
固
定
化
し
た
時
記
の
対
象
に
し
て

し
ま
わ
ず
、
言
語
(
表
現
)
教
育
を
通
し
て
内
容
(
理
解
)
に
切
り
こ
ん
で

い
く
た
め
の
一
つ
の
実
験
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
感
じ
た
ん
で
す
。

日
本
古
典
と
中
国
古
典
の
筒

単
に
「
内
容
」
で
は
な
く
「
一
一
一
一
塁
間
」
(
表
現
〉
教
育
な
ん
だ
か
ら
原
文
で
、

と
い
う
こ
と
足
納
得
し
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
、
初
歩
的
な
所
に
拘
わ
り
た

い
。
そ
れ
ば
、
そ
れ
な
ら
な
ぜ
直
接
現
代
語
訳
し
な
い
で
、
訓
読
と
い
う
厄

介
な
こ
と
を
一
度
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

戸
川
そ
の
方
向
で
い
っ
た
ら
、
他
の
外
国
文
学
な
ど
と
向
じ
こ
と
に
な

っ
て
、
何
も
中
国
古
典
に
間
以
る
必
要
は
な
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

伊
藤
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
な
ぜ
訓
読
漢
文
と
い
う
も
の
が
あ
る
の

か
と
j

o

、
、
、
、
、
、
、

一
戸
川
国
語
と
い
う
か
、
日
本
一
認
の
中
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
る
以
外
に

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
こ
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
と
、
な
ぜ
原
文
を
持

っ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
も
出
て
こ
な
い
し
:
:
:
。

伊
藤
そ
れ
を
逆
の
方
向
に
延
長
す
れ
ば
、
原
文
で
読
む
の
が
当
然
で
、

英
文
学
が
翻
訳
で
解
る
か
。
や
は
り
英
語
の
原
文
で
読
ま
な
け
れ
ば
、
と
い

う
の
と
同
様
に
、
中
間
の
も
の
を
理
解
す
る
の
に
、
翻
訳
〈
訓
読
を
ふ
く
め

た
)
で
は
駄
目
な
ん
だ
と
い
う
窓
見
が
出
て
来
ま
す
ね
。

一
戸
川
別
に
中
閣
を
塑
解
す
る
た
め
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

し
ょ
う

Q

伊
藤
で
も
、
中
間
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
が
日
的
だ
、
だ
か
ら
白
文
も

読
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
っ
て
い
っ
た
考
え
方
は
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す

( 84 ) 
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ミ

O
カ

戸
川
そ
れ
は
も
う
大
分
前
か
ら
区
別
さ
れ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か

ね
。
中
間
文
化
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
何
も
お
典
だ
け
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
現
代
文
も
あ
る
。
漢
文
と
い
う
の
は
ご
く
限
ら
れ
た
範
閣
の
も
の

だ
し
、
教
材
も
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
視
点
は
あ
く
ま
で
日
本
文
化

と
日
本
誌
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
間
の
こ
と
を
そ
こ
に
い
れ
ま
す

と
、
ち
ょ
っ
と
煎
る
。
:

漢
文
を
通
じ
て
、
も
と
の
中
閣
の
文
化
を
知
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

て
い
く
と
い
う
の
は
、
こ
と
の
次
元
と
し
て
必
然
だ
と
い
う
乙
と
は
あ
る

が
、
漢
文
教
育
の
犯
い
は
そ
こ
に
は
な
い
じ

田
部
井
そ
こ
が
い
つ
も
問
題
な
ん
で
、
キ
チ
ッ
と
議
論
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
日
本
と
中
間
と
の
関
わ
り
は
熊
史
的
に
み
て
も
千

年
以
上
の
堆
積
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
一
介
定
す
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な

い
c
l
i現
代
中
間
な
り
古
い
中
国
な
り
を
理
解
す
る
の
だ
っ
た
ら
、
そ
れ

は
高
等
母
校
の
教
材
に
は
な
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
イ
ギ
リ
ス
で

も
ド
イ
ツ
で
も
同
じ
で
、
極
論
す
れ
ば
大
学
で
や
る
こ
と
で
あ
る
c
高
等
学

校
や
中
学
校
に
ま
で
降
り
て
来
て
ず
っ
と
や
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
漢
文

が
日
本
の
古
典
だ
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

伊
藤
そ
れ
が
社
会
科
と
は
ち
が
う
と
こ
ろ
で
c

田
部
井
明
ら
か
に
違
う
ん
で
、
漢
文
は
日
本
語
の
根
幹
を
造
っ
て
来
た

も
の
な
の
で
、
山
本
健
吉
氏
あ
た
り
に
言
わ
せ
る
と
、
日
本
の
古
典
は
「
源

氏
物
語
」
じ
ゃ
な
く
て
、
「
論
議
開
」
で
あ
り
「
孟
子
」
で
あ
る
っ
て
い
う
ん
で

す
よ
。
概
論
す
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
一
一
一
一
問
え
る
わ
け
で
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
忘
れ

て
は
い
け
な
い
。

!
iと
こ
ろ
が
屡
々
間
違
う
の
は
そ
れ
か
ら
な
ん
で
す
む

そ
れ
を
や
っ
て
い
る
と
、
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
み
た
い
に
、
中
国

を
理
解
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
の
で
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
論
一
語
」
を
や

ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
「
孟
子
」
の
精
神
を
理
解
し
な
き
マ
い
け
な
い
、
中
関

古
代
文
化
に
つ
い
て
造
詣
が
深
く
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
く
る
わ
け
ね
心
そ
れ
は
し
か
し
断
ち
切
れ
る
か
と
い
え
ば
切
れ
な
い
こ
と

な
ん
で
す
ね
ο

不
即
不
離
の
関
係
を
保
っ
て
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
非
常

に
震
い
荷
物
を
背
負
っ
て
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な
き
ゃ
い
け
な
い

ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
c

断
ち
切
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
そ
れ
で
い
て
そ
う
じ
ゃ

あ
な
い
日
本
の
吉
典
と
し
て
扱
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
、
二

重
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

伊
藤
日
本
古
典
な
ん
だ
っ
て
こ
と
は
、
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
c

だ
け
ど

ね
、
そ
れ
を
教
え
て
い
く
と
ね
、
中
国
の
思
想
と
日
本
の
思
想
と
の
ち
が
い

に
ぶ
つ
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
意
味

で
、
僕
は
、
さ
っ
き
の
上
回
さ
ん
の
実
践
の
話
で
、
日
本
と
中
国
と
で
の
漢

字
の
使
わ
れ
方
な
ん
か
の
「
ち
が
い
を
わ
か
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
た
ら
:
:
:
」

と
い
う
発
想
な
り
方
法
な
り
を
大
切
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
が
ね
c

田
部
井
で
も
、
た
と
え
ば
平
安
時
代
の
人
た
ち
が
「
論
一
語
」
な
り
白
楽

天
な
り
を
学
ん
だ
と
い
う
の
は
、
「
論
一
訪
問
」
や
内
楽
天
そ
の
も
の
を
受
け
容

れ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
日
本
人
の
血
肉
に
な
っ
て
ズ
l
ッ
と
続
い

て
来
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
こ
こ
ま
で
は
中
国
本
来
の
も
の

で
、
そ
の
あ
と
日
本
人
が
理
解
し
た
も
の
は
こ
こ
か
ら
、
な
ん
て
分
け
る
こ

と
の
出
来
な
い
も
の
と
し
て
、
教
材
と
し
て
も
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
。

伊
藤
だ
け
ど
も
そ
れ
は
中
国
思
想
そ
の
も
の
を
教
え
る
わ
け
で
は
な
い

( 85 ) 
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と
い
う
ん
で
し
ょ
う
〈
笑
可
分
け
ら
れ
な
い
と
言
わ
れ
ち
ャ
う
と
、
僕
な

ん
か
は
、
竹
内
好
さ
ん
の
「
日
本
は
ま
だ
中
間
文
化
か
ら
独
立
し
て
い
な

い
。
だ
か
ら
間
洋
文
化
か
ら
も
自
立
で
き
な
い
で
、
の
み
こ
ま
れ
て
い
る
」

と
い
っ
た
問
題
意
識
を
思
い
出
し
ち
ャ
う
ん
で
す
よ
c

ー
ー
な
に
か
そ
れ
で

は
、
日
本
文
化
の
伝
統
を
子
供
た
ち
に
ん
伝
え
て
い
く
と
い
う
時
、
ち
ょ
っ
と

こ
わ
い
気
が
す
る
し
・
・
・
・
:
。

上
田
さ
っ
き
か
ら
の
「
型
」
を
覚
え
さ
す
と
い
う
こ
と
は
、
漢
文
訓
読

調
の
和
漢
混
活
文
の
文
体
を
子
ど
も
た
ち
に
き
ち
っ
と
語
感
と
し
て
も
つ
か

ま
せ
た
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
が
現
代
の
日
本
で
は

日
本
訟
を
別
な
怠
味
で
ふ
く
ら
ま
せ
豊
か
に
し
て
い
く
要
素
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
ね
。
た
と
え
ば
聖
書
な
ん
か
で
も
、
口
語
訳
聖
護
と

い
う
の
は
な
ん
と
し
て
も
有
難
く
な
い
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
が
、
伊
藤

さ
ん
ど
う
で
し
ょ
う
か
ね
、
明
治
に
訳
さ
れ
た
文
語
訳
の
方
が
、
文
章
と
し

て
も
司
き
ち
っ
と
締
っ
て
い
て
美
し
い
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
、
が
、
今
の

子
供
た
ち
は
ど
う
な
の
か
、
そ
れ
を
突
し
い
と
思
え
る
文
話
調
の
語
感
は
育

で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
わ
け
な
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
に
終
っ
て
し
ま

っ
て
い
い
の
か
と
い
う
所
が
、
さ
っ
き
言
っ
た
こ
と
で
、
欲
援
っ
て
い
る
か

な
と
忠
う
ん
で
す
が
、
組
先
が
中
国
文
化
を
ど
ん
な
風
に
苦
労
し
て
受
け
と

め
て
自
分
た
ち
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
読
解
の
作
業

の
中
で
、
わ
か
ら
せ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
今

の
訓
読
文
体
と
、
そ
の
前
に
背
の
人
は
、
た
と
え
ば
「
関
?
と
や
は
ら
ぎ
な

け
る
椛
鳩
の
み
ず
と
り
は
:
:
:
い
で
す
か
、
あ
あ
し
た
読
み
方
を
し
た
と
い

う
こ
と
を
、
た
ま
に
は
出
し
て
教
え
て
や
る
。
そ
し
て
自
分
た
ち
自
身
の
読

み
方
を
さ
せ
て
較
べ
さ
せ
て
い
く
と
、
非
常
に
不
十
分
だ
と
は
思
い
ま
す

が
、
漢
文
を
、
日
本
の
視
先
た
ち
の
中
国
文
化
を
ー
は
分
の
も
の
と
す
る
た
め

の
苦
悶
の
あ
と
と
い
う
、
そ
の
流
れ
の
一
端
に
立
っ
て
、
古
典
と
し
て
受
け

と
め
て
い
く
要
素
と
い
う
も
の
が
、
彼
ら
の
中
に
レ
デ
ィ
ネ
ス
と
し
て
出
て

く
る
ん
じ
ャ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

伊
藤
外
国
文
学
と
し
て
で
は
な
く
、
国
語
教
育
と
し
て
日
本
一
話
、
日
本

文
化
の
歴
史
あ
る
い
は
主
体
性
を
教
え
て
い
く
つ
て
こ
と
で
し
ょ
う
。
い

ま
、
聖
書
の
翻
訳
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
僕
は
文
語
訳
取
一
一
一
書
と
い
う
の
は
明

治
の
エ
ト
ス
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

q語
訳
の
方
は
戦
後
民
主
主
義
の

エ
ト
ス
で
す
か
ら
、
学
問
的
に
は
よ
り
正
確
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
ど
こ
か
ふ
や
け
て
い
る
(
笑
〉
。
ど
ち
ら
も
、
ギ
リ
シ
ャ
誌

な
り
ヘ
ブ
ル
諮
な
り
の
も
と
の
聖
書
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
同
じ
で
は
な
い
。
翻

訳
文
学
い
や
文
体
っ
て
そ
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
漢
文
訓
読
体
に
つ
い
て

も
向
じ
こ
と
が
一
宮
悶
え
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
こ
に
は
あ
の
文
体
が
関
ま
っ
た

あ
る
時
期
の
日
本
人
の
エ
ト
ス
が
あ
る
ん
で
、
や
は
り
、
も
と
の
孔
子
な
ら

孔
子
の
エ
ト
ス
と
は
ど
こ
か
が
違
う
は
ず
だ
と
思
う
ん
で
、
そ
の
違
い
を
教

え
な
い
と
、
関
語
教
育
に
な
ら
な
い
し
、
主
体
性
は
育
た
な
い
ん
じ
ャ
な
い

、
a

Q

守刀

一
戸
川
川
ほ
際
は
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
比
較
文
化
の
問
題
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
難
か
し
い
で
す
よ
(
笑
)
守

各
時
代
の
受
容
の
仕
方
と
か
そ
の
時
代
の
特
色
は
あ
る
に
違
い
な
い
。
大

体
、
我
々
の
一
刻
読
に
し
て
も
、
ほ
ぼ
明
治
ぐ
ら
い
の
裂
を
教
え
て
い
る
わ
け

で
:
:
:
ゃ
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井
関
日
本
古
典
と
し
て
、
訓
読
と
い
う
こ
と
に
拘
わ
る
な
ら
、
江
戸
時

代
風
な
の
か
平
安
時
代
風
な
の
か
が
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
ね
。
古
文
と
レ
え

ば
教
科
書
に
は
江
戸
時
代
が
少
な
い
、
漢
文
な
ど
は
急
に
江
戸
時
代
な
ん
で

す
よ
G

漢
文
が
江
戸
時
代
を
代
表
し
て
い
る
み
た
い
な
も
の
で
、
ち
ょ
っ
と

お
か
し
い
な
と
思
い
ま
す
ね
。

田
部
井
中
間
の
吉
典
を
受
け
い
れ
る
成
果
が
一
需
笑
っ
た
の
が
江
戸
時

代
で
、
そ
こ
で
定
叫
一
利
し
た
も
の
を
我
々
が
吸
収
す
る
ん
だ
と
考
え
る
以
外
に

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

井
関
そ
う
ハ
ッ
キ
リ
す
れ
ば
い
い
ん
だ
り
そ
れ
な
ら
教
え
る
方
も
学
ぶ

方
も
そ
こ
を
:
:
:
。
で
も
:
:
:
〔
以
下
、
最
初
の
上
田
氏
の
教
科
書
編
集
側

へ
の
問
い
に
か
か
わ
っ
て
、
「
日
本
古
典
」
と
い
う
な
ら
、
向
例
制
問
問
は
、
問
問

逸
詩
人
の
理
想
像
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
教
え
れ
ば
い
い

の
か
〈
伊
藤
〉
そ
れ
し
か
出
米
な
い
だ
ろ
う
。
江
戸
期
の
受
容
の
仕
方
を
近

世
と
し
て
継
承
し
て
い
く
外
な
い
〈
出
部
井
〉
、
と
い
っ
た
や
り
と
り
が
続

》、
oJ

ノ
〈
、五

、
教
材
潤
題
に
つ
い
て
の
総
括

漢
文
教
材
の
現
状

田
部
井
)
ぽ
つ
ぽ
つ
最
初
に
出
し
た
教
材
の
問
題
に
、
決
若
を
つ
け
た
い

気
が
す
る
ん
で
す
が
:
:
:
。
つ
ま
り
、
高
校
段
踊
で
は
、
法
詩
、
史
記
、

論
・
孟
を
教
材
に
す
れ
ば
大
体
い
い
ん
じ
ャ
な
い
か
と
い
う
考
え
方
が
古
川

一
先
生
は
じ
め
あ
る
。
僕
自
身
も
二
十
年
や
っ
て
き
た
経
験
か
ら
一
一
お
う
と
、
こ

一
れ
以
上
の
も
の
を
今
の
教
科
書
に
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
無
理
だ

一
ろ
う
っ
て
い
う
気
持
が
強
く
し
て
い
る
ん
で
す
む
一
つ
は
「
史
記
」
を
代
表

と
す
る
歴
史
、
も
う
一
つ
は
、
唐
詩
を
頂
点
に
「
詩
経
」
か
ら
陶
淵
明
な
ど

ま
で
含
め
た
詩
、
そ
れ
に
「
品
川
山
一
語
i

一
「
孟
子
」
、
と
い
う
風
に
考
え
る
と
、
こ

の
三
つ
は
誰
し
も
異
議
が
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
し
か
し
、
日
本
古
典
と
し

て
考
え
た
時
、
そ
わ
で
果
し
て
欠
落
す
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
か
:
;
:
。

伊
藤
日
本
漢
文
は
ど
う
な
ん
で
す
か
。

田
部
井
こ
れ
は
現
在
の
教
科
議
も
必
ず
取
っ
て
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と

付
け
足
し
と
い
う
感
じ
は
あ
り
ま
す
ね
。
ゃ
る
の
は
日
本
人
の
漢
文
で
は
な

く
、
併
せ
て
載
っ
て
い
る
「
長
恨
歌
」
と
か
「
琵
琶
行
」
と
か
と
い
う
も
の

で。
伊
藤
僕
ら
の
ぽ
代
だ
と
「
母
を
奉
じ
て
吉
野
に
遊
ぶ
」
と
い
っ
た
た
ぐ

い
(
笑
)
の
も
の
を
沢
山
や
ら
さ
れ
て
、
「
雲
か
山
か
呉
か
越
か
」
と
か
「
疎

影
横
斜
月
清
浅
」
な
ん
て
の
が
、
い
わ
ば
教
養
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
て
も

い
る
ん
で
す
が
。

田
部
井
こ
れ
は
調
査
を
し
て
み
る
と
は
っ
き
り
出
て
来
る
ん
で
す
が
、

出
制
中
学
で
は
日
本
漢
文
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
戦
後

の
教
科
書
で
は
殆
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
。

伊
藤
戦
後
の
教
科
書
は
、
一
つ
に
は
国
家
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
結
び

つ
く
よ
う
な
教
材
を
パ
ー
ジ
し
た
。
民
主
主
義
に
抵
触
し
な
い
よ
う
な
も
の

と
い
う
、
い
わ
ば
消
極
的
な
蛍
味
で
の
「
文
学
主
義
」
に
流
れ
た
。
も
う
一

つ
は
日
本
漢
文
が
減
っ
た
。
こ
れ
に
は
一
種
の
裏
返
し
の
近
代
主
義
が
あ
っ

た
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
日
本
漢
文
な
ど
と
い
う
も
の
は
学
問
対
象
に
な
ら

ん
、
そ
う
い
う
も
の
に
古
典
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
風
潮
が
あ
っ

て、

H

中
国
υ

の
古
典
に
額
斜
し
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
二
点
が
、

教
材
部
で
の
戦
後
の
漢
文
教
材
の
特
徴
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か

G

二
つ
は
相
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関
し
て
い
て
、
た
と
え
ば
、
頼
山
陽
の
「
日
本
外
史
」
な
ん
か
全
く
な
く
な

り
ま
し
た
よ
ね
。

田
部
井
そ
れ
は
間
一
識
の
方
も
閉
じ
で
、
戦
前
は
留
学
・
擬
古
文
が
中
心

で
、
「
源
氏
物
語
い
な
ん
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
戦
後
変
っ
た
ん
で
、
教
材

選
択
と
い
う
点
で
は
軌
を
…
に
し
て
い
る
と
思
う
ん
だ
な
。

井
関
論
説
と
い
う
と
き
ど
ん
な
も
の
が
入
る
ん
で
す
か
。
江
戸
時
代
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
論
説
は
大
事
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
ι

田
部
井
ぴ
っ
た
り
し
た
も
の
が
入
っ
て
い
な
い
c

現
在
の
教
科
書
で
い

え
ば
、
唐
山
一
本
人
家
、
韓
、
榔
:
:
:
。

井
関
戸
川
先
生
の
仰
一
一
一
一
閃
ゃ
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
誌
の
表
現
に

は
、
格
調
あ
る
文
体
が
必
要
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
辺
り
じ
ゃ
な
い
で
す
か
む

田
部
井
何
か
の
座
談
会
で
も
、
外
山
滋
比
古
さ
ん
な
ど
し
き
り
に
そ
う

い
う
こ
と
を
言
っ
て
ま
し
た
ね
じ

戸
川
英
文
と
か
外
国
文
学
の
人
が
割
に
よ
く
そ
う
い
う
こ
と
を
一
一
一
日
い
ま

す
ね
。田

部
井
戦
後
崩
れ
た
と
い
う
ん
だ
け
ど
、
今
そ
れ
を
期
待
す
る
と
一
言
わ

れ
て
も
「
覆
水
銭
に
返
ら
ず
」
と
い
う
所
が
あ
っ
て
ね
え
。
間
以
ら
れ
た
時
間

数
の
中
で
漢
文
教
育
に
何
が
出
来
る
か
、
そ
の
H

可
能
性
υ

の
中
に
そ
れ
を

入
れ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
突
に
大
変
な
こ
と
で
す
よ
。

井
関
し
か
し
、
生
徒
が
よ
く
記
揺
す
る
っ
て
一
苦
う
で
し
ょ
う
。
覚
え
さ

す
な
ら
「
長
根
歌
」
の
よ
う
な
詩
的
な
文
体
よ
り
、
勝
山
木
八
家
文
の
よ
う
な

文
体
の
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
実
用
的
に
き
こ
え
る
が
。
言
葉
の
使
い

方
の
「
適
石
と
美
醜
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
一
一
一
日
う
け
れ
ど
、
両
方
考
え
た

時
、
通
杏
も
ろ
く
に
解
ら
ん
の
に
美
醜
を
論
ず
る
の
は
や
は
り
お
か
し
い
c

、~V-、母〆ヘ〆、〆ー、戸、，~目、/、〆刊~~〆\戸、.~戸、J、、f、J、、〆"''''戸、i
~〆V-'''''

特
に
訓
読
の
場
合
そ
れ
は
言
え
る
ん
で
・
・
:
:
c

上
回
教
材
観
と
し
て
は
三
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す
c

一
つ
は
中

間
の
古
典
と
し
て
見
る
立
場
が
戦
後
と
く
に
強
調
さ
れ
て
来
た
。
も
う
一

つ
は
日
本
の
古
典
と
い
う
、
「
指
導
要
領
」
の
立
場
。
も
う
一
つ
古
川
〔
幸

次
郎
〕
さ
ん
な
ど
は
、
人
類
の
古
典
だ
と
、
い
う
風
に
一
一
一
一
口
う
わ
け
で
す
o

i
i
iた
だ
そ
の
一
一
一
つ
の
枠
な
ら
ど
れ
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
、
優
れ
た
教
材
と
い
う
と
、
具
体
的
に
は
や
っ
ぱ
り
田
部
井
さ
ん

の
仰
一
一
一
一
口
ゃ
る
よ
う
な
、
論
・
孟
、
史
記
、
唐
詩
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
c

そ
れ
以
外
と
い
う
と
、
今
度
は
日
本
の
古
典
と
も
中
国
の
古
典
と
も
、
ど

こ
ま
で
言
え
る
か
、
非
常
に
駿
昧
で
、
境
界
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る

ん
で
す
ね
:
:
:
。

今
後
へ
の
提
案
j
教
材
研
究

l

田
部
井
先
程
か
ら
、
教
材
は
「
精
選
」
さ
れ
て
来
た
が
、
そ
れ
は
本
当

に
「
精
選
」
の
名
に
，
似
い
す
る
か
と
い
っ
た
発
一
一
一
一
悶
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
だ
け

れ
ど
、
実
際
問
題
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
陶
淵
切
に
百
一
一
一
十
の
作
品
が
残
っ

て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
よ
く
検
討
し
て
、
訓
読
指
導
に
も
適
し
て
い
る
し

内
容
も
高
い
、
教
材
と
し
て
適
当
だ
と
い
っ
た
判
定
を
す
る
の
は
大
変
な
こ

と
で
す
。
ま
た
、
日
本
人
が
、
奈
良
、
平
安
か
ら
江
戸
ま
で
ど
う
い
う
も
の

を
古
典
と
し
て
見
据
え
て
来
た
か
、
そ
う
い
う
検
討
も
、
ど
こ
か
で
な
さ
れ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
教
材
を
探
す
だ
け
で
な
く
て
、
徹
底
的
に
調
べ
て
い

く
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え

ば
こ
の
漢
文
学
会
み
た
い
な
所
で
、
一
戸
川
先
生
み
た
い
な
方
の
援
助
も
受
け

な
が
ら
や
っ
て
い
く
こ
と
が
、
仕
事
と
し
て
ど
う
し
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
い

け
な
い
こ
と
の
一
つ
と
し
て
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

i
i
i
こ
れ
は
、
教
材
論
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の
結
論
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
見
据
え
て
お
き
た
い
気
が
す
る
ん
で
す
け
ど

ね。井
傾
向
そ
う
い
う
こ
と
が
、
今
は
、
各
教
科
書
会
社
の
編
集
委
員
に
ま
か

さ
れ
て
て
、
ど
う
し
て
か
、
と
い
う
説
得
力
の
あ
る
説
明
が
全
然
な
く
て
、

た
だ
教
材
と
し
て
出
て
来
ち
ゃ
う
わ
け
よ
ね
。
も
う
少
し
説
得
性
が
欲
し
い

で
す
ね
。
な
ぜ
こ
の
教
材
か
と
い
う
:
:
:
。

間
部
井
少
く
と
も
、
今
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
三
倍
と
か
五
倍

と
か
の
教
材
を
説
ベ
て
、
少
く
と
も
指
導
替
を
議
く
く
ら
い
の
教
材
研
究
が

さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
ま
た
も
う
一
度
洗
い
出
し
て
教
材
を
取
り
出
し
て
く
る

と
い
う
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

「
精
選
」
と
同
時
に
多
様
な
教
材
を

上
回
で
す
か
ら
、
現
場
の
教
師
と
研
究
者
と
が
瓦
い
に
協
力
し
て
や
っ

て
い
く
と
い
う
の
は
、
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
実
際
い
っ
て
普
通

の
高
等
学
校
で
は
漢
文
の
授
業
な
ん
て
非
常
に
少
な
い
わ
け
で
し
て
、
山
梨

県
に
ニ
百
人
ち
ょ
っ
と
関
誌
の
教
師
が
い
る
ん
で
す
け
ど
、
漢
文
を
専
攻
し

た
と
い
う
人
は
す
ぐ
判
っ
ち
ゃ
っ
て
、
五
人
く
ら
い
し
か
い
な
い
(
笑
)
じ

そ
う
い
う
中
で
す
か
ら
普
通
の
先
生
方
は
漢
文
な
ん
て
、
本
当
に
つ
け
足
し

程
度
に
思
っ
て
い
る
ん
じ
ア
な
い
か
と
、
僕
ら
の
ひ
が
み
か
も
し
れ
ま
せ

ん
け
ど
、
そ
う
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
漢
文
を
志
ざ
し
た

者
た
ち
が
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
は
、
た
だ
「
精
選
」
さ
れ
た
教
材
だ

け
を
教
え
込
ん
で
い
く
と
い
う
の
じ
ゃ
な
く
て
i
i
!ど
う
い
う
形
で
与
え
る

の
が
い
い
の
か
、
僕
は
、
こ
ん
な
こ
と
も
し
て
み
た
い
な
と
思
っ
た
り
す
る

ん
で
す
が
、

1

i
や
は
り
捕
幼
教
材
と
し
て
幾
つ
か
の
も
の
を
、
た
と
え
ば

書
き
下
し
で
与
え
た
り
、
あ
る
い
は
有
名
な
人
の
鑑
賞
文
と
し
て
与
え
た
り

し
な
が
ら
、
そ
れ
を
読
め
る
形
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

ど
れ
が
教
材
と
し
て
海
自
い
か
な
、
と
い
つ
も
見
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
け

ど
:
;
:
。
そ
う
い
う
こ
と
で
教
科
書
な
ど
と
く
ら
べ
な
が
ら
、
現
場
の
実
践

の
中
で
生
徒
た
ち
に
本
当
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
な
教
材
を
も
っ
と
用
意

し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
普
通
は
ど
う
も
、
こ
ち
ら
側

!
iつ
ま
り
教
材
を
準
鍛
す
る
側

i
iで
の
、
こ
う
い
う
も
の
が
い
い
と
い

う
分
析
で
終
り
が
ち
じ
ゃ
な
い
の
か
と
患
い
ま
す
け
ど
c

現
代
関
誌
の
場
合
に
は
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
な
ん
で
、
補
助
教
材
を
沢

山
与
え
て
や
り
な
が
ら
、
生
徒
に
い
い
ヒ
ン
ト
も
や
っ
て
:
:
:
。
漢
文
で
も

た
と
え
ば
宗
人
記
b

の
中
で
も
「
刺
客
列
伝
」
と
か
「
伍
子
脊
列
伝
」
な
ん
て

の
は
生
徒
が
非
常
に
喜
ぶ
ん
で
す
。
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
投
げ
込
ん
で
や

ら
せ
て
み
る
と
、
ま
た
別
な
面
白
さ
を
彼
ら
が
感
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
c

あ
あ
い
う
も
の
も
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
。

つ
ま
り
、
現
場
の
生
徒
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
教
材
の
選
択
を
、
と
い
う

こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
は
、
突
際
に
は
難
か
し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
や
っ
ぱ
り
、
教
科
書
で
準
備
し
て
頂
く
教
材
は
、
出
来
る
だ
け
多
い
方

が
い
い
な
と
思
う
ん
で
す
c

あ
る
い
は
、
副
読
本
で
も
い
い
と
思
う
ん
で
す

が
G

そ
れ
を
我
々
が
選
択
し
て
い
く
方
が
面
白
い
c

欲
張
っ
て
い
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
。

田
部
井
い
や
、
と
て
も
よ
く
わ
か
る
ん
で
す
。
そ
の
通
り
だ
と
思
う
ん

だ
け
ど
、
教
科
書
は
値
段
や
ペ
ー
ジ
数
で
押
え
ら
守
れ
て
限
界
が
あ
る
。
そ
れ

を
補
う
も
の
と
し
て
、
教
科
書
に
取
ら
れ
な
い
何
倍
か
の
分
量
の
教
材
を
、

我
々
は
蓄
積
と
し
て
持
つ
べ
き
だ
と
思
う
ん
で
す
。
こ
の
漢
文
学
会
が
。

上
田
そ
う
い
う
方
向
で
も
い
い
か
ら
、
沢
山
の
も
の
を
蓄
積
し
て
、
そ
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れ
を
現
場
の
中
で
生
か
す
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
た
い
で
す
ね
っ

田
部
井
た
と
え
ば
江
戸
の
町
人
が
読
ん
で
い
た
と
忠
わ
れ
る
も
の
に

は
、
東
城
、
山
谷
と
い
う
の
が
よ
く
出
て
来
ま
す
が
、
こ
れ
は
教
科
書
に
は

あ
ま
り
出
て
来
な
い
G

そ
う
い
う
も
の
を
含
め
て
、
漢
文
教
材
の
リ
ス
ト
、

総
覧
の
よ
う
な
も
の
を
作
り
、
そ
れ
に
ガ
ッ
チ
リ
し
た
注
釈
を
つ
け
て
、
ス

ト
ッ
ク
を
十
分
持
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

井
関
一
つ
の
学
校
、
一
つ
の
県
で
や
れ
る
仕
事
じ
ゃ
な
い
ね
。

田
部
井
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
漢
文
学
会
な
ん
か
は
、
高
校
に
い
る

人
が
か
な
り
の
人
数
な
ん
だ
し
、
総
力
を
あ
げ
て
そ
う
し
た
仕
事
を
今
後
や

っ
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
、
僕
は
今
日
は
特
に
発
一
一
一
目
し
た
か
っ
た
ん

で
す
っ

教
材
精
選
の
基
準

伊
藤
そ
の
際
、
教
材
を
選
択
す
る
装
準
み
た
い
な
も
の
を
改
め
て
き
ち

ん
と
議
論
し
て
お
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
間
部
井
さ
ん
の
提
案

の
仕
事
の
第
一
歩
と
し
て
も
。

i
l
sす
で
に
ず
っ
と
話
に
出
て
ま
す
け
れ

ど
、
た
と
え
ば
、
難
易
度
と
か
、
生
徒
の
側
の
関
心
と
か
、
適
否
と
美
観
と

λ

り

カ
.. 間

部
井
そ
の
点
で
は
戦
前
は
舗
に
は
ご
y
d
り
し
て
い
た
。
人
間
形
成
と

か
、
も
っ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
間
家
目
的
に
か
な
う
よ
う
な
人
材
護
成
の

た
め
と
か
。
そ
こ
で
「
日
本
外
史
」
な
ん
か
が
ど
ん
ど
ん
採
り
上
げ
ら
れ
た

わ
け
で
し
ょ
う
。

井
関

〉

h
ノ
dv

同
じ
教
材
を
扱
う
な
ら
、
人
間
形
成
で
は
な
く
言
語
教
育
で
し
ょ

田
部
井

そ
う
、
戦
後
は
、
さ
っ
き
の
話
の
よ
う
に
違
っ
て
来
た
ん
だ

が
、
実
は
そ
こ
を
深
く
見
定
め
な
い
ま
ま
に
、
な
ん
と
な
し
に
、
民
主
教
育

の
中
に
抵
抗
な
く
入
っ
て
く
る
教
材
は
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ

で
来
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
ど
う
し
て
も

文
学
に
偏
っ
て
い
っ
て
:
:
:
そ
れ
へ
の
反
省
も
最
近
出
て
来
て
い
る
ん
だ
ろ

う
と
思
う
ん
で
す
よ
。

井
関
だ
か
ら
灯
時
一
塁
?
と
い
う
風
に
言
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
大
変
実

学
的
な
よ
う
で
す
が
、
人
間
形
成
を
考
え
な
い
教
育
な
ん
て
な
い
ん
だ
か
ら

:
・
今
ま
で
漢
文
が
一
一
一
一
向
い
過
ぎ
た
ん
で
す
よ
。

田
部
井
漢
文
だ
け
が
人
間
形
成
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
た
り
言

っ
た
り
し
た
:
:
:

伊
藤
そ
の
点
で
は
、
科
学
は
実
用
教
育
で
漢
文
で
精
神
教
育
を
と
い
う

一
種
の
「
和
(
?
〉
，
魂
洋
才
」
式
な
発
想
が
反
省
さ
れ
て
い
る
ん
で
、
む
し
ろ

科
学
そ
の
も
の
を
入
院
の
精
神
や
倫
理
の
問
題
と
し
て
き
ち
ん
と
取
り
上
げ

る
こ
と
の
方
が
大
事
で
、
我
々
の
先
人
は
そ
れ
を
や
っ
て
来
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
が
問
題
な
わ
け
で
す
よ
。

井
関
そ
の
反
省
、
が
、
今
、
反
動
が
過
、
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
国

語
が
、
小
、
中
、
高
一
貫
し
て
全
部
一
言
語
教
育
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
年

を
取
っ
た
人
の
気
に
入
ら
な
い
の
で
す
ね
、
「
何
ん
で
も
言
語
、
言
語
と
い

っ
て
人
間
形
成
を
忘
れ
と
る
L

と
い
う
わ
け
で
。
だ
け
ど
僕
は
そ
ん
な
に
ま

た
人
間
形
成
を
蒸
し
返
す
こ
と
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
言
語
教
育
だ
と
言

っ
た
っ
て
、
結
果
的
に
は
人
間
形
成
を
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
教
材
な
ん

だ
も
の
り

伊
藤
そ
こ
は
大
事
で
す
ね
、
言
葉
と
人
間
の
結
び
つ
き
。
さ
っ
き
か
ら

ぎ
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
言
語
は
単
な
る
符
牒
や
「
て
弓
ユ
ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
の
手
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段
、
じ
ゃ
な
い
。
人
間
は
言
語
で
思
考
す
る
ん
だ
か
ら
:
:
:
つ
て
の
が
、
僕
の

漢
文
一
や
中
国
一
誌
を
教
え
る
時
の
基
本
で
す
。

田
部
井
前
か
ら
僕
が
…
番
汚
い
た
か
っ
た
の
は
、
言
話
教
育
で
も
人
間

形
成
で
も
い
い
ん
で
す
が
、
な
ん
で
も
正
確
に
摺
ん
で
い
こ
う
、
正
磁
に
理

解
し
正
確
に
表
現
し
よ
う
、

J
比
僻
さ
へ
の
意
志
υ

を
養
う
と
い
う
点
で
一

致
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
よ
。
そ
の
点
で
の
対
立
に
つ
い
て

十
j
h

「
品
。

t
v
J
A
 

井
関
そ
う
い
う
風
に
言
え
ば
ね
。
指
導
要
領
な
ん
か
で
も
、
「
適
切
な

表
現
」
「
効
果
的
な
表
現
」
と
い
う
百
業
を
始
終
使
い
ま
す
ね
。
我
々
は
今

ま
で
「
効
果
的
」
と
い
う
方
ば
か
り
考
え
過
ぎ
て
、
「
適
切
」
の
方
を
少
し

お
ろ
そ
か
に
し
て
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。
さ
っ
き
言
っ
た
「
適
否
」

の
問
題
で
も
あ
る
ん
で
す
が
、
演
出
小
人
家
文
と
限
ら
ず
、
漢
文
は
と
て
も
適

切
な
表
現
を
し
て
い
る
。
そ
の
適
切
な
表
現
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
人
間
形

成
を
や
れ
ば
い
い
ん
で
、
人
間
形
成
を
先
に
考
え
て
、
そ
っ
ち
は
後
間
し
に

な
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

田
部
井
言
語
教
材
と
し
て
「
適
切
な
い
、
も
っ
と
い
え
ば
「
一
止
確
な
」

表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は
コ
尖
し
い
」
表
現
が
な
さ
れ
て

い
る
と
い
う
本
準
で
あ
る
程
度
教
材
を
精
選
で
き
ま
す
ね
。

伊
藤
も
う
二
/
、
人
間
形
成
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
考
え
た
ら
、
こ

れ
は
教
材
と
い
う
よ
り
扱
い
の
問
題
だ
け
ど
、
さ
っ
き
の
「
人
類
の
古
典
」

一
と
い
う
教
材
観
は
大
切
だ
と
思
う
。
最
初
に
紹
介
し
た
〈
漢
文
教
室
〉
の
陸

一
談
会
で
出
て
い
る
よ
う
に
、
西
洋
古
典
の
場
合
は
、
科
学
を
含
め
た
近
代
文

…
化
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
い
う
怠
味
で
の
意
還
を
持
っ
て
い
る
が
、
漢

一
文
真
は
、
少
く
と
も
戦
前
は
そ
れ
を
(
民
主
主
義
な
ど
を
〉
有
定
す
る
根

拠
だ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
西
欧
で
も
古
典
教
育

y
c
g
g
E
2
が
崩
れ
つ
つ

あ
る
と
い
わ
れ
る
時
代
だ
け
に
、
変
に
新
し
が
っ
て
反
近
代
・
反
合
理
主

義
の
時
流
に
乗
る
の
も
危
険
だ
c

そ
う
で
は
な
し
に
、
「
日
本
の
古
典
」
で

も
あ
る
中
間
古
典
に
新
し
い
人
類
的
な
普
遍
性
(
古
典
性
〉
を
発
見
し
よ
う

と
い
う
の
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
、
今
後
の
、
そ
れ
こ
そ
文
明
論
的
な
課
題

で
、
性
急
に
は
片
付
か
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
や
は
り
我
々
が
無
視
し
て
は

い
け
な
い
視
点
だ
と
は
思
う
ん
で
す
。

佐
々
木
さ
っ
き
か
ら
聞
い
て
い
て
、
や
は
り
、
言
葉
の
障
害
を
の
り
越

え
て
い
く
こ
と
が
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
、
だ
か
ら
、
背
の
事
を
や
っ
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
の
だ
け
れ
ど
、
現
夜
僕
ら
が
生
き
て
い
る
こ
の
時
代
に
引
き
戻
す
よ
う
な

捉
え
方
と
い
う
も
の
が
、
一
磁
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
O
i
-
-
-
言
葉
と
い
う

も
の
は
、
い
つ
も
情
況
を
背
後
に
背
負
っ
て
い
る
。
国
語
教
師
だ
か
ら
い
つ

も
そ
れ
を
敏
感
に
捉
え
読
す
努
力
を
し
て
い
る
の
だ
が
:
:
:
。
た
と
え
ば
生

徒
に
解
釈
を
さ
せ
て
も
、
全
知
全
能
を
傾
け
て
解
釈
し
て
く
る
生
徒
な
ん
て

い
な
い
。
何
か
を
み
て
写
し
て
来
て
ス
ラ
ス
ラ
読
み
上
げ
る
。
「
じ
ア
あ
ど

、、

ん
な
場
面
な
ん
だ
い
と
聞
く
と
詰
ま
っ
ち
ゃ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
な
い
。
他
人

、
、
、

の
言
葉
を
的
り
て
や
っ
て
い
る
習
慣
が
す
っ
か
り
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
い

る
(
同
じ
題
で
作
文
を
世
一
聞
か
せ
て
み
る
と
、
驚
く
ほ
ど
画
一
的
で
個
性
が
な

、
、
、

い
)
。
一
一
一
一
向
語
教
育
と
は
、
や
は
り
自
分
の
一
言
葉
で
、
理
解
の
上
に
立
っ
た
表

現
を
、
と
い
っ
た
こ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
、
そ
れ
に
は
、
漢
字

と
い
う
も
の
を
、
今
の
僕
ら
の
背
負
っ
て
い
る
時
代
背
景
、
社
会
情
況
、
そ

う
し
た
も
の
の
中
で
捉
え
~
限
し
て
い
く
と
い
う
作
業
が
い
る
の
で
は
な
い

か
っ
ま
た
、
そ
う
し
た
捉
え
渡
し
が
で
き
る
も
の
が
「
古
典
」
と
よ
べ
る
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
c
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教
材
問
題
と
し
て
い
え
ば
、
三
本
柱
に
な
る
か
な
。
一
つ
は
、
日
本
文
化

影
響
を
与
え
、
貫
徹
し
た
も
の
、
二
つ
日
は
、
「
適
否
と
美
醜
」
、
美
し
く

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
や
は
り
現
代
に
引
き
戻

し
得
る
素
質
み
た
い
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
も
の
が
欲
し
い
で

す
ね
心
，

〔
座
談
合
は
こ
の
後
、
教
授
法
の
問
題
、
教
員
養
成
の
問
題
に
話
題
を
移

し
て
続
い
た
が
、
紙
回
の
都
合
で
一
切
割
愛
す
る
外
な
い
。
た
だ
後
者
に

つ
い
て
は
、

ω漢
文
は
案
外
安
易
に
教
え
ら
れ
る
と
い
う
面
が
あ
る
だ
け

に
、
一
一
閥
、
力
量
あ
る
教
員
が
必
要
で
あ
る
。

ωに
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
文

の
専
任
を
置
い
て
い
る
高
校
の
比
率
は
板
め
て
低
く
、
教
員
養
成
は
急
務
で

あ
る
。

ωし
か
し
大
学
で
関
誌
の
教
職
免
許
を
取
る
た
め
必
要
な
漢
文
の
必

修
科
目
数
は
秘
め
て
少
な
く
、
若
い
教
員
は
そ
の
こ
と
を
痛
感
し
卒
業
後
勉

強
し
て
い
る
。

ωま
た
大
学
の
中
国
哲
学
・
文
学
の
研
究
は
、
中
関
に
の
み

関
心
が
集
中
し
て
、
日
本
の
教
育
文
化
に
責
任
を
負
お
う
と
す
る
姿
勢
に
乏

し
く
、
教
員
養
成
に
無
関
心
な
傾
向
が
あ
る
:
:
:
等
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た

こ
と
だ
け
を
付
記
し
て
お
き
た
い
J

司
会
今
日
は
司
会
が
う
ま
く
出
来
ま
せ
ん
で
、
中
訳
な
く
在
じ
て
お
り

ま
す
。
た
だ
、
こ
う
し
た
試
み
の
第
一
間
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
大
・
高
・

中
に
分
か
れ
て
、
共
に
日
本
の
教
育
を
分
担
し
合
い
な
が
ら
、
と
か
く
無
関

係
に
な
り
が
ち
だ
っ
た
者
が
、
こ
れ
か
ら
は
一
絡
に
な
っ
て
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
僕
個
人
は
、
幾
つ
も
の
問
題
提
起
を
受

け
る
こ
と
が
出
来
た
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

か
つ
て
僕
ら
は
、
震
い
「
漢
文
」
の
伝
統
に
い
わ
ば
抵
抗
し
て
、
新
し
い

中
間
研
究
の
道
を
拓
こ
う
と
志
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
十
年
後
の
今
、

新
し
い
学
問
は
未
だ
育
た
ぬ
の
に
、
あ
ん
な
に
重
く
感
じ
ら
れ
た
伝
統
は
脆

く
も
風
化
し
つ
つ
あ
る
や
に
思
わ
れ
ま
す
c

か
つ
て
僕
ら
は
訓
読
に
引
き
づ

ら
守
れ
て
現
代
中
国
文
を
誤
訳
し
た
。
今
や
学
生
は
現
代
語
法
に
引
き
寄
せ
て

古
典
を
誤
訳
し
ま
す
。
こ
の
転
変
の
中
で
僕
は
改
め
て
漢
文
教
育
の
意
義
を

考
え
直
そ
う
と
思
い
は
じ
め
ま
し
た
。
単
に
歳
を
取
っ
て
保
守
化
し
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
つ
も
り
で
し
た
が
、
あ
る
高
校
に
い
る
同
窓
の
一
友
人
は
、

私
の
手
紙
へ
の
返
事
に
、
「
漢
文
教
育
を
す
る
こ
と
に
ど
う
い
う
意
味
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
ね
」
と
書
い
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
自
身
の
中
に
あ
る
と
号

ま
ど
い
で
も
あ
り
ま
し
た
c

漢
文
教
育
の
技
術
的
問
題
で
は
な
く
、
そ
う
い

う
根
本
問
題
を
、
し
か
し
、
空
論
に
走
ら
ず
現
場
の
具
体
的
体
験
に
立
っ

て
、
皆
さ
ん
に
お
尋
ね
し
、
私
自
身
も
考
え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
今
日

の
鹿
談
会
を
金
)
倒
し
た
私
自
身
の
、
偲
人
的
な
モ
チ
ー
フ
で
し
た
c

お
蔭
様
で
私
な
り
に
は
、
お
見
事
な
現
場
実
践
や
小
・
中
学
校
と
の
関
連

か
ら
、
ま
た
一
戸
川
先
生
の
、
明
治
天
皇
制
下
の
護
教
主
義
的
な
中
国
古
典
学

Jd
排
除
し
た
後
の
、
や
は
り
閲
有
の
中
国
思
想
・
文
学
と
は
炉
が
わ
J
「
漢
文

学
」
を
「
日
本
古
典
学
」
の
一
分
野
と
し
て
独
立
さ
せ
、
日
本
文
学
の
中
で

教
え
る
べ
き
と
い
う
ご
主
張
な
ど
か
ら
、
問
題
が
か
な
り
ハ
ッ
キ
リ
し
て
来

ま
し
た
。
戦
後
我
々
が
科
学
的
「
中
国
」
研
究
の
専
門
性
確
立
を
め
ざ
し
た

、
、
、
、

中
に
あ
る
種
の
近
代
主
義
が
あ
っ
た
こ
と
も
:
:
:
。

今
日
は
、
少
々
バ
叫
が
合
い
す
ぎ
た
(
合
わ
せ
す
ぎ
た
?
〉
嫌
い
も
あ
っ

て
、
我
々
の
中
で
も
ま
だ
ま
だ
角
突
き
合
わ
せ
て
み
る
べ
き
問
題
が
あ
り
そ

う
で
す
が
、
ま
ず
は
、
最
初
に
岡
部
井
さ
ん
が
…
一
一
一
口
わ
れ
た
よ
う
に
H

長
老
υ

と
H

岩
手
υ

と
か
ら
小
突
か
れ
る
種
は
多
少
は
出
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

で
あ
れ
ば
幸
い
だ
が
、
と
患
っ
て
お
り
ま
す
c

(

文
責
伊
藤
)
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