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は
じ
め
に

伊
藤
大
塚
漢
文
学
会
で
「
中
国
文
化
』
と
い
う
会
報
を
始
め
る
に
当
っ

て
何
し
ろ
会
員
の
大
部
分
が
高
校
や
中
学
に
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
大
学
の

教
部
や
そ
の
予
備
軍
が
論
文
を
の
せ
る
た
め
だ
け
と
い
う
よ
う
な
雑
誌
で
は

崩
自
く
な
い
と
い
う
の
が
、
加
引
委
員
長
は
じ
め
我
々
の
意
志
で
あ
り
ま
し

た
し
、
し
か
も
、
漢
文
教
育
を
ま
と
も
に
取
上
げ
て
い
る
雑
誌
と
い
う
と
、

大
修
館
の
「
漢
文
教
窓
」
く
ら
い
の
も
の
で
す
か
ら
、
と
に
か
く
毎
号
「
教

育
」
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
わ
け
で
す
。
取
上
げ

教

育る
に
当
っ
て
、
編
集
長
と
し
て
私
は
座
談
会
と
い
う
の
が
好
き
で
し
て
、
こ

れ
は
編
集
が
か
な
り
大
変
だ
け
れ
ど
も
や
っ
て
み
よ
う
と
思
い
、
田
部
井
文

雄
氏
に
相
談
し
ま
し
て
、
最
初
は
五
十
代
の
私
達
の
年
代
が
集
ま
り
ま
し
て

若
い
人
か
ら
は
何
一
一
一
一
口
っ
て
る
か
つ
て
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
先
輩
か
ら
は
叱

ら
れ
る
か
も
し
ら
ん
が
、
ま
ず
開
題
提
起
を
し
よ
う
、
二
年
日
は
、
昨
年
で

す
が
、
大
体
一
一
一
十
代
か
ら
四
十
代
初
め
ぐ
ら
い
の
人
達
に
や
っ
て
頂
い
て
、

今
回
は
一
一
一
回
目
と
い
う
こ
と
で
、
先
輩
方
の
御
出
ま
し
を
綴
っ
て
、
一
つ
、

ま
あ
、
お
叱
り
を
‘
頂
こ
う
と
い
う
趣
冒
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
の
二
四
の
座
談

会
記
事
の
抜
刷
を
お
送
り
致
し
ま
し
た
か
ら
ご
覧
漬
け
た
と
存
じ
ま
す
。
今

日
は
実
は
、
都
立
の
高
校
長
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
宮
沢
康
造
先
生
に
御
出

席
を
お
願
い
し
て
現
場
を
代
表
し
て
司
会
役
を
し
て
頂
く
と
い
う
の
が
、
松

村
対
と
m
m
部
井
さ
ん
が
考
え
て
下
さ
っ
た
プ
ラ
ン
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
誠
に

残
念
な
こ
と
に
御
都
合
が
思
い
と
い
う
こ
と
で
、
や
む
な
く
私
が
役
目
制
…

応
舞
台
砲
し
の
役
だ
け
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
最
初
に
、

編
集
委
員
の
…
人
で
あ
る
松
村
君
に
mm
和
五
七
年
度
の
教
育
課
程
の
改
訂
に

よ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
く
大
雑
把
な
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報
告
を
し
て

頂
き
、
そ
の

し
L

で
、
前
川

の
住
談
会
に

も
山
て
お
り

ま
し
た
よ
う

な
、
中
徒
の

側
の
問
題
、

教
此
の
側
の

問
題
を
含
め

た
現
状
の
小

で
一
体
、
今

後
、
漢
文
教

育
は
、
ど
う

い
う
方
向
を

校
点
し
て
い

っ
た
ら
い

い

だ
ろ
う
か
、

い
う
よ
う
な

こ
と
に
つ
い

て
、
先
生
方

の
、
御
氏
説

を
ポ
ら
せ
て

頂
き
た
い
と

い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
松
村
君
の
方
か
ら
ま
ず
:
:
:
。

課
程
改
訂
で
ど
う
な
る
か

松
村

は
い
。
そ
れ
で
は
私
の
方
か
ら
現
場
は
、
東
京
あ
た
り
で
大
体
ど

う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ご
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
標
準
単

位
は
御
存
知
の
よ
う
に
四
単
位
な
ん
で
す
が
、
私
ら
の
と
こ
ろ
ク
ラ
ス
の
学

校
で
す
と
大
体
増
加
単
位
に
し
て
、
五
単
位
に
し
て
や
る
と
い
う
形
が
多
い

と
思
い
ま
す
。

l
た
だ
東
京
で
も
職
業
課
程
で
は
多
分
四
単
位
で
、
国
語
ー

だ
け
で
あ
る
い
は
済
ま
す
所
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
が
、

一

般
に
普
通
課
程
の
全
日
制
で
は
、
五
単
位
、

一
週
五
時
間
で
や
る
。
東
京
都

の
場
合
、
大
体
持
ち
時
間
十
八
で
す
か
ら
、

一
人
で
、
そ
の
五
単
位
、
五
時

間
持
ち
ま
す
と
、
数
が
う
ま
く
合
い
ま
せ
ん
の
で
、
現
場
で
実
際
の
扱
い
と

し
て
は
、
二
、
三
と
分
け
て
現
代
文
関
係
を
持
つ
人
と
、
古
文
、
漢
文
を
合

せ
て
古
典
闘
係
を
持
つ
人
と
と
い
う
風
な
組
み
合
せ
で
や
ら
な
い
と
、

一
寸

具
合
が
思
い
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
現
実
に
は
私
の
所
で
は
、
国
語
I
の
A
と

か
、
同
語
I
の
B
と
か
分
け
て
、
A
の
方
は
二
単
位
と
し
て
現
代
文
闘
係
だ

け
、
B
の
方
は
古
文
漢
文
合
せ
て
、
古
典
凶
係
だ
け
と
い
う
形
で
や
っ
て
行

く
。
担
当
は
そ
の
学
校
の
職
只
構
成
に
も
閃
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

私
の
所
の
実
例
を
申
し
ま
す
と
、
古
典
の
方
を
、
例
え
ば
内
ク
ラ
ス
持
っ
て

現
代
文
の
方
を
ニ
ク
ラ
ス
持
っ
て
十
六
な
い
し
十
八
と
か
、
そ
う
い
う
形
で

や
る
こ
と
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
あ
大
体
の
高
校
で
は
国
語

I
の
上
に
さ
ら
に
国
語
H
を
乗
せ
て
、
三
年
生
に
い
っ
て
選
択
で
、
色
々
方

向
山
川
に
や
る
と
い
う
形
が
一
般
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
の
所
で
例
に

上
げ
ま
す
と
、
「
国
語
I
」
五
単
位
、
「
国
語
E
」
五
単
位
で
、
三
年
に
い
き

ま
し
て
「
現
代
文
」
と
い
う
の
を
三
単
位
、
そ
れ
か
ら
古
典
の
方
は
二
時
間
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ず
つ
切
り
ま
し
て
、
な
い
し
六
(
占
文
一
講
座
な
い
し
二
講
座
、
漢
文
を

一
排
出
)
と
い
う
形
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
他
に
「
凶
話
ぷ
現
可
こ
れ
は

今
、
ゃ
る
か
や
ら
な
い
か
よ
比
で
す
。
ど
う
も
扱
い
に
く
い
と
い
う
所
も
あ

り
ま
す
し
、
ま
た
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
や
っ
ぱ
り
共
通
一

次
と
か
受
験
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
:
:
:
。
最
近
の
大
学
の
入
試
で
は

現
代
同
請
は
大
低
の
所
で
出
す
ん
で
す
ね
。
た
だ
古
文
あ
る
い
は
古
典
一
乙

は
山
さ
な
い
私
立
の
大
学
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
現
代
文
だ
け
は
三
単
位
は

全
此
版
修
と
い
う
形
に
し
て
、
古
文
は
好
み
に
よ
っ
て
、
こ
な
い
し
六
の
範

聞
で
巡
択
、
と
い
う
風
な
形
を
考
え
て
い
ま
す
。
学
校
の
災
状
に
よ
っ
て
多

少
迫
い
ま
す
が
、
お
お
よ
そ
、
そ
ん
な
風
な
方
向
が
、
ま
、
持
通
の
一
日
川
校
の

一
般
的
な
パ
タ

ー
ン
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

伊
藤

五
時
間
の
中
で
漢
文
が
一
時
間
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

松
村

そ
う
で
す
。
な
ぜ
哨
加
単
位
に
し
た
か
と
い
う
と
、
政
準
の
円
単

位
で
は
現
代
文
、
古
典
と
分
け
る
と
漢
文
が

0
・
七
五
、

な
ん
て
形
に
な
り

ま
し
て
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
点
噌
加
単
位
に
す
る
と
、
現
代

文
樹
係
二
、
古
文
二
、
漢
文
一
と
い
う
の
で
割
合
に
釣
り
合
い
が
と
れ
る

し
、
や
り
や
す
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
、
実
施
面
で
の
配
肢
が
大
分
働
い

て
い
ま
す
。

鎌
田

東
京
の
向
等
学
校
で
は
大
体
そ
う
い
う
線
の
よ
う
で
す
ね
。
所
が

地
方
な
ど
に
参
り
ま
す
と
ね
、
必
ず
し
も
そ
う
は

い
か
な
い
と
い
う
傾
向
の

よ
う
で
す
ね
。

松
村

そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
多
分
際
準
単
位
の
内
単
位
で
一
人
の

ガ
が
通
し
て
全
部
持
つ
と
い
う
。

鎌
田

今
村

っ
た
三
年
の
、
あ
な
た
の
学
校
で
ね
。
古
典
は
六
単
位
ま
で

ば「るた今るい )i る 21 そ 取
松、 現っと皮んけにん L ....... - 鎌 う 鎌松る
村 こ 代 て な はじれ偏で 亙・~可・圃・・・v 固 い 田村 ん

り文いる「やどらす デ~/ 潤圃・・E う で
はや」うと現な 、なよ 冨F←.，..，.......ふ τ吾 地 今 j'.;j 今 と す
い少を の 、代 い 実 い ね lIl! “量 ブ7度 等まいか
。な三は こ 文か際 L_ 0 ...... 圃島年岬 .iIi.Ji. 'の の 学 で つ 。
でい単 、の」なにつ実 幽 _;-w t 司圃畳屋 市 改 校そ風
すね位木選もあは て 際 置圃・・，.. ...二可喧..校 訂 はう;こ
か 。取当択「 0 今こは E・・Il.J重論陣 冒圃置 で の 、 だ
ら つにを|斗従度とや E・・圃L.a!週量u・圃. (土 問 少 つ今

て狭 、 話来のでつ .・盟国圃圃~~圃・a・・. そ 題 なたま
私 、め T片去は改すて 聞置・圃圃圃圃圃踊・圃・圃・・置 の 点 い ので
の さら典現巡訂ねも Fー圃圃園田園司恒明'闘咽園周 古 で 。そ
所 られを」択で o い ι づr ，_典 しこう
で にて選とはやあい 鎌 田氏 な よれで
す決米択い古つな訳 どうはし
と 文るすう文ばただとり と方り取けを ね|泌た
漢 もとるの と り の け を や あ いにもるれね え分か
文 古 い 、も漢漢学どはられう偏「かど 、 。取ら
を 文う況 、文文校もつなはこら-ffども選 つ U

取 も 感 し そだはのねきい漢となしう 、以 て
る 取 じ て れけ非よ。りで文でいくか二で
生 るが漢にだ常う「前古と ; ょ 、 。 、四 方
徒 、し文関つにに甚挺文ぃ ; う院そこと だ
は とまをわた窮すだとをう。にだう 、あ な
主 いす巡っの j凶れししゃの すしいのり 。
に うね択てがにばくてるは るくう形ま も
女 の 。 す 来 、ないーいこ余 己ーょをす う
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子
、
が
多
い
ん
で
す
臼

鎌
田
ほ
う
、
女
子
が
多
い
。
な
る
ほ
ど
。
そ
う
い
う
こ
と
、
あ
る
か
も

引
川
↓

z
u
k
ら。

4
ノ
J

A

/

V

'

L

松
村
男
子
で
す
と
想
科
系
を
選
ん
で
物
理
化
学
数
学
と
い
う
の
を
取
っ

て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
女
子
の
場
合
に
は
今
の
所
は
ま
だ
理
科
系
に

進
む
者
は
少
な
い
で
す
か
ら
。
結
局
は
女
子
対
策
み
た
い
な
所
も
多
少
は
あ

る
ん
で
す
ね
え
。
あ
の
、
古
典
乙
と
い
い
:
;
:
。

鎌
罷
ま
あ
、
貴
方
の
話
を
伺
っ
て
mm
る
限
り
に
お
い
て
は
、
今
度
の
改

訂
で
も
で
す
ね
、
現
場
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
が
な
い
と
い
う
…
つ
の

安
心
感
を
得
た
わ
け
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
実
際
は
こ
の
改
訂
を
そ
の
ま
ま
に

実
施
す
る
と
い
う
学
校
も
相
当
あ
る
よ
う
に
、
地
方
は
ね
、
開
い
て
お
る
ん

で
す
。
そ
こ
が
こ
れ
か
ら
の
問
題
な
ん
だ
と
僕
は
思
う
ん
で
す
。
必
修
は
関

税
問
ー
だ
け
で
し
ょ
う
。
大
体
、
日
本
の
高
等
学
校
の
教
育
で
、
開
訴
の
必
修

を
一
閥
単
位
に
し
た
っ
て
こ
と
は
初
め
て
だ
ね
。
こ
ん
な
こ
と
未
だ
曾
て
な
い

ん
で
す
。
も
う
と
ん
で
も
な
い
話
で
す
ね
。
従
来
の
半
分
も
な
い
ん
だ
ね
。

だ
か
ら

F

、
そ
れ
を
、
稲
に
取
っ
て
や
る
限
り
に
お
い
て
、
地
方
あ
た
り
で
は

こ
と
に
職
業
課
程
は
そ
う
な
る
だ
ろ
う
な
。
関
訟
は
全
体
と
し
て
非
常
に
少

な
く
な
っ
て
来
る
っ
て
感
じ
が
し
ま
す
ね
。

松
村
は
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。

鎌
田
し
か
も
、
そ
の
間
単
位
の
中
の
古
典
は
合
わ
せ
て
一
・
五
、
漢
文

0
・
七
五
、
古
文

0
・
七
五
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
事
で
や
っ
て
行
け
る
か
ど

う
か
っ
て
い
う
問
題
で
、
し
か
も
そ
れ
は
所
諮
、
背
の
悶
諮
問
?
、
つ
ま
り
総

合
尚
一
誌
な
ん
で
す
ね
。

八
ム
・
守
ふ
と
ヌ
主
rv
む品
q
J
O

+
守
+
守
二
;
J
J
J
ι

ノ

ヤ

鎌
田
こ
の
総
合
同
訴
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
問
題
な
ん
で
、
こ
れ
は
大

本
さ
ん
も
御
存
知
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
も
、
あ
れ
は
終
戦
後
か
ら
昭
和
三
十

二
、
一
一
一
年
頃
ま
で
は
、
同
説
山
中
で
す
ね
。
こ
れ
、
総
合
間
一
誌
で
す
。
で
、
大

木
さ
ん
も
僕
も
、
そ
の
領
、
そ
れ
の
改
訂
に
関
係
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
結

局
あ
れ
で
は
、
古
文
、
特
に
漢
文
を
や
ら
な
い
、
と
い
う
傾
向
が
圧
倒
的
に

強
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
を
現
代
悶
訴
と
古
典
に
改
め
た
。
そ
し
て
今
度
ま
た
そ
れ
を
先
に
も

ど
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
と
、
も
う
…
つ
の
問
題
は
、
そ
の
、
間
一
泊
中
と
総

合
同
訴
を
、
な
る
べ
く
一
人
で
や
る
こ
と
が
京
ま
し
い
と
い
う
の
が
文
部
省

の
考
外
4

ん
で
す
ね
。
こ
ん
な
こ
と
は
到
氏
出
来
な
い
で
す
。
僕
は
理
想
だ
と
問
お

う
。
そ
り
ゃ
高
等
学
校
の
悶
訴
の
先
生
は
悶
語
表
現
も
、
現
代
文
も
、
古
文

も
漢
文
も
出
来
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
背
の
高
等
学
校
は
出
来
た
ん
だ
。
所

、
が
今
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
。
今
は
も
う
う
非
常
に
偏
っ
て
い
る
。
だ
か

ら
、
現
代
国
請
を
や
る
先
生
方
は
、
古
典
特
に
漢
文
と
い
う
も
の
を
ほ
と
ん

ど
顧
み
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
っ
て
、
…
人
で
果
し
て
、
そ
れ
を
や
れ
る
か

ど
う
か
。
そ
れ
を
、
ゃ
れ
な
ん
て
い
う
、
し
か
し
実
際
は
地
方
に
よ
る
と
い

う
と
、
実
は
漢
文
な
ど
専
門
の
先
生
が
い
な
い
ん
だ
な
。

松
村
い
な
い
で
す
ね
。

錬
田
そ
こ
に
問
題
が
警
め
る
ん
だ
な
。
だ
か
ら
非
常
に
そ
の
内
容
の
面
で

ね
、
こ
の
総
合
間
一
請
に
し
た
た
め
に
、
そ
れ
を
中
心
に
や
る
学
校
に
は
、
も

う
大
変
な
問
題
、
が
起
っ
て
来
る
。
こ
と
に
古
典
と
い
う
も
の
に
大
き
な
恋
み

が
起
っ
て
来
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
が
ね
え
。
ま
あ
、
古
文
よ
り
漢
文
一
は
も

っ
と
ひ
ど
い
わ
け
だ
な
。
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
。

伊
藤
昨
年
の
控
談
会
を
お
読
み
頂
い
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
問
題
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と
し
て
出
さ
れ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
そ
う
い
う
漢
文
出
身
で
な
い
教
員
が
、

当
然
な
が
ら
圧
倒
的
に
多
い
わ
け
で
、
そ
の
人
た
ち
が
総
合
同
語
を
一
人
で

教
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
実
際
の
教
援
で
は
漢
文
教
材
の
部
分
は
飛

ば
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
さ
え
も
起
り
得
る
と
い
う
の
で
す
ね
。

そ
れ
で
要
す
る
に
、
漢
文
専
攻
で
は
な
い
教
員
で
も
や
れ
る
よ
う
に
す
る
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
「
指
導
点
ど
を
含
め
て
、
も
っ
と
工
夫
が
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
一
つ
出
て
賠
り
ま
し
た
で
す
ね
え
。
二
番
目

に
、
た
と
え
ば
前
々
は
す
の
雑
誌
に
載
っ
た
山
梨
の
上
田
さ
ん
の
実
践
報
告
の

よ
う
な
扱
い
方
は
、
こ
れ
は
…
止
に
漢
文
出
身
の
教
員
じ
ゃ
な
い
と
出
来
な
い

よ
う
な
、
見
事
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
一
方
で
は
と
て
も
あ
ん
な
こ
と
が
出

来
る
状
況
で
は
な
い
と
い
う
感
じ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
三
十
代
の
若
い
後

輩
か
ら
は
出
て
い
ま
し
た
で
す
ね
。
そ
れ
で
寧
ろ
自
分
は
間
一
訟
の
中
で
の
、

漢
文
の
発
見
と
で
も
一
斉
う
か
、
間
一
品
川
科
の
中
で
の
漢
文
の
扱
い
方
を
い
ろ
い

ろ
追
求
し
て
い
る
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
今
後
ど
う
い
う
風
に
や
っ

て
い
っ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
出
て
米
て
い
ま
し
た
。

第
三
に
、
そ
の
こ
と
に
も
絡
む
ん
で
す
が
、
以
前
か
ら
の
問
題
で
す
が
、
教

材
の
所
刑
制
「
精
選
」
と
一
一
…
一
口
わ
れ
る
問
題
、
が
や
は
り
出
て
来
て
い
ま
し
た
。
第

四
に
、
私
は
こ
れ
が
…
需
大
事
な
問
題
だ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
漢

文
出
身
の
者
を
含
め
て
教
仰
の
側
の
教
材
を
扱
う
時
の
心
構
え
と
一
一
一
向
う
か
、

姿
勢
あ
る
い
は
観
点
と
い
う
か
、
ど
う
い
う
扱
い
方
、
方
法
を
取
る
に
し
て

も
、
木
質
的
な
怠
味
で
、
生
徒
に
退
屈
さ
せ
る
、
生
徒
に
馬
鹿
に
さ
れ
る
よ

う
な
授
業
じ
ゃ
駄
日
た
ん
で
、
法
文
の
場
合
、
と
く
に
そ
の
点
で
大
き
い
課

題
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
問
題
u

私
は
そ
ん
な
山
つ
、
五
つ
の
問
題
が
山
て

い
た
よ
う
に
思
っ
た
の
で
す
が
:
:
:
。

行
国
語
の
中
の
漢
文
μ

と
い
う
の
は
難
か
し
い

鎌
田
い
や
、
今
の
ね
。
例
え
ば
、
現
代
田
一
誌
を
専
門
の
先
生
の
扱
い
易

い
よ
う
な
漢
文
、
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
国
語
の
中
の
漢
文
な
ん
で
い
う
の
は

ね
。
こ
り
ゃ
僕
話
に
な
ら
ん
と
思
う
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
も
う

既
に
経
験
し
た
ん
で
す
。
あ
れ
は
昭
和
三
十
回
、
五
年
頃
の
改
訂
で
、
つ
ま

り
古
典
甲
と
い
う
も
の
を
や
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
、
古
典
甲
と
い
う
発
恕
は

正
に
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
で
や
っ
た
ん
で
す
。
な
る
べ
く
国
語
と

漢
文
を
融
合
し
た
も
の
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
僕
は
そ
の

時
委
員
で
、
こ
り
や
も
う
必
ず
駄
目
だ
、
こ
ん
な
の
必
ず
山
別
れ
る
と
一
一
一
一
口
っ
た

ん
だ
け
ど
、
実
際
に
そ
う
な
っ
た
。
そ
れ
は
難
し
い
ん
で
す
よ
。

伊
藤
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

鎌
田
非
常
に
難
し
い
。
そ
ん
な
風
に
扱
え
る
文
章
と
い
う
の
は
少
な
い

ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
そ
れ
を
ね
、
無
理
し
て
捜
し
た
っ
て
、
部
分
的
に
は
一

す
や
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
ね
。
そ
ん
な
に
簡
単
な
も
ん
じ
ゃ
な

い
。
従
っ
て
、
私
は
や
っ
ぱ
り
、
国
語
の
先
生
に
も
ね
、
漢
文
を
や
っ
て
ほ

し
い
、
い
う
感
じ
な
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
、
私
も
教
科
書
に
関
係
し
て
い

て
、
今
度
出
来
た
間
部
川
I
、
E
M
m
の
教
科
書
を
相
当
見
ま
す
け
れ
ど
も
、
実

際
に
松
村
活
難
し
い
ね
。

松
村
そ
う
で
す
。

鎌
田
あ
れ
は
二
づ
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
あ
れ
で
は
、
ま
す
ま
す

「
漢
文
離
れ
」
が
起
っ
て
く
る
。
今
話
に
出
た
よ
う
な
、
現
代
文
専
門
の
先

生
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
だ
ね
。
以
前
ど
っ
た
ら
高
等
学
校
の
二
年
一
九
年
で

や
っ
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
教
材
、
例
え
ば
「
漢
楚
の
興
亡
」
な
ん
で
も
の

を
敢
初
に
持
っ
て
来
る
。
こ
ん
な
扱
い
は
、
や
っ
ぱ
り
無
茶
で
す
。
こ
れ
で
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は
自
ら
漢
文
を
駄
け
に
し
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
傾
向
が
強
い
ね
。
全
部
が

そ
う
と
は
一一一パ
え
な
い
け
ど
も
。

伊
藤

〈f
の
鎌
川
先
生
が
山
し
て
く
だ
さ
っ
た
問
題
あ
た
り
で
、
月
、
川
先

生
、
何
か
:
:
:
。

『
唐
詩
選
』『
十
八
史
略
』『
古
文
真
宝
』

月
洞

あ
の
ね
え
、
私
は
、
今
の
先
生
方
ね
、
学
問
の
方
は
熱
心
だ
け
れ

ノ
一
園
田
瞳
圃
・
・

ど
も
、
教
育
の
万
を
忘
れ
て
る

γ
¥
h
k
w
ぬれ
h輔
圏

掴

情

感
じ
が
あ
る
ん
で
す
ね
o

と
い

j
 

一
一λ-一
丸

三

警

鵬

溜

本

、

氏

う
の
は
ね
。
患
の
学
生
の
頃

一
零

J
LJ

4
鴇
A
h
j
d

l

は
小
学
の
刊
に
『
十
八
五
』
、

一待機

A

冶

¥

一

γ
n
t沼
山
等
師
範
に
入
っ
て
か
ら

『
古

タ，
u

A
円
議
品
開
ぷ
ャ

=eE泌
れ
刷

、

戸

、

，

ー

当

ー
も
、
-J

i

vも

築
様
鴻
持
レ陰

F5「
湖

月

文
其
・
官
』
、
『
庶
技
法
』
、
『三
体

ド
ト
認
緬
割
れ
悩
且
.

.

.

 験
機

、，
M
;
j

線
総
畿
圏
・
・
・
・
購
入
¥
指
向

}

詩
』
を
や
っ
た
わ
け
で
、
要
す

議
機
織
線
機
遡
掴
置
理
組
幽
閉
旬
、
γ

問
、
一
子

~ど

護

襲

撃

幽
ア
一
仇
授
、
札
る
に
富
山
房
の
漢
文
大
系
の
第

何
巻
か
ね
、
皆
一
緒
に
な
っ
た
、
あ
あ
い
う
も
の
を
や
っ
た
、
史
書
は
別
と

し
て
ね
。
所
が
ね
、
こ
の
頃
の
人
述
は
、
『
史
記
』
だ
と
か
ね
、
そ
れ
か
ら

唐
詩
と
い
っ
て
も
『
庶
詩
選
』
な
ん
て
く
だ
ら
ん
と
い
う
風
な
発
想
で
学
習

さ
れ
て
る
し
、
教
え
る
方
も
そ
う
い
う
も
の
を
や
る
ん
だ
ね
。
大
学
で
も
例

え
ば
、
『
史
記
』
と
か
を
ね
。
私
な
ど
『
史
記
』
は
全
部
読
ん
で
い
ま
せ
ん
。

『
十
八
史
略
』
は
全
部
読
み
ま
し
た
よ
ね
。
例
え
ば
、
『
唐
詩
選
』
な
ん
て

い
う
の
は
、
馬
鹿
に
し
て
る
け
ど
も
、
実
は
、
例
え
ば
、
「
白
頭
翁
に
代
り

て」
、
「
年
年
歳
歳
花
相
似
、
歳
歳
年
年
人
不
同
」
、
あ
れ
は
『
唐
詩
選
』
で
す

よ
ね
。
所
が
『
和
漢
朗
詠
集
』
じ
ゃ
、
あ
れ
は
劉
延
芝
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。

宋
之
問
に
な
っ
て
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
全
唐
詩
』
を
見
ま
す
と
ね
。
あ
れ
は
、

間
片
付
と
い
う
人
で
す
よ
。
原
型
は
ね
。
そ
う
す
る
と
、
我
々
は
『
唐
詩
選
』

に
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
出
川
詩
が
何
だ
の
か
ん
だ
の
一一一一ω
っ
て
い
る
け
れ

ど
本
当
は

『山
詩
選
』
に
拠
っ
て
い
る
わ
け
。
『
十
八
史
的
町
』
な
ん
て
も
の

も
、
安
岡
正
符
さ
ん
な
ど
は
非
常
に
大
事
な
本
だ
と
言
っ
て
推
薦
し
て
い

て
、
円
木
の
実
業
家
な
ん
ぞ
そ
れ
で
全
部
勉
強
し
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、

こ
れ
も
『
史
記
』
は
い
い
け
れ
ど
も
『
十
八
史
略
』
は
浅
は
か
だ
と
い
う
風

に
考
え
て
、
教
育
で
も
あ
ん
ま
り
や
ら
な
い
。
陶
淵
切
の
場
合
は
し
ょ
っ
ち

ゅ
う
議
論
に
も
出
て
米
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
円
本
人
は
ほ
と
ん
ど
『
肯
文

江
主
』
の
陶
淵
明
と
「
桃
花
淑
記
」
、
そ
う
い
う
も
の
以
外
は
恐
ら
く
親
し

ん
で
も
い
な
い
し
、
読
ま
れ
て
も
い
な
い
と
思
う
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
事
か

ら
言
う
と
ね
。
大
学
の
授
業
で
も
、
国
語
の
教
員
に
な
る
様
な
人
は
、
そ
ん

な
『
史
記
』
だ
と
か
な
ん
か
難
し
い
と
言
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
ば
か
り
や

ら
な
い
で
そ
の
『
古
文
真
宝
』
、
『
十
八
史
略
』
、
『
唐
詩
選
』
と
い
う
我
々
が

同
等
師
範
で
や
っ
た
よ
う
な
、
或
い
は
中
学
校
で
や
っ
た
よ
う
な
ラ
イ
ン
を

や
る
の
が
日
本
人
と
し
て
一
番
い
い
ん
じ
ぞ
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
わ
け

で
す
。
何
も
難
し
い
所
狙
っ
て
学
問
的
だ
と
か
、
何
と
か
い
う
こ
と
を
考
え

る
必
要
な
い
と
思
う
。

鎌
田

い
や
、
大
学
の
方
が
そ
う
い
う
よ
う
な
傾
向
な
ん
だ
な
あ
。
あ
あ

い
う
も
の
を
、
比
較
的
軽
視
し
て
ね
。
ま
あ
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
非
常

に
内
容
的
に
高
い
と
思
う
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
高
等
学
校
の
教
科
書
に

反
映
し
て
お
っ
て
、
そ
れ
が
出
て
い
る
。
従
っ
て
、
あ
あ
い
う
教
材
は
相
当

の
学
殖
が
な
け
れ
ば
、
本
当
は
教
え
る
こ
と
出
来
な
い
。
そ
れ
が
な
い
と
、

国
語
出
身
の
先
生
に
は
漢
文
が
持
て
な
い
っ
て
い
う
、
理
屈
に
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
ね
。
そ
う
で
な
く
、
や
っ
ぱ
り
昔
か
ら
『
論
語
』
に
し
て
も
、
『十
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八
巾
ん
略
』
に
し
て
も
、
一
一
刊
に
し
て
も
何
て
言
う
か
、
昔
か
ら
日
本
人
に
親
し

ま
れ
て
来
た
も
の
ね
。
そ
う
い
う
も
の
か
ら
入
っ
て
行
け
ば
い
い
ん
だ
け
れ

ど
も
、
所、が
、
今
度
の
教
科
占
な
ん
か
見
る
と
確
か
に
一
年
の
入
門
編
的
段

階
で
す
ぐ
「
決
楚
の
興
亡
」
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。
と
ん
で

も
な
い
話
で
す
。

月
洞

「
決
楚
の
興
亡
」
が
良
く
て
『
十
八
史
略
』
は
悪
い
っ
て
こ
と
な

い
と
思
う
ん
だ
。
非
常
に
先
生
方
が
学
問
的
に
な
っ
て
る
面
が
あ
る
。

こ
の
前
の
住
談
会
記
事
を
見
て
て
僕
は
感
じ
た
ん
だ
け
れ
ど
。

例
え
ば
ね

え
、
「
踊
加
と
し
て
班
馬
鳴
く
」
と
い
う
の
を
あ
れ
は
「
い
な
な
く
」
と
読

ま
せ
る
と
い
う
こ
と
を
一
一
一
一
日
っ
て
ま
す
ね
。
だ
か
ら
僕
「
い
な
な
く
」
て
い
う

の
を
同
誌
の
辞
書
で
引
い

て
み
た
ら
、
「
元
気
に
な
く
こ
と
o
」
と
あ
る
ん
だ

よ
な
。
「
荊
荊
と
し
て
班
馬
鳴
く
」
と
い
う
の
は
、
韻
の
都
合
も
あ
る
か
も

知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
、
『
詩
経
』
に
載
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
僕
専

門
だ
か
ら
知
っ
て
る
ん
だ
け
ど
「
加
淵
と
し
て
馬
鳴
く
。
」
と
、
「
鳴
く
」
と

い
う
の
は
、

「
説
部
な
ら
ざ
る
な
り
。
」
、
的
か
に
鳴
い
て
る
ん
だ
と
い
う
こ

と
が
、
ち
ゃ
ん
と
♂
い
で
あ
る
わ
け
で
す
。
で
「
絹
川
と
し
て
班
馬
鳴
く
」

の
「
的
く
」
と
い
う
の
は
、
ひ
ひ

ー
ん
と
向
く

「
い
な
な
い
た
」
ん
じ
ゃ
な

い
と
い
う
風
に
、
(
笑
)
と
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
。

鎌
田

私
も
質
成
だ
な
。
あ
れ
を
誰
か
の
教
科
書
で
は
「
い
な
な
く
」
と

読
ん
で
い
た
ん
で
す
け
ど
、
僕
は
今
教
え
る
時
は
「
鳴
く
」
で
す
よ
。

月
洞

そ
う
し
て
見
た
ら
ね
え
、
『
巾
同
詩
人
選
集
』
も
「
い
な
な
く
」

っ
て
ぷ
ん
で
る
ん
だ
ね
え
。

鎌
田

そ
う
か
ね
。
そ
れ
は
、
伐
は
行
き
過
ぎ
だ
と
思
う
ね
。
(
笑
〉

月
洞

そ
う
い
う
の
が
、

一
般
の
傾
向
に
な
っ
て
来
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
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ず
戸
を
立
て
て
読
ま
せ
ま
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
れ
と
同
時
に
今
度
は
逆
の
揺

か
ら
一
一
一
一
口
っ
て
悶
誌
の
中
の
非
常
に
良
い
言
葉
、
美
し
い
音
楽
と
い
う
も
の
を

自
覚
的
に
と
ら
え
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
漢
文
で
漢
語
が
出
て
来
た
時
に

は
、
す
ぐ
漢
語
で
泣
き
か
え
な
い
で
大
和
の
言
葉
で
は
一
体
的
確
に
ど
う
言

っ
て
い
た
か
っ
て
い
う
こ
と
を
ね
、
逆
に
把
握
さ
せ
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て

寧
ろ
悶
訟
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
、
問
時
に
漢
文
、
漢
語
も
は
っ
き
り
す
る
と

い
う
風
な
相
立
の
述
掠
と
い
う
も
の
が
も
っ
と
な
さ
れ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

だ
か
ら
、
漢
文
は
漢
文
の
専
門
家
だ
け
で
、
間
話
は
悶
訟
の
専
門
家
だ
け
で

と
い
う
よ
う
な
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
ね
。
漢
文
漢
語
の
カ
な
く
し
て
間
訴
の
力

も
出
て
米
な
い
、
間
一
誌
の
力
を
発
弾
し
よ
う
と
忠
え
ば
、
ど
う
し
て
も
漢
語

漢
文
の
力
が
必
要
だ
っ
て
言
う
こ
と
を
ね
え
、
実
感
さ
せ
た
い
、
と
い
う
こ

と
だ
な
あ
。

だ
か
ら
、
段
三
一
一
山
が
細
か
く
な
っ
て
行
く
け
れ
ど
、
私
は
日
本
一
泊
の
特
質

も
、
日
本
文
化
の
特
質
も
そ
う
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
漢
語
、
中
関
諮
で
は

表
わ
せ
な
い
も
の
を
、
大
和
の
言
葉
で
は
も
っ
と
微
妙
な
所
ま
で
も
出
し
て

る
も
の
が
沢
山
あ
る
と
思
う
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
そ
れ
を
ね
、
例
え
ば
「
暁
」

Hギ
ョ
ウ
μ

と
い
う
漢
字
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
と
「
附
m
K
H
シ
ョ
μ

と
い

う
漢
字
が
あ
り
ま
す
わ
ね
。
古
来
日
本
で
は
H

シ
ョ
H

に
対
し
て
「
あ
け
ぼ

の
」
と
読
み
、

H
ギ
ョ
ウ
H

に
対
し
て
は
「
あ
か
つ
き
」
と
一
一
一
口
う
。
所
、
が
中

間
で
は
一
体
そ
れ
を
区
別
し
て
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ

る
し
ね
。
私
は
日
本
人
は
ず
う
っ
と
、
も
っ
と
こ
の
微
細
な
時
間
の
推
移
に

関
す
る
言
葉
を
作
っ
て
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
忠
う
ん
で
す
け
ど
も
ね
え
。

だ
か
ら
、
そ
う
い
う
時
に
は
逆
に
、
例
え
ば
「
腕
」
と
い
う
字
を
取
り
扱
う

な
ら
、
「
暁
・
:
」
と
腕
を
使
っ
々
有
り
ま
す
け
ど
も
ね
。
そ
れ

を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
日
本
人
の
季
節
の
推
移
、
時
間
の
推
移
に
対
す
る
微

細
な
感
覚
的
な
も
の
に
「
こ
ん
な
言
葉
も
あ
る
よ
」
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と

で
、
注
意
さ
せ
る
こ
と
も
や
り
、
逆
に
今
度
は
そ
れ
が
漢
一
訟
で
は
ど
う
言
っ

て
る
か
っ
て
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
語
と
大
和
言
葉
を
結
び
付
け
る
っ
て

い
う
ふ
う
な
、
そ
う
い
う
相
克
の
連
携
と
い
う
こ
と
も
、
も
っ
と
や
り
た
い

と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。

声
を
出
し
て
読
む
事
の
大
事
さ

そ
れ
で
、
ま
あ
、
基
本
的
に
一
一
一
一
向
っ
て
ね
え
。
こ
り
ゃ
指
導
の
問
題
に
な
る

け
れ
ど
も
ね
え
。
音
戸
を
通
し
て
把
握
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
も
う

小
学
校
か
ら
そ
う
だ
と
思
う
け
れ
ど
、
絶
対
に
必
要
だ
と
思
う
ん
で
す
が

ね
。
そ
れ
が
黙
読
だ
と
か
何
と
か
だ
と
言
っ
て
て
ね
。
耳
に
入
れ
て
、
耳
で

把
燦
さ
せ
る
っ
て
こ
と
が
、
ど
う
も
足
り
な
い
。
だ
か
ら
、
私
は
漢
文
の
訓

読
を
や
る
場
合
、
大
学
生
で
あ
っ
て
も
必
ず
戸
高
ら
か
に
、
高
ら
か
に
じ
ゃ

な
く
て
も
い
い
か
ら
、
必
ず
、
戸
立
て
て
読
ま
せ
る
っ
て
こ
と
を
し
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
今
度
逆
に
書
き
下
し
文
を
設
か
せ
た
時
に
は
っ
き
り
出
る
ん
で

す
よ
、
さ
っ
き
の
「
ベ
し
」
が
連
体
形
に
つ
く
な
ん
て
の
も
1
1
1
0
そ
れ
は

耳
か
ら
覚
え
さ
せ
て
な
い
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
。

伊
藤
大
木
先
生
そ
の
辺
を
高
校
と
大
学
と
両
方
御
覧
に
な
っ
て
い
て
い

か
が
で
す
か
。「

鑑
賞
」
と
い
う
こ
と

大
木
い
ま
伺
っ
て
で
す
ね
え
、
特
に
最
後
の
加
賀
さ
ん
の
、
一
言
葉
の
結

び
付
き
と
一
…
お
う
か
、
和
…
河
川
と
潔
訟
と
、
そ
う
い
う
も
の
を
絶
え
ず
関
連
付
け

た
が
ら
指
導
し
て
い
く
、
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
事
柄
で
す
ね
。
で
、
結
局

そ
の
一
点
か
ら
考
え
た
場
合
に
、
現
在
の
漢
文
教
育
に
お
い
て
一
つ
の
、
改
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革
、
改
善
の
糸
口
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
僕
は
広
い
立
味
で
の
鑑
賞
と
い
う

立
場
だ
と
思
う
ん
で
す
。

伊
藤

解
釈
と
錐
立
と
い
う
時
の
錐
立
で
す
ね
。

大
木

そ
う
で
す
。
鑑
賞
の
方
向
を
け
ざ
す
と
い
う
提
言
に
は
、
こ
れ
ま
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し
た
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文
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ほ
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園
圃
圃
圃
圃
園
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園
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・
・
同

色
の
専
門
的
学
力
は
そ
れ
な
り
に

劣
り
は
す
る
も
の
の
、
鑑
賞
に
主
限
を
お
い
た
指
導
で
あ
る
な
ら
ば
、
非
常

に
や
り
や
す
い
し
、
成
果
も
あ
げ
や
す
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
現
に
そ

れ
を
哀
占
す
る
一
つ
の
ケ
l
ス
で
す
が
、
例
の
「
長
恨
歌
」
の
指
導
を
で
す

ね
、
寧
ろ
同
文
専
攻
の
教
師
の
指
導
の
方
が
、
実
際
の
生
徒
の
受
け
る
影
山
内

が
強
い
と
い
う
こ
と
を
聞
く
ん
で
す
ね
。
漢
文
専
攻
の
人
は
、
川
と

4

一一斤うか

余
り
に
も
従
米
か
ら
の
枠
組
み
の
小
に
'
井
を
縛
り
、
漢
文
と
い
う
専
門
的
立

場
だ
け
に
す
が
っ
て
指
導
し
て
行
く
、
そ
う
す
る
と
、
か
え
っ
て
生
徒
か
ら

離
れ
て
し
ま
う
。
作
品
の本質と一一一一
円う
も
の
を
指
導
し
得
な
い
し
、
い
き
お

い
作
品
の
ほ
ん
と
う
の
面
白
さ
に
触
れ
さ
せ
得
な
い
:
;
:
。
端
的
に
言
っ
て

そ
う
い
う
点
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
さ
ら
に
一一
一
円
う
な
ら
ば
、
結

局
漢
文
指
一
件
だ
け
を
、
ど
う
こ
う
考
え
る
ん
じ
ゃ
な
く
し
て
、
せ
め
て
同
語

教
育
、
円
水
の
同
語
教
育
に
於
け
る
古
典
の
指
導
を
い
か
に
す
る
か
つ
て
一
一
一バ

う
視
点
な
り
立
場
な
り
か
ら
考
え
な
お
し
て
ほ
し
い
。
古
文
と
漢
文
と
の
聞

の
問
題
も
勿
論
あ
り
ま
す
け
ど
、
と
に
か
く
古
典
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、

円
本
の
古
典
教
育
を
ど
う
す
る
か
、
そ
し
て
、
現
場
の
生
徒
達
が
本
当
に
、

こ
の
古
典
と
い
う
も
の
を
、
な
る
ほ
ど
古
典
と
は
こ
れ
な
ん
だ
な
あ
、
と
感

じ
、
そ
し
て
ま
た
先
生
も
、
漢
文
専
攻
の
人
だ
け
で
な
く
全
て
共
々
に
、
古

典
の
味
わ
い
っ
て
も
の
を
汲
み
取
っ
て
、
古
典
と
い
う
も
の
は
、
必
要
な
も

の
で
あ
り
、
学
習
し
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と

を
身
に
感
じ
て
会
得
し
体
得
さ
せ
る
こ
と
が
、
今
一
番
必
要
じ
ゃ
な
い
か
し

ら
と
思
う
ん
で
す
。
そ
し
て
こ
の
事
ば
、
同
文
古
典
の
指
導
で
も
ま
っ
た
く

同
じ
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。

伊
藤

そ
う
な
ん
で
す
。
ま
さ
に
そ
う
な
ん
で
す
。

大
木

笑
い
話
の
よ
う
な
事
実
談
で
す
が
、
高
校
の
古
文
の
指
導
で
、

一

時
間
か
か
っ
て
、
た
っ
た
四
行
し
か
や
ら
な
か
っ
た
と
言
う
。
何
を
や
る
か

と
言
う
と
、
い
わ
ゆ
る
読
解
専
門
で
す
。
そ
の
た
め
文
法
指
導
一
点
張
り
で

す
。
そ
の
教
材
の
本
質
に
は
向
ら
触
れ
る
こ
と
な
し
に
通
っ
て
し
ま
う
。
こ

え
つ
じ
ゃ
〈
け
い
こ

れ
で
は
残
念
な
が
ら
汁
の
「
日
若
稽
古
三
万
一
吉
」
と
榔
検
さ
れ
た
訓
話
主

義
へ
の
そ
し
り
は
、
あ
な
が
ち
小
川
問
上
代
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
こ
の
点
同
語
教
育
の
万
で
は
非
常
に
考
え
ら
れ
て
い

る
ん
で
す
が
、
漢
文
の
方
で
は
実
践
の
上
で
果
た
し
て
同
訴
並
み
に
行
っ
て

る
か
ど
う
か
が
問
題
で
す
ね
。

伊
藤

ご
指
摘
の
点
は
、
ま
さ
に
先
程
私
が
去
年
の
座
談
会
で
出
た
問
題

の
中
で
、

一
番
大
事
な
問
題
だ
と
感
じ
た
と
巾
し
た
点
な
の
で
す
が
、
そ
の

場
合
去
年
の
ぷ
の
中
で
は
極
め
て
具
体
的
な
問
題
と
し
て
指
導
苫
と
い
う
問

題
が
一
つ
山
て
居
り
ま
し
た
で
す
ね
え
。
漢
文
の
指
導
古
は
よ
く
な
い
。
先
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裂
か
ら
の
漢
文
専
攻
、
漢
文
出
身
で
な
い
教
員
が
、
先
生
の
仰
一
斉
る
よ
う
な

扱
い
に
せ
よ
、
扱
っ
て
い
け
る
よ
う
な
良
い
指
導
書
が
ほ
し
い
と
い
う
よ
う

な・・・・・・
0

国
語
教
育
は
古
文
に
徹
底
せ
よ

加
賀
私
は
高
校
の
悶
語
教
育
に
つ
い
て
は
、
素
人
と
一
一
一
一
向
う
か
、
何
も
解

ら
な
い
け
れ
ど
も
、
現
代
の
悶
語
教
育
と
い
う
の
は
、
前
か
ら
そ
う
思
っ
て

る
け
ど
ね
え
、
も
っ
と
も
っ
と
古
文
に
撤
氏
し
て
行
く
べ
き
だ
っ
て
く
ら
い

に
思
う
ん
で
す
よ
、
突
は
。
つ
ま
り
現
代
閣
議
な
ん
で
い
う
も
の
を
立
て
る

や
り
方
を
し
た
こ
と
臼
体
が
非
常
に
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
く
ら
い
に
ま
で

思
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
ね
、
古
典
と
一
お
う
か
、
古
文
を
き
ち
っ
と
や
っ

て
初
め
て
、
日
本
の
古
典
文
化
が
判
る
ば
か
り
で
な
く
て
、
や
は
り
現
代
の

一
青
葉
も
本
当
に
判
る
の
だ
か
ら
、
古
典
教
育
な
り
、
古
文
の
教
育
な
り
と
い

う
も
の
を
う
ん
と
沼
わ
し
た
方
が
い
い
と
思
う
ん
だ
。
そ
の
場
合
に
、
今
大

木
先
生
が
仰
一
一
一
口
っ
た
よ
う
に
ね
、
た
っ
た
一
一
…
行
か
回
行
の
所
を
、
根
据
り
葉

掘
り
文
法
の
関
係
が
ど
う
こ
う
な
ん
て
こ
と
を
や
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
一
書

効
果
が
あ
る
の
は
、
や
は
り
音
か
ら
米
る
、
音
全
体
、
青
読
を
し
て
そ
の
調

子
か
ら
来
る
も
の
を
一
つ
、
ま
ず
一
番
本
一
鼠
に
泣
い
て
把
援
さ
せ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
私
は
ね
、
そ
う
す
れ
ば
必
ず
、
漢
文
と
嫌
で
も
応
で
も
交
流
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
来
る
と
思
う
ん
で
す
。

鎌
田
い
や
、
加
賀
さ
ん
の
話
開
い
て
る
と
ね
、
や
や
撲
の
主
張
と
共
通

す
る
ん
だ
け
ど
ね
。
と
一
…
-
一
向
う
の
は
、
僕
は
ず
っ
と
前
か
ら
国
語
教
育
は
「
読

み
に
入
っ
て
読
み
に
終
わ
る
」
っ
て
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。
「
読
み
に
入

る
」
と
い
う
こ
と
は
ね
え
。
内
容
の
理
解
と
か
、
読
み
は
、
最
初
か
ら
完
全

な
も
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
か
ら
入
っ
て
苦
労
し
て
、
段
々
に
い
っ

て
本
当
に
理
八
解
が
出
来
て
一
止
織
な
読
み
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
砂
川
み
に
終

わ
る
」
。
い
う
な
ら
ば
最
後
に
は
朗
読
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
と
こ
ろ

が
こ
の
朗
読
っ
て
古
う
の
は
、
指
導
要
鋭
で
は
、
こ
の
前
の
改
訂
か
ら
初
め

て
小
・
中
・
高
一
貫
し
て
朗
読
を
す
べ
き
だ
と
い
う
一
項
が
加
わ
っ
た
。
こ

れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
加
賀
さ
ん
の
抑
一
一
一
日
る
と
お
り

だ。

学
生
よ
り
も
教
師
の
学
力
が
問
題

そ
れ
か
ら
つ
い
で
に
貴
万
の
話
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
だ
け
れ
ど

も
、
漢
文
の
先
生
は
訓
読
、
高
等
学
校
は
訓
読
だ
か
ら
、
普
通
は
訓
読
で
や

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
や
っ
ぱ
り
古
典
文
法
は
正
確
に
抱

擁
し
て
な
き
ゃ
駄
目
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
ま
っ
た
く
今
の
高
等
学
校

は
体
系
的
な
文
法
を
教
え
て
な
い
ん
だ
な
あ
。
だ
か
ら
文
法
の
知
識
が
な

い
。
大
学
生
、
教
育
大
に
於
て
も
、
本
当
に
文
法
的
な
知
識
が
な
い
で
す

よ
。
従
っ
て
読
み
方
が
口
語
と
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
で
す
ね
。
仮
名
使
い
は
も
ち
ろ

ん
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
出
鱈
目
で
す
よ
。
や
っ
ぱ
り
そ
の
辺
は
き
ち
ん
と
や

ら
な
い
と
ね
。
し
か
し
先
生
自
体
も
そ
う
な
ん
だ
よ
こ
の
頃
は
。
漢
文
の
先

生
も
、
実
に
ね
、
高
等
学
校
の
先
生
方
も
大
変
な
も
の
で
す
。
全
て
と
は
言

わ
ん
け
れ
ど
も
、
文
法
に
つ
い
て
、
全
く
驚
く
ほ
ど
知
識
な
い
ん
だ
な
。
従

っ
て
そ
の
漢
文
の
読
み
方
も
出
鱈
目
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
語

法
と
一
一
一
一
同
う
か
ね
、
漢
詩
の
構
造
と
い
っ
た
こ
と
、
漢
文
的
な
文
法
の
知
識
に

基
づ
く
読
み
方
で
す
ね
、
そ
れ
が
正
確
で
な
い
か
ら
、
全
く
得
手
勝
手
に
大

意
を
取
っ
て
読
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
が
横
行
し
て
来
る
と
、
そ
う
い

う
文
章
の
読
み
方
で
鑑
賞
さ
れ
て
は
閤
る
と
思
う
ん
で
す
。

月
潟
ど
う
も
な
ん
だ
ね
え
、
生
徒
の
落
ち
こ
ぼ
れ
を
わ
あ
わ
あ
一
一
一
一
口
っ
て
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る
け
ど
、
先
生
の
落
ち
こ
ぼ
れ
の
方
が
問
題
だ
ね
。

鎌
毘
撲
は
落
ち
こ
ぼ
れ
は
生
徒
よ
り
先
生
の
方
に
あ
る
と
思
う
。

伊
藤
段
々
耳
が
涌
く
な
っ
て
来
ま
し
た
が
(
笑
可
そ
れ
は
私
達
の
年

代
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
よ
。
私
達
が
中
学
校
で
漢
文
を
五
年
間
ゃ
っ

た
、
「
英
数
回
筏
い
と
一
一
一
口
っ
た
時
代
の
大
体
務
わ
り
の
墳
で
す
け
ど
:
:
:
。

で
す
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
は
大
学
教
育
の
問
題
に
も
な
っ
て
来
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。
お
話
の
よ
う
な
こ
と
を
、
大
学
で
ど
う
教
え
た
ら
い
い
の

か
、
い
つ
も
悩
ん
で
い
ま
す
。
自
分
が
何
も
知
ら
な
い
の
に
、
学
生
は
も
っ

と
知
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
結
局
、
作
品
の
「
鑑
賞
」
と
は
別
に
漢
文
説

読
入
門
み
た
い
な
こ
と
を
や
る
し
か
方
法
が
思
い
当
た
ら
な
く
て
・.• 

，.
.
0
 

加
賀
あ
の
ね
、
漢
文
入
門
な
ん
で
い
う
題
自
に
し
な
く
て
も
概
論
で
い

い
ん
で
す
よ
。
だ
け
ど
実
際
に
は
、
そ
れ
や
ら
な
き
ぞ
駄
目
だ
。
実
際
に
そ

う
い
う
基
礎
的
な
こ
と
、

i
lた
と
え
ば
返
り
点
、
送
り
仮
名
を
付
け
さ
せ

る
と
か
、
或
い
は
白
文
を
書
き
下
す
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
実
際
に
や
っ
て

初
め
て
判
る
。
身
に
付
い
て
、
内
分
が
足
り
な
い
こ
と
が
判
る
ん
で
す
よ
。

伊
藤
そ
れ
を
や
る
こ
と
が
実
は
鑑
賞
を
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
も
承
知
は
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ

の
結
び
付
け
方
、
か
、
教
師
と
し
て
一
番
難
し
い
所
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

鑑
賞
'
読
解
の
関
係

大
木
読
解
と
鍛
賞
で
す
が
、
普
通
常
識
的
に
は
、
や
っ
ぱ
り
二
土
句

政
街
に
正
確
に
読
解
し
て
、
然
る
後
の
鑑
賞
と
、
こ
う
い
う
考
え
方
が
常
設

で
す
よ
ね
。
所
、
か
実
際
の
指
導
方
法
の
山
川
掛
か
ら
す
る
と
で
す
ね
、
読
解
と

紙
質
と
を
時
間
的
な
先
後
肉
体
に
位
校
つ
け
る
の
で
は
な
く
し
て
、
あ
く
ま

で
も
作
品
の
鑑
賞
を
主
阪
に
お
え
て
の
、
最
初
か
ら
鑑
賞
そ
の
も
の
を
日
ざ

し
て
の
指
導
と
い
う
こ
と
に
考
え
た
い
わ
け
で
す
。
最
初
か
ら
、
作
品
の
本

震
を
味
わ
い
読
む
こ
と
、
そ
れ
を
目
当
て
に
し
な
が
ら
の
指
導
と
い
う
わ
け

で
す
ね
。
そ
れ
は
、
単
な
る
読
解
と
は
目
的
の
ち
が
う
も
の
で
あ
る
。
い
か

に
し
て
作
品
に
感
動
さ
せ
う
る
か
、
い
か
に
し
て
作
品
の
儲
艇
に
触
れ
さ
せ

る
か
を
終
始
討
，
さ
し
て
の
指
導
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的

に
は
、
最
初
か
ら
一
宇
一
勾
の
分
析
的
な
読
み
に
入
る
も
の
と
は
発
想
の
違

い
が
あ
り
ま
す
。
間
十
い
話
が
、
あ
の
社
前
の
「
月
夜
」
、
「
今
夜
邸
州
の
月
、
問

中
日
ハ
独
り
若
る
ら
ん
」
の
一
首
で
も
、
こ
れ
を
十
分
に
読
ん
で
み
る
と
、
結

局
第
三
、
四
句
の
い
わ
ゆ
る
流
れ
匂
の
「
遥
か
に
機
む
一
広
々
」
が
ほ
ん
と
う

に
味
わ
い
読
め
て
い
れ
ば
、
こ
の
一
首
の
お
も
し
ろ
さ
と
い
う
か
、
妙
味
も

わ
か
っ
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
「
憐
ム
」
の
一
誌
を
鑑
賞
の
切
込
み
に

し
て
こ
こ
を
考
え
さ
せ
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
読
解
的
に
は
「
小
児
女
は
ま

だ
長
安
に
あ
る
父
の
こ
と
な
ど
に
は
考
え
及
ぶ
ま
い
。
そ
れ
が
速
く
都
の
裂

か
ら
憐
れ
に
思
わ
れ
る
。
」
と
な
る
。
し
か
し
、
「
憐
ム
」
の
心
情
を
と
り
あ

げ
て
考
え
さ
せ
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
は
、
子
供
た
ち
の
ふ
び
ん
さ
、
と
か
、
い

と
お
し
き
と
い
う
正
面
切
っ
て
の
窓
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
突
は
む
し

ろ
、
間
接
的
に
、
実
の
心
的
を
こ
そ
憐
れ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

く
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
‘
八
匂
全
体
、
が
す
べ
て
安
を
中
心
の
的
写
で
あ
り

「
問
中
只
独
り
見
る
ら
ん
」
の
「
独
り
」
と
一
一
一
日
い
、
最
後
の
「
双
び
照
ら
さ

れ
て
:
:
;
了
三
日
い
、
ど
う
も
さ
き
の
第
三
、
間
旬
も
、
実
へ
の
ふ
び
ん
さ

を
味
わ
い
読
め
て
く
る
の
で
す
ね
。
読
解
判
読
で
は
掘
り
さ
げ
え
な
い
扱
い

た
と
思
う
の
で
す
が
・

加
賀
そ
の
一

i

憐
ム
い
合
わ
、
例
え
ば
、
一
!
い
じ
ら
し
く
い
と
か
、
「
い
と

け
な
さ
」
と
か
「
可
愛
ら
し
さ
よ
い
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
行
く
ん
だ
け
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一一…んへ一一一…一一、……へへ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
行
く
に
ね
え
、
あ
の
「
憐
む
」
と
い
う
言
葉
の
た

だ
の
置
き
代
え
じ
ゃ
絶
対
出
て
米
な
い
。
そ
れ
は
先
生
仰
〕
一
一
行
っ
た
よ
う
に
、

朗
読
し
て
の
、
鑑
賞
に
行
く
ん
で
す
け
ど
も
ね
、
私
ま
だ
、
そ
の
時
に
、
そ

の
「
隣
」
は
ね
、
対
等
使
っ
て
る
熟
訟
で
、
ど
う
い
う
熟
語
が
あ
る
か
と
、

こ
う
や
る
訳
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
「
憐
側
」
と
一
…
お
う
時
の
「
機
」
と
か
、

「
可
憐
ん
と
言
う
仰
の
「
憐
い
と
か
、
と
に
か
く
出
来
る
だ
け
、
そ
の
知
っ

て
る
も
の
を
一
万
わ
せ
る
。
つ
ま
り
日
常
使
っ
て
い
る
漢
訟
が
マ
ス
タ
ー
さ
れ

て
い
る
か
、
い
な
い
か
を
そ
の
時
ぜ
い
爪
で
ど
ん
ど
ん
出
さ
せ
る
訳
で
す
。
そ
う

す
る
と
、
そ
の
「
憐
い
の
持
つ
意
味
も
、
自
分
の
佼
っ
て
る
漢
語
と
合
せ
て

担
援
す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
ね
、
訓
と
音
と
漢
語

の
造
訟
の
あ
れ
と
、
皆
…
絡
に
し
て
和
五
に
連
絡
さ
せ
て
行
こ
う
と
い
う
わ

け
で
す
。

古
典
教
育
全
体
の
危
機

加
賀
話
を
ま
た
元
へ
…
伏
し
ま
す
が
、
今
度
の
国
語
1
の
教
科
書
は
古
文

も
漢
文
も
み
ん
な
入
っ
て
る
わ
け
だ
?

鎌
田
一
簡
で
現
代
文
、
古
文
、
漢
文
み
ん
な
入
っ
て
る
。

加
賀
そ
れ
で
、
そ
の
中
で
漢
文
は
年
間
を
通
じ
て
、
さ
っ
き
の
ふ
ハ
な
い

し
は
八
単
元
、
い
や
も
う
少
し
行
き
ま
す
ね
。

松
村
い
や
、
三
単
一
苅
ぐ
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

鎌
田
そ
う
、
三
つ
あ
る
の
は
い
い
方
だ
。

加
賀
一
い
や
そ
れ
は
、
ま
た
家
々
た
る
:
:
:
。

鎌
田
叫
ん
っ
て

0
・
七
五
だ
も
の
。
だ
か
ら
、
私
は
限
界
が
あ
る
っ
て
い

う
ん
だ
教
育
に
は
。
あ
の
程
度
ゃ
っ
た
ん
で
は
、
仮
に
や
っ
た
っ
て
断
続
的

に
や
る
ん
で
、
効
果
が
な
い
。

加
賀
い
や
あ
、
人
i
一
く
そ
う
だ
。

鎌
田
ひ
ど
い
も
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
東
京
都
あ
た
り
で
は
ね
、
そ
ん
な

の
駄
目
だ
か
ら
、
つ
ま
り
犠
加
単
位
を
一
単
位
と
っ
て
、
漢
文
を
少
な
く
と

も
全
体
で
一
単
位
ぐ
ら
い
や
る
。
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
ん
だ
ね
。
や
る
限

り
に
於
て
は

0
・
七
五
な
ん
て
。
古
文
も
同
じ
で
す
よ
。
古
文
も
ね
。
私
は

毎
回
一
お
っ
て
る
ん
で
す
が
、
漢
文
が
非
常
に
逆
境
に
お
ち
い
っ
た
持
、
古
文

の
連
中
は
対
岸
の
火
っ
て
笑
っ
て
い
た
ん
で
す
。
僕
は
一
…
お
っ
て
や
っ
た
ん
だ

三
め
な
た
方
ね
、
漢
文
も
、
こ
れ
日
本
の
古
典
だ
、
漢
文
ば
か
り
冷
笑
し
て

い
る
け
れ
ど
、
や
が
て
あ
な
た
方
も
同
じ
運
命
に
な
る
」
と
ね
。
あ
の
連
中

は
全
然
そ
う
い
う
意
識
持
た
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
度
ま
っ
た
く
同
じ

扱
い
で
す
。
古
文
も

0
・
七
五
で
す
よ
。
そ
う
で
す
ね
。

松
村
そ
う
で
す
ο

鎌
田
古
文
の
連
中
も
慌
て
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
古
文
の
国

誌
の
先
生
た
ち
は
、
何
か
そ
の
、
吉
文
と
い
う
の
は
日
本
の
古
典
な
ん
だ
か

ら
っ
て
、
非
常
に
楽
観
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
危
機
感
は
な

い
。
教
育
課
程
は
変
一
っ
て
も
、
ど
う
せ
や
り
ま
す
か
ら
っ
て
言
う
ん
だ
け
れ

ど
、
し
か
し
制
度
と
し
て
決
め
ら
れ
る
と
言
う
の
は
や
は
り
大
き
な
問
題
、

非
合
に
大
き
な
問
題
な
ん
だ
。

加
賀
職
業
諜
紅
で
は
も
う
国
語
ー
だ
け
だ
ね
。

鎌
田
い
や
、
そ
り
ゃ
判
ら
ん
け
ど
も
、
あ
る
い
は
そ
う
な
る
か
も
知
れ

ん
な
。松

村
ー
だ
け
、
そ
の
ー
も
で
す
ね
、
ま
、
概
端
な
こ
と
一
一
お
う
と
、
一
学

年
で
や
ら
な
い
で
、
二
年
間
に
跨
が
ら
せ
て
や
る
と
い
う
こ
と
も
、
当
然
出

て
来
る
訳
で
す
。
私
等
の
と
こ
ろ
み
た
い
に
、
五
時
間
取
れ
れ
ば
い
い
ん
で
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す
け
ど
も
、
職
業
課
程
と
一一一円う

の
は
、
そ
ん
な
に
取
れ
ま
せ
ん

か
ら
。
そ
う
す
る
と
一
つ
の
方

法
と
し
て
四
単
元
、
四
時
間
を

一
年
と
二
年
に
跨
が
ら
せ
て
や

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
っ

と
三
え
ば
閑
語
は
コ
マ
ギ
レ
に

さ
れ
て
し
ま
う
・・
・・
・・。

故
事
成
語
の

「
百
人
一
首
」
と
教
材
問
題

伊
藤

月
洞
先
生
、
先
ほ
ど
何
か
:
::。

月
洞

い
や
、
僕
が
言
い
か
け
た
の
は
ね
、
僕
は
古
典
を
教
え
て
る
時
は

百
人

一
汁
を
使
っ
た
ん
だ
よ
。
こ
れ
は
直
ぐ
覚
え
る
よ
う
な
の
で
ね
。
漢
文

で
も
そ
れ
が
出
米
な
い
か
つ
て
こ
と
を
考
え
た
ん
で
す
が
ね
。
例
え
ば
川
あ
川

の
時
は
「
朝
に
道
を
聞
け
ば
、
タ
に
死
す
と
も
可
な
り
。
」
と
。
円
い
υ

の
時

は
「
股
銑
述
か
ら
ず
」
と
一一一
円
う
風
に
、
い
ろ
は
歌
mm多
式
に
そ
れ
を
漢
文
の

故
事
熟
語
と
一-一一円
う
か
、
そ
う
い
う
文
章
で
ね
。
そ
う
す
る
と
漢
文
の
口
調
も

語
法
も
慣
れ
易
い
か
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
背
考
え
て
計
画
し
た
こ
と

が
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
ね
。
や
り
ま
せ
ん
か
。

鎌
田

そ
り
ゃ
面
白
い
。
た
だ
ね
、
こ
れ
、
教
科
古
に
つ
い
て
の
文
部
析

の
方
針
が
、

一
寸
気
に
な
る
ん
で
す
よ
。
と
.一一一
円
う
の
は
ね
、
漢
文
な
ら
漢
文

の
教
科
力
は
そ
の
う
ち
六
訓
は
『
論
語
』
と
か
『
府
詩
選
』
と
か
、
と
に
か
く

三
つ
の
古
典
で
内
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
限
定
が
あ
る
ん

で
す
。
廿
の
よ
う
に
何
で
も
採
れ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
つ
ま
り
あ
る

古
典
を
ま
と
め
て
や
れ
っ
て
い
う
方
針
な
ん
だ
な
。
だ
け
ど

0
・
七
五
ぐ
ら

氏村松

い
で
何
が
出
来
る
ん
で
す
か
ね
。
ひ
ど
い
で
す
よ
今
の
検
定
と
い
う
の
は
。

教
材
は
背
よ
り
非
常
に
狭
め
ら
れ
ま
し
た
な
あ
。
だ
か
ら
諸
子
な
ど
に
及
ぶ

余
裕
な
ん
て
な
い
ん
で
す
。

松
村

例
え
ば
唐
詩
だ
と
、
『
唐
詩
選
』
で
全
部
採
っ
て
い
れ
ば
い
い
わ

け
で
す
。
『
唐
詩
三
百
汁
』
か
ら
も
持
っ
て
来
た
、
『
令
一
唐
詩
回
一
か
ら
も
持
っ

て
米
た
と
い
う
と
、
駄
日
な
ん
で
す
。

「
感
動
」
を
伝
え
る
教
育

大
木

僕
法
、
そ
の
漢
文
的
な
知
識
と
か
、
そ
う
い
う
卑
近
な
常
識
を
注

入
す
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
は
、
今
の
お
話
の
、
漢
文
「
百
人

一
首
」
も
結

構
だ
し
、
生
活
的
に
も
必
要
な
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
唯
、
も
っ
と
根

本
的
に
は
、
本
当
に
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
担
っ
て
立
つ
若
者
達
に
、
漢
文
と

い
う
も
の
は
、
や
っ
ぱ
り
か
け
が
え
の
な
い
、
り
っ
ぱ
な
価
値
を
備
え
た
古

典
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
お
の
ず
か
ら
に
染
み
込
ま
せ
る
よ
う
な
指
導
、

言
う
な
ら
ば
、
古
典
独
自
の
感
動
体
験
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が

漢
文
教
育
と
し
て
も
、
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
本
的
な
課
題
だ
ろ

う
と
思
う
ん
で
す
よ
。

鎌
田

大
木
さ
ん
ね
、
僕
は
賛
成
だ
。
そ
れ
は
、
ひ
と
り
漢
文
の
み
な
ら

ず
、
国
語
教
育
全
体
が
そ
う
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
国
語
教
育
、
現
代
同

誌
を
見
ま
す
と
、
そ
う
い
う
教
材
、
所
謂
文
学
作
品
が
漢
文
に
は
比
較
的
多

い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
を
な
る
べ
く
排
除
し
て
、
論
理
的
な
も

の
と
か
、
所
沼
論
説
的
な
も
の
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
尊
ぶ
傾
向
が
あ
る

ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
生
徒
は
全
然
感
動
し
な
い
。
だ
か
ら
ち
ょ
っ
と
投
げ
て

ま
す
。
況
し
て
や
ね
、
こ
こ
の
付
属
の
山
佼
あ
た
り
で
は
、
現
代
国
語
な
ん

て
勉
強
し
ま
せ
ん
よ
。
前
ん
ど
く
だ
け
で
す
。
あ
ん
な
の
さ
ら
っ
と
判
れ
ば
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い
い
っ
て
言
う
ん
で
す
。
今
の
生
徒
は
そ
う
い
う
傾
向
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り

負
担
が
か
か
る
の
は
混
同
じ
ゃ
な
く
て
古
典
だ
と
、
ま
だ
ね
。
ま
だ
古
典
だ

と
思
っ
て
ま
す
。
筏
等
は
方
い
す
の
教
育
を
受
け
た
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
間
語
教
育
に
於
て
は
、
や
っ
ぱ
り
感
動
、
清
ら
か
な
感
動
で
す

ね
、
こ
れ
が
大
事
で
あ
っ
て
、
伊
藤
設
な
ん
か
に
は
反
発
を
買
う
か
も
知
れ

ま
せ
ん
け
ど
も
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
大
事
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
そ

う
い
う
も
の
、
あ
の
高
校
時
代
に
、
あ
の
中
学
で
習
っ
た
あ
の
教
材
て
い
う

も
の
、
本
当
に
心
に
染
み
込
ん
で
お
っ
て
、
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
ん
だ
。

大
木
漢
文
教
育
の
乳
状
で
は
、
と
か
く
λ
口
ま
で
は
生
徒
を
連
れ
て
ゆ

き
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
訓
詰
ど
ま
り
で
、
肝
心
の
一
奥
の
院
な
ら
で
は
の
雰
間

気
に
は
触
れ
さ
せ
な
い
。
だ
か
ら
も
う
、
あ
ん
な
も
の
は
:
:
:
と
、
北
内
を
向

け
ら
れ
て
し
ま
う
。

伊
藤
教
師
が
一
番
関
わ
れ
る
問
題
で
す
ね
。
大
木
先
生
の
仰
一
一
お
る
よ
う

な
事
の
第
一
前
提
は
、
ま
ず
教
師
自
身
が
面
白
が
る
、
感
動
す
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
結
局
そ
こ
ま
で
行
け
な
い
と
、
と
か
く
、
悲

本
語
法
と
か
受
験
用
の
所
だ
け
は
教
え
る
よ
、
と
い
う
格
好
に
な
っ
て
行

く
。
そ
こ
ら
が
一
番
、
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
な
っ
て
い
つ
も
思
う

こ
と
で
す
ね
。教

材
の
問
題
i
生
徒
と
の
落
義
i

そ
れ
か
ら
、
そ
う
な
る
原
悶
の
一
つ
と
し
て
、
学
生
な
り
生
徒
な
り
の
生

活
一
一
一
一
口
話
と
漢
文
や
古
文
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
非
常
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と

、
、
、
、

が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
の
間
聞
い
た
話
で
す
が
、
夏
目
激
お
の
現
代
語
訳
と
い

う
の
が
出
て
る
ん
だ
そ
う
で
す
ね
え
。

松
村
確
か
に
現
場
で
も
樋
口
一
葉
の
吋
に
ご
り
え
い
、
『
た
け
く
ら
べ
』

な
ん
か
読
ん
で
も
、
先
生
方
と
は
違
っ
て
、
生
徒
に
は
も
う
ま
る
っ
き
り
古

典
な
ん
で
す
よ
。
古
文
の
場
合
も
そ
う
い
う
こ
と
言
え
る
ん
で
す
が
、
例
え

ば
門
徒
然
草
b

て一
V
M
う
の
は
必
ず
出
て
来
る
わ
け
で
す
ね
。
文
法
や
話
法
の

教
材
と
し
て
非
常
に
適
当
だ
か
ら
出
て
来
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
内
務

思
想
上
か
ら
一
一
一
一
灯
っ
た
ら
非
常
に
難
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
:
:
:
。

鎌
田
あ
あ
、
難
し
い
。

松
村
漢
文
の
教
材
の
場
合
に
も
表
現
的
に
は
難
し
く
な
く
て
も
、
内
容

の
扱
い
方
で
は
非
常
に
難
し
い
っ
て
も
の
が
平
気
で
教
科
書
に
採
ら
れ
て
る

ん
で
す
ね
。
実
際
、
教
材
精
選
な
ん
て
一
一
お
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
こ
を
考
え
な

い
と
、
大
木
先
生
の
仰
言
っ
た
鑑
賞
と
一
一
一
一
阿
っ
て
も
、
内
務
的
に
非
常
に
難
し

く
て
、
あ
る
税
度
、
専
門
に
や
っ
た
人
で
な
い
と
扱
え
な
い
よ
う
な
教
材
が

ぽ
ん
ぽ
ん
出
て
来
る
ん
で
す
よ
ね

Q

加
賀
深
く
捕
ま
せ
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
そ
う
な
る
。
円
徒

然
草
』
の
場
合
、
老
誌
に
は
必
ず
ぶ
つ
か
る
し
ね
。

大
木
今
お
話
し
の
『
徒
然
草
』
の
場
合
で
も
で
す
ね
え
。
例
の
「
神
無

月
の
こ
ろ
、
栗
梢
野
と
い
う
所
を
過
ぎ
て
:
:
:
」
の
段
で
、
は
る
か
な
首
の

総
選
を
踏
み
わ
け
て
の
庵
住
ま
い
を
見
い
だ
し
、
す
っ
か
り
感
じ
入
っ
た
の

も
束
の
間
、
庭
先
の
校
も
た
わ
わ
に
な
っ
た
大
き
な
柑
子
の
木
が
、
厳
重
に

ま
わ
り
を
回
っ
て
あ
る
の
を
見
て
、
で
」
の
木
な
か
ら
ま
し
か
ば
と
覚
え
し

か
」
と
最
後
が
結
ば
れ
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
一
こ
と
ば
は
、
誰
が
読
ん
で
も

こ
の
一
段
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
何
度
も
読
ま
せ
れ
ば
、

お
そ
ら
く
生
徒
も
そ
れ
に
気
づ
く
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、

H

こ
の
木
が
な
か

っ
た
な
ら
ば
と
思
わ
れ
た
υ

と
い
う
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
何
も
説
明
し
て
い

な
い
。
随
筆
文
学
特
有
の
お
も
し
ろ
さ
で
も
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
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お
も
し
ろ
さ
の
館
所
に
芳
日
さ
せ
、
こ
こ
を
パ
ネ
に
し
て
、
全
文
を
構
造
的

に
追
っ
て
ゆ
く
。
形
の
上
で
は
閥
、
し
…
話
…
匂
の
扱
い
の
よ
う
で
も
、
そ
れ

は
い
わ
ゆ
る
孤
立
し
た
詩
釈
、
読
解
で
は
な
し
に
、
絶
え
ず
主
題
と
の
か
か

、
、
、
、
、
、
、
、

わ
り
の
も
と
に
、
九
千
一
文
の
表
現
を
味
わ
い
読
ん
で
ゆ
く
と
い
う
わ
け
で
す
。

表
現
を
味
わ
い
読
む
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、
こ
と
ば
の
真
の
学
習
が
あ
り
ま

す
し
、
そ
れ
だ
け
に
指
導
者
の
教
材
研
究
も
大
変
な
わ
け
で
す
。
作
品
を
支

え
て
い
る
一
語
一
旬
の
、
生
き
た
怠
味
を
読
み
と
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
の
で

す
か
ら
:
:
:
。
そ
れ
な
の
に
、
た
だ
単
な
る
慨
を
迫
つ
て
の
平
板
な
逐
語
訳

や
、
文
法
問
得
の
た
め
の
よ
う
な
古
文
学
習
に
陥
つ
て
は
、
ま
こ
と
に
無
味

乾
燥
、
生
徒
か
ら
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
る
の
も
当
然
で
は
な
い
で
す
か
。
突
は

漢
文
古
典
の
場
合
も
、
ま
っ
た
く
間
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
あ
一
つ
の
例
と

し
て
、
「
漁
父
辞
」
な
ら
「
漁
父
辞
」
で
考
え
て
み
ま
す
と
、
あ
れ
は
、
ご

涼
知
の
よ
う
に
漁
父
と
脱
原
と
の
殺
場
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
対
比
的
な
、

人
の
生
き
方
、
処
世
観
が
話
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
一
評
議
後
を
「
漁
父
莞

爾
と
し
て
笑
ひ
、
椴
合
致
し
て
去
る
:
:
:
O
L
と
、
「
治
浪
の
歌
」
を
添
え
て

、、

結
ば
れ
て
い
ま
す
ね
。
あ
の
笑
い
で
す
よ
ね
え
、
一
体
こ
れ
は
ど
う
い
う
笑

い
な
ん
だ
ろ
う
と
、
お
そ
ら
く
誰
で
も
、
悲
か
れ
る
と
い
う
か
、
引
っ
か
か

、
、
、
、
、

る
も
の
が
あ
る
に
速
い
な
い
。
こ
れ
が
一
種
の
文
学
的
な
お
も
し
ろ
き
で
あ

る
。
そ
れ
で
、
こ
れ
を
一
つ
の
学
明
日
課
題
と
し
て
、
そ
れ
の
解
決
に
学
習
を

す
べ
て
集
中
さ
せ
て
ゆ
く
。
で
す
か
ら
読
解
し
て
然
る
後
に
鑑
賞
す
る
と
い

う
よ
う
な
、
ば
ら
ば
ら
な
、
乃
以
上
は
過
税
的
な
も
の
で
は
九
は
く
し
て
、
作
品

の
鑑
賞
郎
学
問
と
し
て
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
。
ぃ
、
き
お
い
漫
然
た
る
逐
語
訳
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
排
し
、
令
一
体
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
一
一
品
一
旬
を
鋭

く
読
み
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
そ
こ
に
学
沼
の
お
も

し
ろ
さ
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

伊
藤
で
し
ょ
う
ね
え
。
だ
と
思
い
ま
す
ね
え
。
そ
の
た
め
に
は
、
や
は

り
教
師
自
身
が
語
白
く
な
い
と
駄
目
な
ん
で
す
ね
。

加
賀
一
番
い
い
の
は
、
教
師
、
が
、
臼
分
が
感
動
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
必

ず
そ
れ
が
触
れ
る
。
そ
れ
な
し
に
や
ら
れ
た
ら
、
本
当
に
教
え
ら
れ
る
方
も

何
だ
と
思
う
し
'
-
民
・
・
・
。

大
木
嫌
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
。
「
そ
ん
な
こ
と
は
あ
ん
ち
ょ
こ
見
れ

ば
判
っ
ち
ゃ
う
」
と
い
う
わ
け
で
、
教
師
の
効
用
が
、
あ
ん
ち
ょ
こ
間
然
で

は
悶
り
ま
す
ね
。
亡
く
な
っ
た
文
法
学
の
時
枝
誠
記
氏
は
、
古
典
の
も
つ
思

想
感
情
に
触
れ
さ
せ
て
、
そ
こ
か
ら
人
間
形
成
に
資
す
る
も
の
を
汲
み
と
ら

せ
る
こ
と
を
「
惚
れ
さ
せ
る
教
育
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
!
ー
そ
の
た
め
に

は
、
指
導
者
自
身
が
先
ず
惚
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
が
。

松
村
た
だ
、
現
場
と
し
て
は
一
一
一
人
と
か
四
人
の
教
員
が
学
年
八
グ
ラ
ス

持
ち
ま
す
と
、
あ
る
程
度
一
進
度
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臼
分
だ
け

が
例
え
ば
「
漁
父
辞
」
に
一
一
一
時
間
四
時
間
か
け
て
銀
賞
す
る
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
そ
れ
か
ら
共
通
一
次
と
か
入
試
っ
て
一
斉
う
の
が
、
や
っ
ぱ
り

念
頭
に
あ
り
ま
ず
か
ら
、
あ
る
程
度
の
最
も
読
ま
せ
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
し

か
も
現
実
に
漢
文
に
割
け
る
時
間
は
少
な
い
。
そ
の
辺
に
私
な
ん
か
の
ジ
レ

ン
マ
が
あ
る
ん
で
:
:
:
。

大
木
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
懸
念
は
わ
か
り
ま
す
。
現
実
的
に
入
試
と
い
う

問
題
を
一
つ
考
え
て
み
て
も
、
そ
れ
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
思
え
ば
、
予
備
校

式
の
指
導
に
敬
す
れ
ば
よ
い
。
そ
し
て
純
度
の
提
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な

学
汚
指
導
が
む
し
ろ
現
実
な
の
で
は
な
い
か
し
ら
。
事
実
一
書
や
り
や
す
い

形
で
す
ο
訓
話
主
義
で
ゆ
く
の
が
、
一
番
安
易
な
指
導
で
す
よ
。
そ
れ
に
時
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折
り
必
要
で
も
な
い
よ
う
な
専
門
風
を
吹
か
せ
て
み
た
り
し
て
:::ο

残
念

な
が
ら
、
こ
れ
で
は
漢
文
の
イ
メ
ー
ジ
チ
ェ
ン
ジ
は
、
石
年
河
清
を
侠
つ
よ

う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
の
読
解
力
の
養
成
に
閉
山
し

て
で
す
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
か
え
っ
て
ほ
ん
と
う

の
読
解
力
が
つ
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
さ
き
の
「
漁
父
の
辞
」
に
し

て
も
、
当
然
あ
の
作
品
を
構
造
的
に
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
一
一
人
の
殻
場
人

物
の
問
得
体
的
手
法
を
と
お
し
て
、
漁
父
の
笑
い
を
読
み
と
ろ
う
と
い
う
わ

け
で
す
か
ら
、
相
当
な
読
解
力
が
養
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
味
わ
い
読

む
と
い
う
か
、
感
動
を
求
め
て
文
学
的
に
読
む
た
め
に
は
、
思
考
も
感
覚
も

総
動
員
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
予
備
校
で
は
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
し
ょ

。

〉
何
/

伊
藤
だ
か
ら
、
さ
っ
き
の
お
話
の
よ
う
に
、
問
誌
の
人
が
教
え
た
「
長

恨
歌
」
の
方
が
却
っ
て
生
徒
に
は
感
動
を
与
え
た
と
か
:
・
:
。

大
木
教
材
を
一
つ
の
文
学
作
品
と
し
て
、
文
学
的
に
提
え
ま
ず
か
ら

ね
。
感
動
の
中
心
と
一
夜
う
の
は
ど
こ
を
押
さ
え
れ
ば
い
い
か
つ
て
こ
と
が
、

先
決
の
問
題
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
読
解
訓
誌
で
行
く
と
ね
え
、

中
心
が
据
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
必
要
の
な
い
こ
と
に
ま
で
横
広
が
り
す

え
っ
じ
ゃ
く
け
い
こ

る
ん
で
す
よ
ね
。
「
日
安
稽
ム
尚
一
一
一
万
一
一
一
日
い
の
現
役
版
に
類
し
か
ね
な
い
。
特

に
高
校
は
、
専
門
教
育
で
も
な
い
の
に
、
州
内
々
と
専
門
的
な
知
識
を
広
げ
ち

ゃ
っ
て
Q

で
、
結

mm
一
つ
の
作
品
の
本
質
的
儲
値
に
は
迫
れ
な
い
。
何
の
た

め
の
教
材
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
。

今
次
改
訂
の
最
大
の
問
題
点
!
韻
語
軽
視

i

鎌
田
撲
は
今
度
の
改
訂
で
、
や
っ
ぱ
り
い
ち
ば
ん
問
題
な
の
は
、
こ
の

文
部
省
の
指
導
要
領
に
決
め
ら
れ
た
線
と
一
一
一
日
う
の
は
、
仰
と
一
窓
口
っ
て
も
関
語

と
い
う
も
の
を
他
の
教
科
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
間
話
軽
視
の
線
を
取
っ
て

お
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
背
は
他
の
教
科
よ
り
も
特
に
国
訴

と
い
う
も
の
を
尊
没
し
て
い
た
。
所
、
が
今
ゃ
そ
う
じ
ゃ
な
い
Q

僕
は
教
育
審

議
会
の
過
殺
を
い
ろ
い
ろ
開
い
て
い
る
ん
だ
け
ど
も
ね
、
そ
う
い
う
事
を
盛

ん
に
主
張
し
た
人
も
あ
っ
た
や
せ
め
て
、
必
修
を
一
一
年
生
ま
で
や
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
主
張
し
た
そ
う
で
す
ね
。
所
が
そ
れ
が
全
然
受
け

付
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
理
科
と
か
ね
、
他
の
教
科
と
何
の
区
別
が
あ
る
か
と

ね
。
そ
う
い
う
具
合
に
区
別
が
な
い
と
い
う
立
場
で
押
し
切
っ
た
ん
で
す
ね

え
G

こ
れ
は
私
は
線
本
的
に
間
違
い
だ
と
忠
う
。
で
、
今
度
の
教
育
課
程
と

い
う
の
は
、
取
り
敢
え
ず
そ
う
い
う
こ
と
で
一
応
は
決
ま
っ
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
大
体
課
程
と
い
う
の
は
十
年
続
く
ん
で
す
、
十
年
間
十
年
間
で
変
わ

る
の
で
す
。
も
っ
と
平
く
改
訂
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
、
私
が
心
配

す
る
こ
と
は
、
国
語
教
脊
と
い
う
も
の
は
悲
常
に
大
事
な
も
の
な
の
だ
か
ら

今
度
の
改
訂
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
一
誌
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
取
っ
て
高
等
学

校
で
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
中
で
も
、
古
典
教
育
の
漢
文
と
い

う
も
の
を
、
こ
れ
も
大
い
に
尊
重
し
て
、
増
加
単
位
で
や
っ
て
ほ
し
い
。
そ

う
で
な
い
と
、
次
の
改
訂
で
ね
、
や
っ
ぱ
り
現
場
は
こ
う
な
ん
だ
か
ら
と
、

も
っ
と
も
っ
と
狭
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ど
う
し
て
も
今
松
村
君
の
お

認
の
よ
う
に
、
現
場
に
於
て
は
、
国
語
教
育
の
尊
重
と
一
一
一
一
悶
う
立
場
で
増
加
単

位
を
取
っ
て
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
一
番
大
事
じ
ゃ

な
い
か
と
、
そ
う
感
じ
て
い
ま
す
。

加
賀
小
学
校
は
ま
だ
そ
う
じ
ゃ
な
い
。

鎌
田
い
や
小
、
中
が
そ
う
な
ん
だ
よ
、
何
し
ろ
、
高
校
、

今
度
一
時
間
減
ら
さ
れ
る
。
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松
村
だ
け
ど
英
誌
も
減
ら
さ
れ
て
る
ん
で
す
。

鎌
田
英
語
は
減
ら
し
て
も
、
結
局
、
実
際
に
は
や
る
っ
て
一
一
一
一
口
う
ん
だ
こ

れ
は
。
あ
れ
は
選
択
な
ん
だ
が
、
選
択
だ
っ
て
構
わ
な
い
、
我
々
は
や
る
ん

だ
と
、
実
際
に
は
、
や
る
と
い
う
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
古
典
に
な
る
と
、
そ
の

選
択
一
単
位
と
し
て
、
や
ら
な
い
。
時
間
を
少
な
く
し
て
。
そ
こ
が
非
常
に

違
う
と
こ
ろ
だ
な
。

松
村
現
実
に
私
の
所
な
ど
で
も
、
こ
こ
二
、
一
一
一
年
、
漢
文
の
選
択
が
減

っ
て
来
て
い
る
ん
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
私
立
の
大
学
の
大
多
数
が
、

国
語
の
試
験
は
現
代
悶
訴
の
み
、
あ
る
い
は
古
典
I
乙
で
も
、
漢
文
は
含
ま

な
い
と
、
は
っ
き
り
明
記
し
て
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
:
:
:
。

伊
藤
私
は
前
の
鹿
談
会
で
は
「
文
化
の
基
礎
」
な
ん
で
い
う
キ
ザ
な
一
一
一
一
同

葉
を
使
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
本
当
に
何
か
、
国
一
珠
山
が
す
べ
て
の
教
育
の
基

礎
の
は
ず
な
ん
で
、
そ
れ
は
む
し
ろ
他
の
教
科
の
先
生
方
が
そ
れ
を
強
調
な

さ
る
ん
で
す
ね
。
国
語
力
が
弱
い
と
。

鎌
田
そ
う
言
っ
て
い
る
ん
だ
ね
。
関
誌
が
あ
ら
ゆ
る
教
科
の
学
習
の
基

礎
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
今
度
は
そ
う
い
う
立
場
は
取
ら
れ

て
い
な
い
の
で
す
ね
。

松
村
英
語
の
先
生
か
ら
時
々
聞
か
れ
る
ん
で
す
が
、
年
々
和
文
英
訳
が

下
手
に
な
る
、
と
一
世
間
う
の
は
日
本
語
、
が
も
う
一
つ
判
ら
な
い
か
ら
な
ん
で
、

要
す
る
に
自
分
な
り
の
わ
か
り
易
い
日
本
語
に
誼
き
代
え
る
と
い
う
力
が
、

な
く
な
っ
て
来
た
た
め
だ
と
い
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
数
学
の
先
生
か

ら
も
「
こ
う
い
う
問
題
出
し
た
ら
、
生
徒
が
こ
ち
ら
の
窓
凶
を
読
み
違
え
て

こ
う
い
う
夙
に
取
っ
た
け
ど
も
ど
う
だ
ろ
う
か
レ
と
一
一
、
一
一
一
度
聞
か
れ
た
こ

と
が
あ
る
ん
で
す
。
数
学
の
設
問
な
ん
か
、
せ
い
ぜ
い
ま
あ
二
行
か
一
一
一
打
、

そ
れ
で
も
読
み
間
違
え
る
と
い
う
生
徒
が
結
構
増
え
て
来
て
い
る
。
そ
こ
で

ま
た
そ
う
い
う
尽
に
日
本
語
の
判
ら
な
い
生
徒
が
い
る
ん
だ
か
ら
、
判
る
様

に
し
て
く
れ
と
一
一
一
一
口
う
要
求
が
、
あ
る
一
方
か
ら
出
て
来
る
か
ら
、
多
様
化
と

か
何
と
か
と
一
一
一
一
口
う
形
で
何
か
:
・
・
:
。
今
度
の
教
科
書
全
般
を
見
て
も
、
何
か

こ
う
、
ト

1
ン
と
し
て
下
げ
る
よ
う
な
方
向
に
し
か
働
い
て
な
い
よ
う
な
感

じ
を
非
常
に
受
け
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

古
典
1
盟
諸
教
育
全
体
の
危
機

鎌
田
さ
っ
き
言
っ
た
国
誌
の
能
力
の
問
題
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
加
賀
さ

ん
も
お
話
し
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
も
現
代
文
だ
け
や
っ
て
い
て
は
国
誌
の

能
力
と
い
う
も
の
は
本
当
は
養
わ
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
や
っ
ぱ
り
古
典

と
い
う
相
当
抵
抗
の
あ
る
も
の
を
高
校
あ
た
り
の
段
階
で
、
じ
っ
く
り
と
学

習
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
絞
て
初
め
て
国
語
の
能
力
と
い
う
も
の
は
出

来
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
つ
て
な
、
そ
う
い
う
意
味
で
高
等
学
校
の
段
階
で

は
、
現
代
文
よ
り
も
仰
γ

ろ
古
典
に
力
を
注
い
だ
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
よ
う
な
感
じ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
率
直
に
一
~
添
え
ば
そ
う
な
ん
で
す
ね
。

松
村
僕
も
現
代
文
だ
け
や
っ
て
れ
ば
文
章
帝
国
く
力
が
付
く
と
い
う
風
に

は
考
え
て
い
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
や
や
も
す
る
と
そ
ち
ら
の
方
へ
行
く
傾

向
が
強
い
で
す
ね
。

鎌
田
現
代
文
を
や
っ
て
い
る
と
ね
、
そ
の
抵
抗
が
な
い
か
ら
、
軽
々
学

習
す
る
ん
だ
。
本
当
一
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。
現
代
文
を
じ
っ
く
り
味
わ

う
と
一
一
一
日
う
こ
と
を
や
ら
な
い
。
入
学
試
験
だ
っ
て
ね
僕
は
焼
く
ん
で
す
よ
。

現
代
文
ね
。
今
年
は
非
常
に
長
い
文
章
で
相
当
難
し
い
ん
だ
よ
。
所
が
出
米

る
ん
で
す
ね
。
も
う
、
さ
っ
と
読
ん
で
。
解
答
に
柔
点
淀
く
ん
だ
ね
。
今
は
そ

う
な
っ
て
る
。
解
容
を
見
て
こ
れ
は
正
解
と
判
る
。
さ
っ
と
読
ん
じ
ゃ
っ
て
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そ
う
い
う
ら
じ
い
で
す
よ
。
文
を
じ
っ
く
り
読
む
な
ん
で
し
な
い
ら
し
い
。

実
際
あ
れ
だ
け
の
長
い
文
京
だ
っ
た
ら
読
む
だ
け
で
…
時
間
か
か
っ
て
し
ま

う
。
そ
れ
を
、
一
す
の
時
間
で
や
る
ん
だ
か
ら
、
そ
り
ゃ
解
答
だ
け
見
て
い

る
ん
で
す
よ
。
で
、
現
代
文
っ
て
そ
う
い
う
間
が
あ
る
ん
で
す
。
今
ほ
と
ん

ど
選
択
肢
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
解
答
例
だ
け
み
れ
ば
も
う
疋
鮮

は
判
か
る
、
問
題
文
を
読
ま
な
く
て
も
試
験
は
出
来
る
っ
て
言
う
ん
で
す

よ
。
こ
ん
な
教
育
を
や
っ
て
跨
っ
て
は
ね
、
悶
…
訟
の
能
力
は
出
来
な
い
と
思

う
ん
で
す
よ
。
こ
り
や
も
う
漢
文
と
か
古
文
と
か
い
う
問
題
じ
ゃ
あ
な
い
、

間
話
全
体
に
係
わ
る
問
題
で
す
ね
。
本
当
は
そ
う
な
ん
で
す
。
今
や
同
一
品
川
全

体
と
し
て
国
語
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
行
か
な
く

ち
ゃ
駄
目
だ
。
そ
の
中
に
お
け
る
古
典
教
育
、
そ
れ
を
真
剣
に
考
え
て
行
か

な
か
っ
た
ら
、
こ
の
ま
ま
で
は
私
は
古
典
教
育
と
い
う
も
の
は
滅
び
る
と
は

言
わ
ん
け
ど
も
、
段
々
と
衰
え
て
行
き
ま
す
ね
。
衰
え
て
行
き
ま
す
よ
。

早
稲
田
大
学
の
入
試
問
題

伊
藤
入
試
問
題
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
今
年
私
の
所
は
、
漢
文
と
古

文
と
現
代
文
の
融
合
問
題
を
出
し
ま
し
て
、
良
寛
の
漢
詩
と
賠
木
版
…
一
一
の
文

章
の
組
合
せ
で
、
思
い
問
題
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
よ
。

大
木
平
稲
川
川
で
ね
、
向
じ
く
融
合
の
問
題
で
い
い
の
が
出
て
い
る
ん
で

す
よ
。
亀
井
勝
一
郎
氏
の
吋
一
言
語
生
活
に
現
わ
れ
た
現
代
文
化
』
の
一
文
で

す
が
、
そ
こ
で
筆
者
は
、
萩
原
朔
太
郎
の
「
漂
泊
者
の
歌
」
と
い
う
詩
を
引

用
し
な
が
ら
、
「
朔
太
郎
は
詩
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
一
斉
っ
て
る
吋
大
和
言

葉
は
械
め
て
箆
莞
で
は
あ
る
が
、
怒
り
と
か
悩
み
と
か
嫉
郊
と
か
の
強
い
感

情
を
表
わ
す
場
合
に
は
弱
過
ぎ
る
。
大
和
言
葉
に
は
そ
う
い
う
感
情
を
表
わ

す
要
素
が
乏
し
い
が
、
漢
語
を
用
い
る
と
、
強
く
そ
れ
が
出
せ
る
ぷ
と
」

い
う
ふ
う
に
、
漢
誌
の
持
つ
簡
潔
さ
と
強
さ
に
よ
っ
て
人
間
感
情
を
強
く
表

現
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
て
い
る
問
題
文
で
す
が
、
そ
こ
に
、
李
白
の

「
銭
ユ
別
叔
一
袋
一
」
と
題
す
る
詩
の
末
間
旬
、

イ

テ

ヲ

テ

パ

ヲ

ニ

ノ

ghu
マ
J

5

1

r
、，、
4
1
w
F
U

'
誌
に
メ
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ド
オ
オ
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ゲ

テ

ヲ

ヒ
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タ

タ

ア

挙
ν
杯

消
v
愁

愁

復

愁

り

テ

ニ

レ

パ

ハ

ニ

人

生

在

v
世

不
v
称
v
意

ジ

ザ

ヲ

セ

ン

ヲ

明
朝
散
ド
髪
予
日
扇
舟
一

を
添
え
、
引
用
の
「
漂
白
者
の
歌
」
と
の
比
較
に
よ
る
設
問
に
な
っ
て
い
る

問
題
で
す
。
相
当
の
読
解
力
鑑
賞
カ
を
必
要
と
す
る
設
問
な
ん
で
す
よ
。
入

試
問
題
も
、
マ
ン
ネ
リ
的
な
裂
を
破
っ
て
、
段
々
こ
う
い
う
風
に
総
合
的
な

国
語
力
の
要
求
さ
れ
る
傾
向
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

鎌
田
大
学
の
入
学
試
験
の
あ
り
方
っ
て
こ
と
が
、
高
校
の
漢
文
教
育
に

大
き
く
影
響
し
ま
す
ね
。

古
典
教
育
・
一
一
一
一
口
語
教
育
・
人
間
教
育

伊
藤
鎌
問
先
生
の
仰
言
っ
た
吉
山
県
教
育
と
一
志
向
う
視
点
で
漢
文
を
考
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
一
一
一
一
同
っ
て
み
れ
ば
趣
味
的
な
意
味
で
と
か
、
十
日
い
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ど
う
一
一
一
一
阿
っ
た
ら
い
い
か
、
現
代
に
生

き
て
な
き
ゃ
古
典
じ
ゃ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
う
い
う
形
で
そ
れ
を
現
代

の
人
間
、
現
代
の
若
い
人
の
中
に
生
か
す
か
、
そ
れ
が
ど
う
や
っ
た
ら
、
結

び
付
い
て
行
く
か
と
い
う

大
木
人
間
の
本
質
に
変
わ
り
な
い
ん
で
す
か
ら
ね
、
そ
こ
に
時
間
担
問

を
越
え
た
、
普
遍
性
っ
て
一
一
一
一
向
う
か
ね
。
そ
れ
に
触
れ
さ
せ
な
い
と
:
:

伊
藤
人
間
そ
の
も
の
が
駄
目
に
な
っ
て
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
基

本
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
ね
。
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大
木
そ
れ
で
こ
の
ね
え
、
前
川
の
陀
談
会
の
中
に
、
「
国
語
が
小
中
高

…
貫
L
て
全
部
言
語
教
育
に
な
っ
て
い
る
い
っ
て
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
し

た
ね
。
そ
う
し
て
、
…
)
そ
こ
が
年
た
取
っ
た
人
の
気
に
入
ら
な
い
の
で
す
ね
。

吋
何
で
も
言
話
、
言
語
と
い
っ
て
人
間
形
成
を
忘
れ
と
る
M

と
い
う
訳
で
:

:
・
」
っ
て
い
う
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
点
は
う
っ
か
り
す
る
と
JH他
と
も
に

、

誤
解
を
拐
き
か
ね
な
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
今
回
改
訂
の
指
導
要
領
で
も
「
一
一
一
一
日

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

訴
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
い
っ
そ
う
明
確
に
す
る
」
と
い
う
、
改
諮
問
の
基

本
方
針
に
添
っ
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
今
の
閑
語
教
育
て
一
一
一
昨
う
も
の
は
、
確

か
に
あ
る
意
味
で
の
言
語
教
育
で
す
け
ど
、
だ
か
ら
と
一
一
お
っ
て
、
一
一
一
一
口
話
教
育

、、

二J
M
一
倒
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
一
一
一
丹
江
川
合
軽
視
し
た
り
、
粗
末
に
し
た
り
し

て
、
例
え
ば
、
文
芸
教
育
、
内
容
教
育
の
方
向
に
傾
斜
す
る
こ
と
へ
の
欝
告

で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
一
一
日
認
を
ぬ
き
に
し
て
、
真
の
文
芸
教
育
も
内

容
教
育
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
三
日
誌
の
教
育
と
し
て
の
立
場
」

と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
の
意
味
で
こ
そ
正
し
い
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
を
う
っ
か
り
、
「
小
・
中
'
高
を
一
貫
し
て
全
部
言
語
教
育
に
な
っ
て
い

る

::ι
と
片
づ
け
る
と
、
そ
れ
で
は
…
体
吉
文
・
漢
文
と
い
っ
た
古
典
の

教
育
は
ど
う
い
う
在
り
方
に
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
問
一
政
科
の
一
環
と

し
て
の
漢
文
は
、
悶
訴
の
読
解
力
ゃ
い
い
い
以
現
力
を
養
う
上
に
必
要
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
の
言
語
学
河
で
あ
る
と
規
定
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
単
な

る
実
用
的
、
生
活
技
術
的
効
用
だ
け
の
も
の
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
古
典
教
育
・
言
語
教
育
・
人
間
教
育
と
、
軽
々
に
対
置

さ
せ
る
と
問
題
が
出
て
来
る
で
し
ょ
う
ね
。
戦
時
中
の
様
な
窓
味
で
の
偏
狭

な
倫
理
教
育
や
忠
却
教
育
で
あ
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
な
ら
な
い
け
ど
、
文
学
と

L
て
の
古
典
の
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
と
い
っ
た
耐
に
お
い
て
の

形
成
力
と
い
う
も
の
は
見
の
が
せ
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
だ
か
ら
一
時
期
、

偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
が
:
・

Jr
っ
tvの

:
。
美
に
懲
り
て
、
戦
後
の
国
語
教
育
は
必
要
以
上
に
人
間
形
成
と
い
う
こ

と
ば
を
避
け
て
い
る
の
が
実
情
で
す
ね
。
そ
れ
に
、
文
学
は
本
来
、
各
種
の

論
説
、
評
論
な
ど
と
と
も
に
、
言
語
文
化
の
一
環
な
の
で
す
か
ら
、
そ
の
意

味
で
の
一
言
語
教
育
と
い
う
な
ら
、
自
明
の
こ
と
で
し
ょ
う
。

鎌
関
だ
か
ら
言
語
教
育
と
い
う
の
も
ね
、
戦
後
に
お
け
る
言
語
教
育
と

い
う
も
の
と
、
今
の
こ
こ
で
言
う
言
語
教
育
と
い
う
も
の
の
内
容
は
相
当
変

わ
っ
て
来
て
い
る
と
思
い
ま
ず
か
ら
、
資
方
の
一
一
一
一
向
う
よ
う
に
、
や
っ
ぱ
り
作

品
の
本
質
に
迫
っ
て
い
く
、
そ
う
あ
る
べ
き
で
、
一
言
葉
だ
け
と
い
う
よ
う
な

一γ一
口
話
、
或
い
は
生
活
一
言
語
と
か
、
そ
う
い
う
の
は
非
常
に
軽
薄
だ
と
思
う
。

や
っ
ぱ
り
人
間
の
内
部
に
入
っ
て
行
く
、
本
質
を
捕
ま
え
て
行
く
。
そ
う
い

う
意
味
で
の
人
間
教
育
で
す
ね
、
そ
こ
ま
で
行
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
:
:

伊
藤
今
の
大
木
先
生
の
御
指
摘
は
多
分
、
最
初
の
賎
談
会
の
時
の
誰
方

か
の
御
発
一
一
一
日
だ
と
思
い
ま
す
が
、
あ
の
持
の
全
体
の
文
脈
か
ら
言
え
ば
、
あ

そ
こ
で
一
一
一
日
わ
れ
た
「
一
…
一
一
m
語
教
育
」
と
い
う
の
は
、
戦
前
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や

封
建
的
人
間
観
に
結
び
つ
い
た
「
人
間
形
成
」
を
一
合
定
す
る
と
何
時
に
、
以
取

に
技
術
的
あ
る
い
は
機
能
的
な
意
味
で
の
芸
品
川
」
の
と
ら
え
方
に
も
反
対

す
る
、
い
わ
ば
、
今
も
お
話
に
出
た
よ
う
な
「
人
間
教
育
」
と
し
て
の
コ
η

話
教
育
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
こ
と
は
、
前
後
を
み
て
頂
け
ば
ご
了
承
頂
け

る
と
思
い
ま
す
。
教
育
が
人
間
形
成
だ
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ば
当
り
前
な
の

で
、
問
題
は
ど
う
い
う
ガ
ん
内
の
人
間
形
成
を
す
る
か
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら

言
え
ば
文
学
教
育
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
科
学
教
育
こ
そ
が
人
間
形
成
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
代
科
学
の
「
結
果
」
ば
か
り
教
え
て
、
そ
れ
を
産
み
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出
し
た
人
間
の
主
体
的
な
白
山
な
「
精
神
い
を
学
ば
な
か
っ
・
た
所
に
日
本
近

代
の
故
大
の
悲
劇
、
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
た
ど
と
い
う
こ
と
な
私
も
中
し

ま
し
た
が
、
あ
の
時
ご
出
席
の
方
た
ち
も
波
文
教
育
は
一
…
山
口
話
教
育
だ
と
一
一
一
円
う

問
、
大
雑
記
に
は
、
そ
う
い
う
「
人
間
教
育
と
し
て
の
一
一
一
一
品
川
教
育
い
と
点
で

は
、
ほ
ぼ
…
致
し
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
。
人
間
は
言
葉
を
意
思
伝
達
の
手

段
に
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
言
葉
で
物
を
考
え
て
い
る
ん
だ
か
ら

4

そ
う
い
う
文
化
の
謀
総
と
し
て
の
一
青
葉
を
も
っ
と
大
事
に
し
な
け
り
ゃ
い
か

ん
、
と
古
う
:
:
:
。

月
洞
僕
は
…
寸
ね
え
、
お
か
し
い
と
忠
う
ん
だ
け
ど
、
漢
文
は
ね
え
、

漢
文
な
ん
だ
と
思
う
の
。
そ
れ
を
ね
、
漢
文
は
道
徳
で
あ
る
と
か
、
或
い
は

言
語
で
あ
る
と
か
色
々
何
か
こ
う
い
う
風
に
ね
、
は
っ
き
り
言
え
ば
文
部
省

式
に
分
け
よ
う
と
す
る
か
ら
、
難
し
く
な
る
。
漢
文
は
漢
文
で
ね
、
ま
、
地

所
で
は
ど
う
い
う
風
に
や
っ
て
も
い
い
け
ど
、
我
々
漢
文
や
っ
て
る
者
は
ね

え
、
そ
う
い
う
怠
識
で
い
い
と
思
う
ん
だ
け
ど
ね
。
だ
か
ら
、
こ
れ
何
の
た

め
に
や
っ
て
る
の
か
っ
て
い
う
こ
と
は
ね
、
漢
文
や
っ
て
る
ん
だ
、
ど
う
で

す
か
そ
れ
は
:
:
:
。
(
笑
〉
私
は
そ
う
考
え
る
。

ギ
リ
シ
ア
話
と
は
、
ラ
テ
ン
語
と
は
と
、
防
え
ま
す
け
ど
ね
え
、
ぬ
え
ら

れ
る
よ
う
な
性
質
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
、
漢
文
と
…
…
〉
口
う
の
は
。
何
か
、

特
別
な
も
の
だ
と
思
う
ん
だ
け
ど
仕
あ
。

伊
藤
仰
か
言
語
教
育
っ
て
一
一
お
う
言
葉
の
定
義
な
り
理
解
な
り
が
色
々
あ

っ
て
混
乱
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
あ
の
場
合
に
は
背
さ
ん
文
学
教
育
と
対
立

さ
せ
て
言
語
教
育
と
い
う
風
に
習
は
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
科
学
教
育
1
理

性
、
文
学
教
育
H

感
性
、
道
徳
教
育
日
徳
日
乃
査
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ

た
分
裂
の
あ
る
小
で
、
広
い
意
味
で
間
語
教
育
を
そ
の
い
に
も
限
定
せ

ず
「
言
語
教
育
j

一
と
呼
ぶ
の
は

と
依
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

加
賀
だ
か
ら

J

一
出
品
川
教
育
て
一
一
一
一
一
日
う
の
は
、
一
一
一
円
認
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
技
術
の

よ
う
な
そ
う
い
う
捉
え
方
を
す
る
の
は
間
違
い
だ
。
言
語
、
営
業
に
よ
る
、

考
え
方
、
感
じ
方
と
一
一
一
一
口
う
も
の
が
、
そ
れ
が
本
当
の
意
味
の
言
葉
に
よ
る
教

育
で
、
そ
こ
に
、
そ
の
倫
現
性
と
か
、
文
学
性
と
か
み
ん
な
入
っ
て
来
る
と

思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
だ
か
ら
、
そ
の
時
に
、
私
は
潔
穏
な
い
し
は
漢
一
請
を

含
ん
だ
漢
文
の
持
つ
簡
潔
さ
と
、
合
法
一
川
性
と
一
…
一
一
日
う
か
、
こ
れ
は
も
う
や
っ
ぱ

り
他
所
に
は
な
い
も
の
だ
と
思
う
で
す
。
し
か
も
そ
れ
は
日
本
人
の
長
い
言

説
生
活
の
血
液
に
な
っ
て
る
も
の
だ
。
正
し
く
こ
れ
を
受
け
'
継
い
で
、
そ
し

て
そ
れ
は
ま
た
、
さ
ら
に
後
に
保
ち
伝
え
る
べ
き
所
の
も
の
だ
と
思
う
。
そ

う
い
う
意
味
に
於
て
私
は
古
典
教
育
の
重
視
と
い
う
こ
と
を
…
一
出
向
い
た
い
ん
で

す
。
つ
ま
り
、
た
だ
単
な
る
過
去
の
も
の
で
、
古
い
も
の
は
大
事
に
し
な
き

ゃ
い
け
な
い
と
い
う
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
う
い
う
風
に
血
肉
と
な
っ
て
来
た
所

の
言
葉
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
考
え
て
米
た
思
考
な
り
感
動
な
り
、
そ
れ

を
や
は
り
そ
の
ま
ま
、
我
も
そ
れ
を
受
け
瀧
い
で
し
か
も
伝
え
て
行
く
べ
き

も
の
、
そ
れ
が
私
は
、
古
典
だ
し
漢
語
だ
し
ま
た
漢
文
だ
と
、
そ
う
い
う
考

え
方
な
ん
だ
け
ど
も
ね
。

読
み
物
・
教
養
語
'
読
書
目
指
導

鎌
田
あ
の
ね
え
、
漢
文
な
ら
漢
文
の
教
育
と
か
教
養
っ
て
も
の
を
一
般

に
高
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
高
等
学
校
の
授
業
内
容
も
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
生
涯
教
育
と
い
う
意
味
に
於
て
、
高
等
学
校
の
生
徒
、
或
い
は
一
般

に
、
興
味
、
深
く
読
ま
れ
る
よ
う
な
漢
文
の
読
み
物
ね
、
こ
れ
を
ど
ん
ど
ん
出

す

必

要

が

あ

る

ん

じ

ゃ

な

い

か

。

い

う

の

つ
の
五
場
、
つ
ま
り
「
文
化
い
の
立
場
だ
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を
や
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
漢
文
な
ら
漢
文
に
つ
い
て
は
あ
ん
ま
り

難
し
く
て
取
り
付
く
お
も
な
い
よ
う
な
風
な
、
あ
れ
で
は
駄
目
な
ん
だ
な
。

や
っ
ぱ
り
高
等
学
校
の
生
徒
に
も
親
し
ま
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
砕
い
た

判
り
易
い
も
の
が
あ
っ
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
意
味
に
お

い
て
悶
文
よ
り
も
少
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
漢
文
の
方
が
。
そ
こ
が
非
常
に

大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
、
僕
は
。

松
村
は
い
、
そ
れ
は
あ
り
ま
す
ね
。
う
ち
の
子
は
高
校
一
年
で
す
け
れ

ど
も
お
、
あ
の
何
十
八
史
川
町
い
な
ん
か
、
的
側
舜
院
さ
ん
の
だ
っ
た
ら
読
む
ん

で
す
。鎌

田
あ
あ
、
あ
あ
い
う
の
面
白
い
。
あ
れ
だ
よ
。
あ
の
種
類
な
ん
だ
。

月
潟
い
や
、
先
生
方
も
ね
、
や
っ
ぱ
り
研
修
会
で
ね
、
『
古
文
真
宗
h

あ
た
り
や
っ
た
ら
ど
う
か
と
思
う
。

2v〈
選
』
が
学
問
で
空
白
文
真
宝
』
は

学
問
で
な
い
、
吋
山
山
一
ん
記
』
は
学
問
で
吋
十
八
史
略
b

は
学
問
で
な
い
っ
て
い

う
よ
う
な
考
え
方
は
や
め
て
、
我
々
江
戸
時
代
の
日
本
人
は
円
十
八
史
略
h

と
か
円
京
文
真
宗
h

で
育
っ
て
来
た
ん
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
研
修
会
を
や
っ

こ
片
J
c
h

円、、。

J
i
w

ノ
J
λ
1
V
}
V

大
木
ち
ょ
う
ど
「
携
強
の
興
亡
」
や
っ
て
い
た
時
に
、
例
の
可
馬
遼
太

郎
の
問
項
羽
と
劉
邦
b

を
紹
介
し
た
ら
直
ぐ
読
ん
だ
で
す
よ
。
と
こ
ろ
で
、

そ
の
感
惣
が
部
自
い
ん
だ
。
「
先
生
、
ど
ん
な
作
家
で
も
、
原
文
に
は
敵
い

ま
せ
ん
ね
に
と
:
:
:
。
「
虞
や
虞
や
若
を
奈
何
せ
ん
い
と
か
そ
の
他
い
く
つ

か
の
筋
所
を
引
き
合
い
に
し
て
、
で
」
う
い
う
所
は
翻
訳
し
た
ら
、
も
う
死

ん
で
し
ま
い
ま
す
よ
。
い
と
言
う
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
発
見
と
い
う
の
は

素
晴
ら
し
い
で
す
よ
。

松
村
そ
れ
で
私
の
所
が
今
度
高
校
二
年
に
な
る
ん
で
す
け
ど
も
、
ど
ち

ら
か
つ
て
、
英
語
が
好
き
で
漢
文
に
は
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

所
が
私
が
陳
さ
ん
の
円
十
八
史
略
』
な
ん
か
倍
し
て
や
っ
て
放
っ
て
お
い
た

ら
読
ん
だ
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
こ
れ
面
白
い
、
そ
う
い
え
ば
教
科
書
に

出
て
た
け
ど
、
お
父
さ
ん
こ
れ
の
原
文
あ
る
?
」
「
そ
こ
の
書
庫
に
並
ん
で
る

じ
ゃ
な
い
か
ご
と
一
一
一
一
向
う
と
引
っ
ぱ
り
出
し
て
見
る
。
そ
う
い
う
き
っ
か
け

が
要
る
。
た
だ
そ
れ
が
主
流
に
は
一
寸
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
け
ど
も
ね
。

月
潟
で
も
ね
え
、
や
っ
ぱ
り
感
覚
を
変
え
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
山
本

七
平
さ
ん
の
雲
間
誌
の
読
み
方
』
っ
て
一
一
一
一
悶
う
の
が
、
え
ら
く
売
れ
て
る
ら
し

い
が
、
あ
ん
な
難
し
い
の
、
ち
っ
と
も
面
白
く
な
い
ん
だ
、
私
な
ん
か
が
読

ん
で
も
ね
。

鎌
田
あ
っ
そ
う
で
す
か
、
僕
は
読
ん
で
な
い
け
ど
。

月
潟
ち
っ
と
も
面
白
く
な
い
で
す
。
非
常
に
難
し
い
。
そ
れ
が
、
え
ら

く
売
れ
て
る
ら
し
い
。

大
木
し
か
し
や
っ
ぱ
り
ね
、
あ
の
人
な
り
の
人
生
の
解
釈
て
い
う
も
の

が
誌
ら
れ
て
ま
す
よ
。
そ
う
い
う
点
で
非
常
に
魅
力
が
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
常

識
と
違
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
そ
こ
が
多
様
な
価
値
観
時
代
の
魅
力
な
ん
じ
ゃ

な
い
で
す
か
。

月
潟
い
や
、
漢
文
の
専
門
に
と
っ
て
は
ち
っ
と
も
郎
自
く
な
い
。
彼
'
日

身
も
整
理
し
た
だ
け
だ
っ
て
言
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
。

大
木
そ
こ
が
ね
、
専
門
家
っ
て
い
う
の
は
ね
え
、
あ
る
意
味
で
は
専
門

馬
鹿
っ
て
こ
と
で
す
よ
。

月
潟
そ
う
ど
、
考
え
直
さ
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
。

大
木
や
っ
ぱ
り
広
い
視
野
で
物
を
日
ん
て
い
く
つ
て
い
う
:
:
:
。

鎌
田
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
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加
賀
背
は
あ
の
、
ほ
ら
下
村
湖
一
人
の
な
制
活
物
語
句
あ
れ
ば
寧
ろ
若

い
問
、
と
い
う
よ
り
小
さ
い
時
に
、
出
自
い
と
思
っ
た
。

伊
藤
武
者
小
路
さ
ん
の
論
説
も
結
構
而
白
い
で
す
ね
。

加
賀
豆
州
諸
私
鋭
b

ね。

大
木
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
ね
。
亡
く
な
っ
た
高
橋
和
巳
が
学
生
時
代

町
論
説
巴
を
下
街
の
控
に
ぶ
つ
け
て
「
こ
ん
な
も
の
!
」
て
い
う
ん
で
ば
ら

ば
ら
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
彼
が
つ
い
に
吋
論
議
b

に
取
り
溶
か
れ
て
し

ま
っ
た
の
は
何
か
つ
て
言
う
と
、
中
島
敦
の
内
弟
子
匂
あ
れ
を
読
ん
で
か

ら
だ
と
い
う
。
自
分
の
そ
の
捉
え
方
の
間
違
い
っ
て
も
の
に
気
が
付
い
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
認
剛
一
品
目
一
辺
倒
に
な
っ
た
と
述
懐
し
て
ま
す
ね
。
そ
う
い

う
変
わ
り
方
。
そ
こ
に
何
か
漢
文
教
育
問
題
解
決
へ
の
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ

る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
若
者
は
み
な
高
橋
和
巳
の
ミ
一
一
版

な
の
で
す
か
ら
。

鎌
田
教
郎
側
で
ね
。

犬
木
そ
れ
を
十
年
一
日
の
、
無
味
乾
燥
な
読
解
じ
ゃ
、
嫌
わ
れ
ち
ゃ
い

ま
す
。松

村
で
、
私
な
ん
か
三
年
で
今
、
選
択
を
持
っ
て
い
て
、
例
え
ば
、
最

初
の
一
か
月
ぐ
ら
い
史
記
の
句
読
点
も
何
も
な
い
の
を
、
い
き
な
り
出
し
て

と
に
か
く
ど
こ
で
文
章
が
切
れ
る
か
切
っ
て
み
ろ
と
い
う
こ
と
を
や
る
ん
で

す
、
そ
の
日
は
必
ず
辞
書
持
っ
て
来
さ
せ
て
。
最
初
は
二
時
関
連
続
の
授
業

で
回
行
行
く
か
三
行
行
く
か
で
す
が
、
漢
字
が
並
ん
で
い
れ
ば
、
表
意
文
字

な
の
だ
か
ら
、
ど
れ
が
名
詞
に
な
っ
て
ど
れ
が
動
誌
に
な
る
か
ぐ
ら
い
は
判

る
だ
ろ
う
。
字
の
働
き
と
し
て
で
す
ね
。
そ
う
一
一
一
日
っ
て
や
っ
て
行
く
と
、
漢

字
に
対
す
る
抵
抗
感
と
い
う
も
の
が
多
少
薄
れ
ま
ず
か
ら
、
そ
れ
を
取
り
払

う
と
い
う
た
め
に
、
辞
書
に
親
し
ま
せ
た
い
の
で
、
や
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

そ
し
て
夏
休
み
の
諜
題
に
必
ず
、
中
島
敦
の
宗
十
段
』
か
、
出
米
た
ら
武
田

泰
泣
き
ん
の
町
、
山
人
記
の
世
界
b

の
感
想
文
を
五
枚
書
い
て
出
せ
と
。
担
し
列

伝
だ
け
で
も
い
い
し
、
一
番
最
初
の
本
紀
の
「
可
思
避
は
生
き
恥
を
閉
し
た

男
で
あ
る
O
L

と
い
う
部
分
、
そ
こ
か
ら
五
頁
で
も
十
瓦
で
も
い
い
か
ら
読

ん
で
感
じ
た
も
の
を
諜
い
て
来
い
と
い
う
こ
と
を
す
る
と
、
卒
業
し
て
二
、

三
年
し
て
か
ら
甑
白
か
っ
た
と
い
う
事
一
…
一
一
口
い
ま
す
ね
。

加
賀
あ
ん
た
だ
か
ら
い
い
け
ど
も
、
全
部
の
漢
文
の
先
生
に
皆
そ
れ
や

れ
っ
て
言
っ
て
も
一
寸
無
煙
だ
ろ
う
け
れ
ど
。
そ
れ
は
さ
て
泣
い
て
ね
。

A
7

の
例
え
ば
武
出
泰
淳
だ
と
か
中
島
敦
だ
と
か
を
夏
休
み
に
さ
せ
る
と
い
う
の

は
非
常
に
い
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
本
は
皆
持
っ
て
る
ん
で
す
か
。

松
村
文
庫
本
で
買
わ
せ
ま
す
。
一
一
一
、
四
百
円
で
す
か
ら
。

加
賀
そ
れ
、
生
徒
た
ち
は
抵
抗
感
じ
な
い
?

松
村
い
や
、
「
選
択
」
を
取
っ
た
者
で
す
か
ら
。

加
賀
今
保
舜
尽
さ
ん
の
話
が
出
た
か
ら
な
ん
だ
け
ど
「
中
間
の
歴
史
』

っ
て
い
う
の
は
、
本
当
に
私
は
驚
嘆
し
て
い
る
ん
だ
け
ど
ね
。
あ
れ
な
ん
か

も
、
本
当
に
高
校
生
あ
た
り
に
読
ま
せ
た
い
し
読
め
る
、
そ
れ
こ
そ
文
庫
本

に
な
る
と
い
い
が
、
そ
れ
で
も
し
か
し
皆
に
見
え
っ
て
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
か
ら
、
間
書
館
の
整
備
っ
て
い
う
風
な
こ
と
を
考
え
た
い
ん
だ
け
ど
も

「
4

0

j
A
 鎌

田
そ
う
い
う
も
の
は
図
書
館
で
、
沢
山
買
っ
て
お
い
て
い
て
も
い
い
ん

で
す
。
安
い
ん
だ
か
ら
ね
え
。

横
の
広
が
り
・
佑
教
科
と
の
連
関
の
重
要
性

今
撲
は
ね
、
倫
社
の
先
生
と
話
し
合
っ
た
り
し
て
い
る
ん
で
す
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が
、
倫
社
で
は
例
え
ば
設
削
減
民
を
夏
休
み
に
全
部
読
ま
せ
る
と
い
っ
た
こ

と
を
や
ら
せ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

松
村
私
の
学
校
で
も
や
ら
せ
て
ま
す
。

大
木
棋
の
関
連
が
非
常
に
大
事
で
す
ね
。

鎌
田
倫
社
で
は
扱
い
ま
す
か
ら
ね
。

加
賀
そ
う
言
え
ば
、
思
惣
の
関
係
な
ん
か
全
く
そ
う
だ
ね
。

丹
、
沼
倫
社
で
、
あ
ん
な
百
科
辞
典
み
た
い
な
こ
と
は
、
ゃ
っ
た
っ
て
子

供
に
は
無
斑
だ
っ
て
。
そ
れ
で
夏
休
み
に
立
側
部
巴
な
ら
内
論
説
包
読
ま
せ

て
、
そ
れ
に
つ
い
て
感
想
を
脅
か
せ
る
っ
て
こ
と
は
、
大
変
意
義
が
あ
る
と

一
一
一
川
う
ん
で
す
ね
。

大
木
い
つ
か
の
ほ
ら
、
公
開
授
業
で
、
中
学
二
年
生
に
論
訟
を
学
習
さ

せ
た
。
例
の
業
公
が
正
直
者
の
政
射
を
持
ち
出
し
た
話
の
教
材
で
し
た
が
、

こ
れ
を
開
僚
の
倫
社
の
先
生
に
見
せ
た
と
こ
ろ
、
?
」
り
や
面
白
い
」
と
い

う
ん
で
す
よ
。

鎌
田
「
父
は
子
の
為
に
隠
し
、
子
は
父
の
為
に
癒
す
。
絞
き
こ
と
其
の

1

二
五

y
o
一コ
1
1
6
二
丈
。

下

}

れ
J

ィ
'
f
〆
し

5
5一羽
山
中
j
，

T

大
木
あ
れ
が
ね
、
現
在
の
六
法
全
書
の
、
刑
法
の
中
に
そ
の
ま
ま
生
き

て
る
と
い
う
ん
で
す
。

鎌
田
そ
り
ゃ
そ
う
で
す
。
貴
方
う
ま
く
あ
た
っ
た
。

大
木
親
族
の
不
利
に
な
る
事
件
の
た
め
に
は
、
枝
々
は
、
証
人
台
に
立

つ
こ
と
を
抱
一
合
す
る
権
利
が
あ
る
ん
で
す
。
で
」
り
や
面
白
い
よ
っ
て
、

コ
他
一
つ
、
授
栄
の
ネ
タ
に
す
る
。
」
と
。
い
や
あ
撲
は
僕
で
も
っ
て
手
綱

引
ぽ
の
折
感
に
こ
れ
'
を
取
り
入
れ
る
っ
て
い
う
ん
で
、
や
っ
て
み
た
ら
非
常

に
凶
白
い
綬
業
民
間
に
な
り
ま
し
た
よ
。
刑
事
訴
訟
法
の
中
に
今
も
厳
然
と

い
る
な
ん
て
、
つ
い
ぞ
知
ら
な
か
っ
た
の
で
し
た
が
:
:
:
。
お
か
げ

で
、
儒
教
と
い
う
も
の
の
本
質
に
ま
で
持
ち
こ
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
よ
。

鎌
田
あ
れ
な
ど
は
い
い
教
材
で
す
よ
ね
え
。
も
う
古
典
の
現
代
性
っ
て

い
う
の
は
ね
え
。
現
代
的
に
。

大
木
そ
う
い
う
意
味
で
、
あ
の
、
教
材
研
究
っ
て
い
う
か
ね
、
こ
れ
や

っ
ぱ
り
専
門
知
だ
け
で
一
識
を
寄
せ
合
っ
て
い
て
も
、
案
外
限
界
に
来
て
る
と

思
う
ん
で
す
よ
。
受
け
る
相
手
は
一
般
教
養
と
し
て
期
待
し
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
、
教
材
研
究
も
、
専
門
の
一
筋
道
だ
け
で
は
な
し
に
、
や
は
り
広
い

視
野
か
ら
吟
味
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
折
角
の
教
材
が
生
か

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
、
さ
っ
き
も
武
田
泰
淳
の
話
が

出
ま
し
た
け
ど
、
問
、
五
年
前
で
し
た
か
ね
、
学
習
院
高
校
の
一
一
一
年
生
の
研

究
授
業
を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
「
滞
池
之
会
」
の
教
材
で
、
秦
王
と

調
和
如
と
の
虚
々
実
々
の
や
り
取
り
の
際
、
引
業
主
が
威
力
を
も
っ
て
越
主
にシ

誌
を
放
さ
せ
て
し
ま
う
と
、
途
端
に
御
史
を
し
て
、
「
秦
王
与
ニ
越
王
日
会
飲
'

一
以
々
」
と
、
そ
の
場
の
事
実
を
記
録
さ
せ
る
。
す
る
と
今
度
は
闘
相
如
が
、

フ

ゾ

ア

，

ク

ソ

「
五
歩
之
内
、
相
如
話
、
得
下
以
二
頭
、
血
一
滋
中
大
王
上
失
。
」
と
、
お
ど
し
て
秦

主
に
鋭
を
撃
た
せ
る
や
、
早
速
越
の
御
小
ん
を
招
き
寄
せ
て
、
同
じ
く
こ
の
事

実
を
書
せ
し
め
た
と
い
う
。
授
業
の
指
導
者
は
、
当
時
、
こ
う
し
て
事
実
を

記
録
に
留
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
震
大
な
こ
と
で
あ
る
か
つ
て
こ
と

を
は
っ
き
り
と
生
徒
に
強
訴
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
生
徒
も
我
々
も
、

非
常
な
臨
場
感
を
も
っ
て
こ
の
会
見
の
場
隔
を
読
み
と
ら
さ
れ
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
よ
。

鎌
田
な
あ
る
ほ
ど
ね
え
。
間
的
社
だ
注
。

大
木
で
、
そ
れ
が
ね
。
武
田
泰
淳
氏
の
「
司
馬
追

i
史
記
の
枇
界
」
に
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も
お

q

ゃ
ん
と
同
じ
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
よ
ね
え
。
「
史
官
は
記
録
官

で
あ
る
。
唯
引
の
記
録
者
で
あ
る
。
彼
が
築
を
取
ら
ね
ば
こ
の
此
の
記
録
は

残
ら
な
い
。
そ
の
代
り
書
け
ば
万
代
ま
で
も
事
実
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。

天
に
代
わ
り
人
間
を
代
表
し
て
記
録
す
る
の
で
あ
る
か
ら
生
易
し
い
業
で
は

な
い
よ
と
い
う
ね
。
中
国
の
こ
う
し
た
時
代
に
於
け
る
「
史
官
」
と
い
う

も
の
の
占
め
た
立
場
、
そ
し
て
ま
た
、
記
録
に
に
ど
め
る
と
い
う
こ
と
の
護

、、

大
さ
。
山
中
〈
は
そ
れ
を
ぬ
き
に
し
て
は
、
あ
の
会
見
の
場
の
緊
迫
感
は
味
わ
え

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、
司
馬
遼

が
例
の
腐
別
に
処
せ
ら
れ
ま
し
た
よ
ね
。
あ
の
腐
刑
の
持
つ
意
味
っ
て
い
う

も
の
が
、
普
通
は
単
に
「
生
殖
機
能
を
殺
ぐ
刑
罰
」
と
い
っ
た
程
度
で
通
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す

f

が
、
実
は
中
間
に
於
て
は
「
血
を
子
孫
に
残

す
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
組
先
を
祭
る
」
っ
て
こ
と
が
、
孝
道
の
第
一

義
的
問
題
な
ん
で
す
ね
、
し
た
が
っ
て
、
腐
刑
っ
て
や
つ
は
、
そ
れ
こ
そ
、

人
間
存
在
の
否
定
で
あ
っ
て
、
当
人
に
と
っ
て
は
こ
れ
以
上
の
脳
陣
は
な
い

こ
と
に
な
る
。
一
一
円
時
避
を
し
て
史
記
刊
一
一
一
十
巻
の
大
業
を
成
就
せ
し
め
た
原

動
力
は
、
突
に
こ
の
脳
障
に
あ
っ
た
と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
、
そ
う
い

う
肝
要
な
意
味
あ
い
を
設
い
た
指
導
歌
山
は
、
残
念
な
が
ら
見
た
こ
と
が
な
い

で
す
ね
。
漢
文
の
専
門
と
い
う
点
で
は
締
約
を
尽
く
し
か
け
て
き
て
い
ま
す

が
:
:
:
。
こ
う
い
う
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
援
史
そ
の
他
の
専
門
焔
か
ら
の
知
識

を
も
ら
わ
な
い
と
い
つ
に
な
っ
て
も
期
待
で
き
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

松
村
私
な
ん
か
も
よ
く
感
ず
る
ん
で
す
け
ど
ね
、
や
っ
ぱ
り
、
あ
の
、

世
界
史
教
え
て
る
先
生
迷
ね
え
、
日
本
史
、
そ
れ
か
ら
倫
社
喝
な
ん
て
ね
、
そ

の
周
辺
の
こ
う
、
周
辺
て
一
一
戸
間
っ
ち
ゃ
語
弊
あ
り
ま
す
け
ど
、
関
連
あ
る
所
と

横
に
連
携
を
と
ら
な
い
と
駄
目
で
す
ね
。

鎌
田
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
伊
藤
さ
ん
が
寄
っ
た
「
教
材
」
っ
て
問
題
に
も

な
っ
て
来
る
ん
で
す
。
「
教
材
の
精
選
」
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
立
場
で

精
選
す
る
か
が
問
題
な
の
で
、
例
え
ば
三
種
類
に
限
定
す
る
な
ん
て
い
う
、

余
り
狭
い
立
場
を
取
ら
な
い
で
、
本
当
に
高
校
生
、
或
い
は
こ
れ
か
ら
の
国

民
の
問
題
関
心
に
域
γ
え
得
る
よ
う
な
内
容
を
持
っ
た
も
の
を
、
教
材
に
選
ぶ

と
い
う
、
そ
う
い
う
立
場
か
ら
広
く
考
え
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
ね
。
あ
ん
ま
り

狭
い
考
え
で
や
る
と
、
こ
れ
は
駄
目
で
す
ね
。
そ
こ
に
教
材
の
問
題
が
あ
る

と
思
う
ん
で
す
よ
。

教
師
の
研
究
・
学
力
・
人
格
・
構
熱

鎌
田
僕
は
こ
う
い
う
こ
と
を
思
う
ん
で
す
が
ね
。
元
、
付
属
に
お
ら
れ

た
岩
井
先
生
の
指
導
と
い
う
の
は
素
晴
し
い
と
怒
っ
た
。
教
育
英
習
で
漢
文

の
指
導
を
受
け
た
ん
だ
け
ど
、
こ
の
時
間
に
、
い
っ
た
い
仰
を
重
点
に
教
え

る
っ
て
こ
と
を
必
ず
考
え
て
い
た
。
漠
然
と
じ
ゃ
駄
目
な
ん
で
す
。
内
容
の

探
究
で
す
ね
。
そ
れ
に
は
こ
の
詩
句
を
捕
ま
え
る
ん
だ
っ
て
こ
と
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
、
そ
う
い
う
案
を
、
ど
の
時
間
に
も
必
ず
立
て
て
授
業
に
臨
ま
な

く
ち
ゃ
駄
H
だ
っ
て
言
う
ん
で
す
。
満
遍
な
く
た
だ
読
ん
で
訓
話
を
や
る
の

で
は
駄
目
だ
と
。
こ
れ
は
漢
文
の
授
業
に
は
特
に
大
事
じ
ず
な
い
か
つ
て
感

じ
が
し
ま
す
ね
え
。
さ
っ
き
大
木
さ
ん
も
言
っ
た
こ
と
な
ん
だ
け
れ
ど
も
。

そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
や
っ
ぱ
り
教
材
の
精
選
と
教
材
の
研
究
、
そ
れ
が

非
常
に
大
事
で
す
ね
。

大
木
そ
う
い
っ
た
感
動
を
も
た
ら
す
に
壌
え
る
、
探
究
に
値
す
る
教
材

で
す
ね
。

鎌
田
そ
う
で
す
、
そ
う
で
す
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
や
っ
ぱ
り
そ
れ

を
お
ろ
そ
か
に
し
て
、
そ
う
言
っ
た
ら
惑
い
け
れ
ど
、
投
げ
遣
り
的
な
授
業
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も
相
当
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
教
え
る
先
生
の
方
も
あ
ん
ま
り
、
漢
文
に

対
し
て
伺
っ
て
一
…
一
日
う
か
、
興
味
関
心
が
な
く
て
、
し
か
た
な
く
て
や
っ
て
る

の
で
は
、
こ
り
ゃ
生
徒
は
不
幸
だ
と
怒
う
ん
で
す

G

本
当
に
不
幸
で
す
よ
。

伊
藤
私
が
現
代
中
国
に
関
心
を
持
っ
た
の
に
は
竹
内
好
の
認
知
代
中
国

論
』
と
の
出
逢
い
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
広
く
中
間
の
こ
と
、
と
く
に
古

典
に
関
心
を
持
っ
た
出
発
点
と
い
う
も
の
は
、
今
考
え
て
み
る
と
、
中
学
校

の
担
任
が
漢
文
の
先
生
で
、
高
等
師
範
を
出
て
か
ら
ま
た
京
都
大
学
の
一
一
一
一
同
一
語

学
科
に
行
か
れ
た
と
か
で
、
変
わ
り
者
の
先
生
で
し
た
が
、
大
変
力
が
お
あ

り
に
な
っ
た
。
新
潟
県
の
方
で
し
た
。
い
つ
も
ヨ
レ
ヨ
レ
の
常
広
に
膝
の
抜

け
た
ズ
ボ
ン
裂
で
、
身
な
り
は
全
く
構
わ
れ
ず
、
弁
が
立
つ
わ
け
で
も
な
く

「
モ
グ
ラ
さ
ん
」
と
い
う
津
名
ど
お
り
ま
る
で
風
采
の
あ
が
ら
な
い
静
か
な

方
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
誠
実
で
、
僕
ら
深
く
尊
敬
し
て
い
た
。
軒
の
傾
い
た

小
さ
な
家
に
居
ら
れ
た
ん
で
す
か
、
そ
の
御
宅
の
到
る
処
に
線
装
本
が
山
積

み
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
ほ
ん
と
に
貧
乏
臭
い
お
部
鼠
に
、
卒
業
し
た

持
、
ご
捺
拶
が
し
た
く
て
、
初
め
て
う
か
が
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
時
、
例

の
「
日
に
一
…
一
た
び
省
み
る
」
と
い
う
匂
を
引
い
て
、
人
生
に
は
不
断
の
反
省

が
一
番
大
切
で
す
と
、
い
わ
ば
そ
れ
を
僕
の
人
生
へ
の
銭
け
の
一
言
葉
と
し
て

下
さ
っ
た
。
こ
の
時
の
様
子
は
今
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
か
ら
、
私

は
作
文
が
得
意
で
、
よ
く
い
い
点
を
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
あ
る
時
職
員
室

に
呼
ば
れ
ま
し
て
、
お
の
今
度
の
作
文
は
仲
々
よ
か
っ
た
が
、
「
文
章
に
は

論
と
駁
が
あ
り
ま
す
。
」
と
:
:
:
。

加
賀
「
ば
く
」
?
あ
あ
、
論
駁
、
反
駁
の
絞
ね
。

伊
藤
え
え
、
そ
れ
で
「
駁
の
文
章
は
、
そ
う
め
っ
た
に
書
い
て
は
い
け

ま
社
ん
口
」
と
叱
ら
れ
た
ん
で
す
。
昔
か
ら
、
な
ん
か
そ
う
い
う
文
章
書
い

た
ら
し
い
ん
で
す
ね
、
私
は
〈
笑
〉
。
そ
れ
で
叱
ら
れ
た
ん
で
す
が
、
叱
ら

れ
た
と
い
う
印
象
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
先
生
が
仰
言
っ
て
、
そ

の
先
生
に
対
す
る
何
て
一
一
一
一
向
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
や
っ
ぱ
り
人
格
的
な
傾
倒
と

言
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
私
に
と
っ
て
出
発
点
に
成
っ
て
い

る
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
そ
の
先
生
が
特
に
、
所
謂
道
徳
教
育
だ
か
人
間
教

育
を
や
っ
て
下
さ
っ
た
っ
て
い
う
訳
じ
ゃ
な
い
。
寧
ろ
そ
の
先
生
の
漢
文
の

実
力
み
た
い
な
も
の
に
僕
等
は
惹
か
れ
た
わ
け
で
す
。
脆
を
教
え
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
う
j
j
o
戦
争
中
で
す
か
ら
漢
文
使
っ
て
精
神
教
育
を
し
よ
う
と

し
て
下
さ
っ
て
い
た
先
生
も
お
ら
れ
た
わ
け
で
す
け
ど
も
、
そ
の
先
生
の
学

力
の
浅
薄
さ
っ
て
い
う
の
は
中
学
生
で
も
判
る
ん
で
す
ね
。
質
問
を
し
て
み

た
ら
実
力
な
か
っ
た
り
、
不
誠
実
だ
っ
た
り
:
:
:
。
で
す
か
ら
何
て
一
言
う
ん

で
し
ょ
う
ね
、
特
別
に
教
わ
っ
た
つ
も
り
も
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
例
え

ば
、
そ
の
先
生
が
、
朗
々
と
そ
れ
こ
そ
「
音
読
」
し
て
下
さ
っ
た
「
茨
下
の

関
」
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
そ
の
時
覚
え
、
今
に
到
る
ま
で
詰
ん
じ
て

い
る
ん
で
す
ね
。

鎌
田
そ
の
、
人
格
っ
て
い
う
か
、
そ
こ
ま
で
行
か
な
く
て
も
ね
え
、
と

に
か
く
漢
文
の
授
業
が
師
自
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
ね
、
そ
の
先
生
に
よ
っ

て
ア
の
あ
、
面
白
い
も
ん
だ
な
」
っ
て
い
う
、
そ
れ
を
ね
、
今
の
人
格
に
感

銘
し
た
と
か
、
そ
う
い
う
風
に
な
る
か
ど
う
か
は
あ
る
け
ど
も
ね
、
し
か
し

少
な
く
と
も
そ
れ
は
後
ろ
に
そ
の
先
生
の
深
い
造
詣
が
あ
っ
た
か
ら
な
ん
だ

ね
。
結
局
そ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
漢
文
の
授
業
っ
て
い
う
の
が
面
白
い
。

漢
文
っ
て
い
う
の
は
国
自
い
も
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ね
え
、

結
局
一
番
大
事
な
こ
と
な
ん
だ
ね
。
私
も
そ
れ
に
出
会
っ
た
か
ら
ね
、
自
然

に
そ
う
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
ど
う
し
て
、
自
分
が
漢
文
の
世
界
な
ん
か
に
来
た
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か
と
考
え
る
と
、
結
局
そ
れ
は
師
範
学
校
の
先
生
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
う
、

一
年
の
時
、
あ
の
渡
辺
先
生
で
す
か
:
:
:
。

月
調
い
や
僕
な
ど
は
、
満
州
に
就
職
し
て
一
月
し
か
教
え
て
い
な
い
ん

だ
け
ど
、
引
き
蛾
げ
て
来
た
学
生
が
皆
、
「
先
生
は
『
姑
蘇
域
外
寒
山
寺
』

と
い
う
の
を
、
泣
き
な
が
ら
教
え
た
よ
っ
て
言
う
ん
だ
ね
。
あ
れ
を
泣
き

な
が
ら
教
え
る
符
な
い
よ
な
、
常
識
か
ら
考
え
た
っ
て
(
笑
)

G

そ
う
い
う

伝
説
が
出
来
ち
ゃ
っ
て
る
わ
け
だ
よ
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
一
生
懸
命
ゃ
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
だ
。

加
賀
そ
れ
で
す
よ
。
結
局
さ
っ
き
の
情
熱
で
す
ね
。

鎌
田
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
問
題
は
、
や
っ
ぱ
り
漢
文
の
立
派
な
先
生

の
養
成
で
す
ね
。

加
賀
い
や
、
結
局
そ
れ
な
ん
で
す
よ
ね
。

鎌
田
そ
こ
に
つ
き
ま
す
よ
。

お
わ
り
に

伊
藤
時
間
も
過
ぎ
ま
し
た
の
で
、
最
後
に
、
先
生
方
か
ら
二
山
一
口
ず
っ
、

や
や
大
所
高
所
か
ら
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
根
本
的
に
考
え
て
、
今

後
、
漢
文
教
育
と
い
う
も
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
方
向
を
め
ざ
し
て
い
く
べ

、
、
、

き
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
の
ご
発
言
を
頂
け
れ
ば
と
存
じ
ま

す
が
'
，..•. 

大
木
今
の
ね
え
、
仰
一
一
一
一
口
っ
た
こ
と
を
、
桑
原
武
夫
さ
ん
が
ね
、
そ
っ
く

り
な
こ
と
言
っ
て
る
ん
で
す
。
「
古
典
の
、
学
校
教
育
な
い
し
一
般
的
な
普

及
を
望
む
な
ら
ば
、
専
門
的
知
識
と
現
実
感
覚
を
持
つ
優
れ
た
教
師
の
養
成

が
な
に
よ
り
も
大
切
で
あ
る
ご
と
こ
う
一
言
っ
て
ん
で
す
よ
。
続
い
て
「
古

典
の
価
値
は
、
そ
の
方
法
さ
え
よ
ろ
し
き
を
得
れ
ば
必
ず
や
発
揮
す
る
も
の

で
あ
る
己
と
、
絶
対
に
間
違
い
な
く
価
値
が
あ
る
ん
で
す
ね
、
こ
れ
ね
。

鎌
田
も
う
そ
れ
に
尽
き
る
よ
。

大
木
ま
あ
、
こ
れ
専
門
外
の
桑
原
さ
ん
の
言
う
こ
と
な
る
が
故
に
一
層

ね
、
や
っ
ぱ
り
我
々
と
し
て
は
き
ち
ん
と
開
い
て
い
い
と
思
う
ん
で
す

r

ね。

や
っ
ぱ
り
教
師
で
す
よ
。

伊
藤
ど
う
も
生
徒
の
問
題
じ
ゃ
な
く
て
、
我
々
の
問
題
だ
と
い
う
こ
と

.
ハ
笑
)
。

加
賀
い
や
、
結
局
、
漢
文
、
漢
文
と
一
一
添
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今
漢
文

は
位
置
付
け
と
し
て
関
誌
の
古
典
の
中
に
位
段
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

私
は
非
常
に
正
し
い
と
思
う
。
と
一
五
日
う
こ
と
は
、
や
は
り
意
識
と
し
て
常
に

持
つ
べ
き
こ
と
は
、
言
葉
に
よ
る
、
一
言
語
と
い
っ
て
も
い
い
ん
だ
け
れ
ど
、

そ
れ
に
よ
っ
て
物
を
考
え
、
感
じ
て
い
く
と
こ
ろ
の
言
葉
と
い
う
も
の
、
ま

た
、
言
葉
に
よ
っ
て
考
え
ま
た
感
じ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
先
程
一
一
一
一
向
っ
た

よ
う
に
、
日
本
あ
る
い
は
日
本
人
の
魂

i
l文
化
、
精
神
と
い
っ
て
も
い
い

ん
だ
け
れ
ど
も

i
ー
そ
の
会
部
ひ
っ
く
る
め
て
そ
の
根
本
を
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
や
は
り
漢
語
漢
文
の
持
つ
所
の
簡
潔
性
と
含
蓄
性
に
よ
っ
て

培
わ
れ
た
所
の
文
化
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
人
が
形
成
し
立
つ
伝
え
て

来
た
も
の
だ
。
こ
れ
は
正
し
く
継
承
し
ま
た
正
し
く
伝
え
て
行
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
も
の
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
う
い
う
意
味
に
お
い

て
の
、
漢
文
教
育
と
い
う
も
の
は
絶
対
に
失
つ
て
は
い
け
な
い
も
の
だ
。
日

本
の
今
の
精
神
と
文
化
の
継
承
と
発
展
の
た
め
に
そ
う
だ
と
私
は
考
え
る
。

そ
こ
で
そ
の
た
め
に
、
私
は
、
間
一
品
畑
の
人
で
も
、
皆
そ
の
ね
、
漢
文
漢
詩

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
一
つ
考
え
て
意
識
し
て
や

っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
、
そ
れ
を
抜
き
に
す
れ
ば
日
本
の
文
化
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と
い
う
も
の
が
一
つ
片
手
務
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ね
、

こ
の
際
一
つ
是
非
一
万
っ
て
お
き
た
い
。
具
体
的
な
こ
と
と
し
て
は
、
さ
き
ほ

、
、
、
、

ど
か
ら
何
度
も
伯
尚
っ
た
よ
う
に
ね
、
背
の
重
視
を
強
調
し
た
い
と
い
う
の

が
、
私
の
主
張
な
ん
で
す
。

伊
藤
月
洞
先
生
。

月
洞
私
か
ら
す
れ
ば
、
若
い
人
は
も
っ
と
勉
強
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
、

い
け
な
い
と
我
々
老
人
は
考
え
た
り
言
っ
た
り
す
る
け
れ
ど
も
、
若
い
人
は

そ
れ
な
り
に
勉
強
し
て
や
っ
て
い
る
ん
で
あ
っ
て
ね
え
、
そ
の
辺
の
こ
と
を

考
え
な
い
で
、
年
寄
り
の
考
え
で
物
を
一
一
お
っ
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
い
け
な
い
の

で
、
ま
あ
反
駁
さ
れ
れ
ば
反
駁
さ
れ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
ん
だ
っ
て
い
う
風

に
考
え
て
る
わ
け
だ
な
。
老
人
が
あ
ん
な
こ
と
言
っ
た
っ
て
し
ょ
う
が
な
い

じ
ゃ
な
い
か
つ
て
設
わ
れ
れ
ば
、
あ
あ
、
そ
り
ゃ
そ
う
だ
な
っ
て
い
う
気
に

な
っ
て
来
た
ね
こ
の
項
。
(
笑
)

伊
藤
故
後
に
大
木
先
生
と
鎌
問
先
生
に
一
一
万
ず
つ
御
発
一
一
一
一
口
頂
い
て
、
締

め
括
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

、、

大
木
僕
は
、
さ
っ
き
か
ら
の
鍛
笈
を
目
指
す
っ
て
い
う
こ
と
な
で
す

ね
、
浅
薄
に
川
飢
え
な
い
で
ほ
し
い
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。
作
品
の
本
質
を
摘

ん
だ
上
で
、
そ
の
本
質
的
側
飽
を
生
か
さ
ん
が
た
め
の
一
品
川
旬
指
導
で
も
あ
る

し
、
句
型
指
導
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
本
来
、
文
学

作
品
の
鑑
賞
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。
主
題
と
言

う
か
、
と
に
か
く
作
品
の
中
心
に
な
る
こ
と
を
偶
ま
え
て
、
そ
れ
ら
と
の
結

び
付
き
に
お
い
て
、
部
分
と
い
う
も
の
は
生
か
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

伊
藤
教
川
に
よ
る
主
題
の
把
握
、
が
ま
ず
先
だ
と
:
:
:
。

大
木
ど
か
ら
た
と
え
ば
コ
出
禁
の
興
亡
レ
の
指
埠
一
つ
に
し
て
も
、
ど

ん
な
に
綿
密
に
一
語
一
句
を
で
す
よ
、
訓
話
的
に
処
理
し
て
も
で
す
ね
、
あ

そ
こ
の
項
羽
、
最
後
の
場
面
に
で
す
ね
え
、
項
羽
が
「
笑
ひ
て
日
く
」
と
い

う
ね
、
あ
の
「
笑
い
い
を
本
当
に
玩
味
出
来
な
か
っ
た
ら
で
す
ね
、
玩
味
さ

せ
る
様
な
指
導
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
問
題
が
あ
る
と
思
う
ん
で

す
。
そ
れ
ま
で
「
怒
り
て
日
く
、
怒
り
て
臼
く
」
と
来
て
い
た
項
羽
が
、
最

後
に
い
っ
て
「
笑
ひ
て
臼
く
」
っ
て
い
う
、
あ
の
最
後
の
笑
い
は
非
常
な
意

味
を
持
っ
て
い
て
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
解
っ
て
初
め
て
、
項
羽
の
憎
患

と
い
う
も
の
が
、
摺
み
取
れ
る
ん
だ
し
、
ま
た
史
官
司
馬
濯
の
そ
の
意
図
も

判
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
し
:
:
:
。
実
は
そ
う
い
う
意
味
で
の
鑑
賞
を
目
指
し

た
指
導
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
漢
文
の
授
業
も
面
白
く
展
開
さ
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

伊
藤
鎌
問
先
生
二
一
一
問
。

鎌
田
い
や
、
も
う
、
申
し
上
げ
る
こ
と
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

や
っ
ぱ
り
、
漢
文
古
典
と
い
う
も
の
の
、
日
本
文
化
に
お
け
る
、
そ
の
位
霞

と
一
一
お
う
か
、
意
義
と
い
う
も
の
ね
、
そ
れ
と
、
そ
れ
か
ら
、
古
典
の
、
漢
文

古
典
の
現
代
的
意
義
で
す
ね
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
、
正
当
な
自
覚
、

日
伯
、
情
熱
を
持
っ
て
教
え
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
事
じ
々
な
い
か
と
い

う
こ
と
、
や
は
り
、
自
分
か
ら
自
ら
侮
っ
て
臨
ん
で
は
、
も
う
到
底
そ
の
成

果
を
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
お
話
し
し

て
お
き
ま
す
。

伊
藤
有
難
う
御
法
い
ま
し
た
。
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