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兼
好
法
師

徒
然
草

教科書
p.46～p.56

1
教
材
採
録
の
意
図

『
徒
然
草
』
は
日
本
古
典
文
学
の
傑
作
の
一
つ
で
あ
り
、
人
生
の
指
南
書
と
し
て
、

あ
る
い
は
優
れ
た
文
学
と
し
て
、
今
な
お
読
み
継
が
れ
て
い
る
。
先
人
の
も
の
の
見
方

や
感
じ
方
を
知
り
、
自
ら
の
生
き
方
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
現
代
を
生
き
る
高
校
生
に

と
っ
て
有
意
義
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
古
文
の
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、

現
代
の
暮
ら
し
や
感
性
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
知
る
こ
と
は
、
今
の
自
分
が
過

去
か
ら
未
来
へ
つ
な
が
る
大
き
な
流
れ
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
る
契

機
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
兼
好
の
も
の
の
見
方
が
よ
く
表
れ
て
い
る
も
の
、
自
ら
の
体
験
や
日
常

生
活
と
関
連
づ
け
て
読
め
る
も
の
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
章
段
を
選
び
採
録
し
た
。

「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」（
序
段
）
は
、
随
筆
の
本
質
を
簡
潔
に
言
い
当
て
て
い
る
。

基
礎
的
教
養
と
し
て
理
解
し
、
暗
唱
し
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に
」（
第
九
二
段
）
に
は
、
無
常
観
に
基
づ
く
発
想

が
見
ら
れ
、
身
近
な
事
例
と
も
結
び
つ
き
や
す
い
。

「
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
所
あ
り
」（
第
二
三
六
段
）
に
は
、
現
代
の
日
常
生
活
の
中
で

も
起
こ
り
得
る
で
き
ご
と
が
笑
い
話
の
体
裁
で
描
出
さ
れ
て
い
る
。

「
奥
山
に
、
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
あ
り
て
」（
第
八
九
段
）
で
は
、
心
理
と
事
実
と
の

関
係
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
あ
る
者
、
小
野
道
風
の
書
け
る
」（
第
八
八
段
）
で
は
、
繰
り
広
げ
ら
れ
る
理
屈
の

滑
稽
さ
、
筆
者
が
観
察
し
た
人
間
の
心
理
や
行
動
の
お
も
し
ろ
さ
な
ど
に
つ
い
て
、
自

由
な
話
し
合
い
が
期
待
で
き
る
。

「
雪
の
お
も
し
ろ
う
降
り
た
り
し
朝
」（
第
三
一
段
）
は
、
筆
者
の
自
然
観
や
美
意
識
、

風
流
な
態
度
に
つ
い
て
の
評
価
を
理
解
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。

「
神
無
月
の
こ
ろ
」（
第
一
一
段
）
で
は
、
風
景
の
中
に
発
見
し
た
風
流
と
無
風
流
の

対
比
を
描
い
て
い
る
。
兼
好
が
抱
い
た
も
の
と
似
た
よ
う
な
感
覚
は
、
生
徒
の
多
く
も

経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
「
家
居
の
つ
き
づ
き
し
く
」

（
第
一
〇
段
）
と
読
み
比
べ
る
こ
と
で
、
兼
好
の
美
意
識
や
洞
察
の
深
さ
に
迫
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
れ
ら
複
数
の
章
段
を
読
む
こ
と
で
、
古
文
独
特
の
表
現
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
古
文

の
世
界
が
自
分
た
ち
の
生
活
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
筆
者
兼

好
法
師
の
自
然
や
人
間
を
見
る
目
の
鋭
さ
や
感
じ
方
な
ど
を
理
解
し
味
わ
う
こ
と
を
ね

ら
い
と
し
た
。
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底
に
な
っ
て
い
る
世
界
観
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
文
体
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
つ
づ

く
諸
段
と
同
じ
時
期
に
成
っ
た
も
の
と
は
認
め
が
た
い
程
度
の
ち
が
い
が
感
じ
ら
れ

る
」（『
日
本
古
典
文
学
大
系　

方
丈
記　

徒
然
草
』
一
九
五
七
年
、
岩
波
書
店
）
と
し
て
、

成
立
を
二
期
に
分
け
る
考
え
方
を
示
し
た
。
こ
の
二
つ
の
説
を
ふ
ま
え
、
安
良
岡
康
作

氏
は
序
段
か
ら
三
二
段
ま
で
を
第
一
部
と
し
、
そ
れ
ら
は
一
三
一
九
（
元
応
元
）
年
ま

で
に
執
筆
さ
れ
、
三
三
段
以
降
が
一
三
三
〇
（
元
徳
二
）
年
か
ら
一
三
三
一
（
元
弘
元
）

年
の
間
に
な
り
、
そ
の
後
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
補
筆
・
改
訂
が
あ
っ
た
と
す
る
説
を

唱
え
（『
徒
然
草
全
注
釈
』
一
九
六
七
年
、
角
川
書
店
）、
現
在
で
は
こ
れ
が
基
本
的
に

支
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
逐
段
的
に
書
か
れ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
説
で
あ
る
が
、
後
に
段
の
入
れ

替
え
な
ど
が
行
わ
れ
た
と
す
る
編
集
説
も
あ
る
。
烏
丸
本
と
常
縁
本
で
は
章
段
配
列
が

異
な
る
こ
と
や
、
兼
好
自
撰
家
集
と
の
関
連
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
人
の
補
修

ま
で
想
定
す
る
藤
原
正
義
氏
の
説
、
兼
好
が
最
終
的
に
全
体
を
編
集
し
た
と
す
る
細
谷

直
樹
氏
、
宮
内
三さ
ん

二じ

郎ろ
う

氏
ら
の
説
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
定
説
と
な
る

に
は
至
っ
て
い
な
い
。

一
三
一
八
（
文
保
二
）
年
は
後
醍
醐
天
皇
即
位
の
年
で
、
皇
室
は
大
覚
寺
統
と
持じ

明み
ょ
う

院い
ん

統
の
二
派
が
対
立
、
一
方
で
鎌
倉
政
権
と
の
対
立
も
深
刻
化
し
、
一
三
三
一
（
元

弘
元
）
年
の
元
弘
の
乱
、
一
三
三
四
（
建
武
元
）
年
の
建
武
の
新
政
、
そ
し
て
南
北
朝

動
乱
へ
と
向
か
う
時
代
の
転
換
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
『
徒
然
草
』
を
執
筆
し
た
動

機
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
後
二
条
天
皇
の
御
子
で
あ
る
邦く
に

良よ
し

親
王
や
、
西

園
寺
実さ
ね

俊と
し

な
ど
に
進
上
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
す
る
貴き

顕け
ん

献け
ん

呈て
い

説
も
あ
る
が
、
ま
だ

十
分
に
論
証
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
当
時
は
精
神
的
に
も
乱
世
で
あ
り
伝
統

的
な
も
の
の
価
値
が
疑
わ
れ
か
け
て
い
た
と
し
て
、「
文
化
の
各
面
や
も
の
の
見
方
・

考
え
方
な
ど
に
お
け
る
王
朝
的
な
伝
統
の
保
持
こ
そ
が
、
彼
（
の
よ
う
な
知
識
階
級
）

に
と
っ
て
の
至
上
命
令
で
あ
り
、
そ
の
気
持
・
態
度
が
、
彼
を
し
て
『
徒
然
草
』
の
執

筆
に
か
り
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
福
田
秀
一
氏
の
「
危
機
意
識
」
説
（「
徒
然

草
の
出
典
と
源
泉
」『
國
文
學
解
釈
と
鑑
賞
』
432
、
一
九
七
〇
年
三
月
、
至
文
堂
）
は

広
く
支
持
を
得
た
。

2
作
品
の
解
説

❶ 

書
名

『
徒
然
草
』
の
書
名
が
初
め
て
文
献
に
表
れ
る
の
は
、
歌
人
の
正
徹
の
歌
論
書
『
正

徹
物
語
』（
一
四
五
〇
年
頃
成
立
）
で
、「
つ
れ
〴
〵
草
は
枕
草
子
を
つ
ぎ
て
書
き
た
る

も
の
也な
り

。」（
佐
佐
木
信
綱
『
日
本
歌
学
大
系
』〈
第
五
巻
〉
一
九
五
七
年
、
風
間
書
房
）

と
あ
る
。
成
立
か
ら
百
年
が
経
過
し
て
お
り
、
い
つ
頃
か
ら
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い

た
か
に
つ
い
て
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、『
つ
れ
づ
れ
種
』『
津
礼
津
礼
草
』『
寂
莫

草
』
な
ど
の
表
記
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
書
名
に
関
し
て
は
他
に
伝
わ
っ
て
い
る
異
称

は
な
く
、
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

書
名
が
序
段
冒
頭
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
」
に
基
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

「
草
」
に
つ
い
て
も
、
安や
す

良ら

岡お
か

康
作
氏
の
「
中
世
に
お
け
る
『
わ
ら
ひ
ぐ
さ
』『
な
ぐ
さ

め
草
』
な
ど
と
同
じ
く
、
自
分
の
書
き
つ
け
た
原
稿
・
文
章
を
謙
遜
し
て
言
っ
た
も
の
」

（『
新
訂
徒
然
草
』
一
九
八
五
年
、
岩
波
書
店
）
と
い
う
指
摘
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

❷ 

成
立

室
町
時
代
の
歌
人
、
三
条
西
実さ
ね

枝き

の
『
崑こ
ん

玉ぎ
ょ
く

集
』
で
は
、
今
川
了
俊
が
兼
好
の
侍

者
で
あ
っ
た
命み
ょ
う

松し
ょ
う

丸ま
る

に
命
じ
て
、
か
つ
て
兼
好
が
住
ん
で
い
た
吉
田
の
感
神
院
の

壁
に
張
ら
れ
て
い
た
反
故
や
写
経
の
裏
書
に
な
っ
て
い
た
も
の
を
取
り
集
め
、
と
も
に

編
集
し
『
徒
然
草
』
と
名
づ
け
た
と
す
る
が
、『
崑
玉
集
』
は
架
空
の
書
ら
し
く
、
現

在
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

成
立
論
と
し
て
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
橘
純
一
氏
の
説
で
、
文
中
の
官
職
名
や
人
物
称

呼
か
ら
書
か
れ
た
年
代
を
考
証
し
、
一
三
二
九
（
元
徳
元
）
年
か
ら
一
三
三
一
（
元
弘

元
）
年
秋
に
か
け
て
と
推
定
し
た
（『
日
本
古
典
全
書　

徒
然
草
』
一
九
四
七
年
、
朝

日
新
聞
社
）。
こ
れ
に
対
し
て
西
尾
実
氏
は
、「
は
じ
め
の
三
十
段
ぐ
ら
い
は
、
そ
の
根
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4
学
習
指
導
の
展
開
と
評
価

❶ 
評
価
規
準

知
識
・
技
能

❶
文
章
の
意
味
は
、
文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。（
⑴
エ
）

知
識
・
技
能

❷
古
典
の
世
界
に
親
し
む
た
め
に
、
古
典
を
読
む
た
め
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
き
ま
り
、
古
典
特
有
の
表
現
な
ど
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。（
⑵
ウ
）

知
識
・
技
能

❸
時
間
の
経
過
や
地
域
の
文
化
的
特
徴
な
ど
に
よ
る
文
字
や
言
葉
の
変
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
し

て
い
る
。（
⑵
エ
）

知
識
・
技
能

❹
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
に
つ
な
が
る
読
書
の
意
義
と
効
用
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。（
⑵
カ
）

思
考
・
判
断
・
表
現
❶
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に
的
確
に
捉
え
て
い
る
。（
Ｂ
ア
）

思
考
・
判
断
・
表
現
❷
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、
作
品
や
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
捉
え
、
内
容
を
解
釈
し
て
い
る
。（
Ｂ
イ
）

思
考
・
判
断
・
表
現
❸
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
仕
方
、
表
現
の
特
色
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
。（
Ｂ
ウ
）

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

進
ん
で
文
章
の
意
味
は
文
脈
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
、
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
を
捉
え
て
内
容
を
解
釈
し
、
学
習
課
題
に
そ
っ
て
作
品
の
内
容

に
つ
い
て
討
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

❷ 

学
習
指
導
の
展
開
例 

﹇
３
〜
５
時
間
を
想
定
﹈

時
間

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

参考 つれづれなるままに
ある人、弓射ることを習ふに

導
入

１　

序
段
を
読
み
、
執
筆
の
動
機
、
内
容
、
態
度
に
つ
い
て
読
み
取
る
。

 ●
随
筆
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
。

展
開

２　

第
九
二
段
を
読
み
、
大
意
を
つ
か
む
。

３　

筆
者
が
ど
の
よ
う
な
心
構
え
を
説
い
て
い
る
か
を
具
体
的
に
説
明
す
る
。

 
課
題
一

 ●
助
動
詞
「
む
（
ん
）」「
べ
し
」
の
用
法
を
確
認
し
な
が
ら
、
内
容
を

捉
え
さ
せ
る
。 

語
句
と
表
現

 ●
前
半
と
後
半
と
が
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
る
か
に
注
意
さ
せ
る
。

ま
と
め

４　

筆
者
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
体
験
を
も
と
に
話
し
合

う
。 

課
題
二

 ●
根
拠
と
な
る
体
験
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
自
由
に
発
言
さ
せ
る
。
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丹波に出雲といふ所あり

導
入

１　

第
二
三
六
段
を
読
み
、
大
意
を
つ
か
む
。

 ●
主
語
を
確
認
し
な
が
ら
、
内
容
を
捉
え
さ
せ
る
。

展
開

２　

上
人
の
行
動
と
心
の
動
き
を
順
を
追
っ
て
整
理
す
る
。 

課
題
一

 ●
人
物
の
感
情
が
書
か
れ
た
部
分
を
指
摘
さ
せ
る
。

 ●
形
容
詞
・
形
容
動
詞
に
着
目
し
て
、
心
の
動
き
を
捉
え
さ
せ
る
。 

 
語
句
と
表
現

ま
と
め

３　

最
後
の
一
文
に
こ
め
ら
れ
た
筆
者
の
思
い
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

 

課
題
二

 ●
批
判
や
共
感
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
出
さ
せ
る
。
似
た
よ
う
な

体
験
や
、
そ
の
時
に
感
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
発
表
さ
せ
て
も
よ
い
。

奥山に、猫またと
いふものありて

導
入

１　

第
八
九
段
を
読
み
、
大
意
を
つ
か
む
。

 ●「
猫
ま
た
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
る
。

展
開

２　

う
わ
さ
を
聞
い
た
法
師
の
心
理
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
抜
き
出
す
。

 

課
題
一

 ●
格
助
詞
「
の
」、
助
動
詞
「
な
り
」
の
用
法
を
確
認
し
な
が
ら
、
内

容
を
捉
え
さ
せ
る
。 

語
句
と
表
現

 ●
前
半
か
ら
心
理
状
態
を
、
後
半
か
ら
事
実
誤
認
で
あ
る
こ
と
を
読
み

取
ら
せ
る
。

ま
と
め

３　

法
師
の
心
理
状
態
を
読
み
取
り
、
法
師
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
話
し
合
う
。

 

課
題
二

 ●
思
い
込
み
に
よ
る
誤
解
の
例
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、
考
え
を
交
流
さ

せ
る
。

ある者、小野道風の
書ける

導
入

１　

第
八
八
段
を
読
み
、
大
意
を
つ
か
む
。

 ●「
あ
る
者
」
の
理
屈
の
滑
稽
さ
に
気
づ
か
せ
る
。

展
開

２　
「
あ
る
人
」
の
指
摘
す
る
内
容
を
整
理
す
る
。

 

課
題
一

 ●
脚
注
を
参
照
し
、
人
物
の
生
没
年
の
関
係
を
確
認
さ
せ
る
。

 ●
係
助
詞
「
こ
そ
」
に
着
目
し
、
結
び
に
つ
い
て
確
認
し
な
が
ら
、
指

摘
の
内
容
を
捉
え
さ
せ
る
。 

語
句
と
表
現

ま
と
め

３　

筆
者
が
ど
の
よ
う
な
点
に
興
味
を
感
じ
た
の
か
、
話
し
合
う
。

 

課
題
二

 ●
直
接
書
か
れ
て
い
な
い
筆
者
の
「
あ
る
者
」
へ
の
評
価
に
つ
い
て
考

え
さ
せ
る
。
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雪のおもしろう
降りたりし朝

導
入

１　

第
三
一
段
を
読
み
、
大
意
を
つ
か
む
。

 ●
主
語
を
確
認
し
な
が
ら
、
内
容
を
捉
え
さ
せ
る
。

展
開

２　

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
「
口
惜
し
き
」
な
の
か
、
説
明
す
る
。

 

課
題
一

 ●
助
動
詞
「
べ
き
」
の
用
法
を
確
認
し
な
が
ら
、
内
容
を
捉
え
さ
せ
る
。

 

語
句
と
表
現

 ●
自
然
に
対
す
る
美
意
識
や
風
流
な
態
度
に
つ
い
て
読
み
取
ら
せ
る
。

ま
と
め

３　

最
後
の
一
文
に
こ
め
ら
れ
た
筆
者
の
思
い
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

 

課
題
二

 ●
手
紙
の
相
手
が
筆
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
を

考
え
さ
せ
る
。

神無月のころ

導
入

１　

第
一
一
段
を
読
み
、
大
意
を
つ
か
む
。

 ●
各
自
の
理
想
と
す
る
暮
ら
し
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

展
開

２　

山
里
の
庵
の
様
子
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

 

課
題
一

 ●
助
動
詞
「
き
」
に
着
目
し
、
筆
者
の
体
験
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を

お
さ
え
さ
せ
る
。 

語
句
と
表
現

 ●
和
歌
的
な
表
現
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
を
捉
え
さ
せ
る
。

ま
と
め

３　

筆
者
が
「
こ
と
さ
め
」
た
理
由
に
つ
い
て
、
話
し
合
う
。

 

課
題
二

 ●
筆
者
の
求
め
る
生
き
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
と
比
べ
な
が
ら
話

し
合
わ
せ
る
。

評価

知
識
・
技
能　

⑴
エ
、
⑵
ウ
・
エ

　
評
価
の
実
際
▼ 

古
文
の
言
葉
や
助
動
詞
の
用
法
な
ど
に
注
意
し
て
内
容
を
読
み
取
り
、
文
章
に
こ
め
ら
れ
た
筆
者
の
も
の
の
見
方
や
思
い
を
捉
え
て
い

る
。﹇
記
述
の
確
認
﹈

思
考
・
判
断
・
表
現　

Ｂ
ア
・
イ

　
評
価
の
実
際
▼ 

文
章
の
展
開
を
叙
述
を
基
に
的
確
に
読
み
取
り
、文
章
に
表
れ
て
い
る
筆
者
の
も
の
の
見
方
、考
え
方
を
捉
え
て
い
る
。﹇
記
述
の
確
認
﹈
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学びを広げる

１　

第
一
〇
段
を
読
み
、
大
意
を
つ
か
む
。

２　

第
一
一
段
と
比
較
し
、
筆
者
の
受
け
止
め
方
の
違
い
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

 ●
第
一
〇
段
と
第
一
一
段
の
共
通
点
や
相
違
点
を
指
摘
さ
せ
、
筆
者
の

美
意
識
や
無
常
観
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。

評価

知
識
・
技
能　

⑵
カ

　
評
価
の
実
際
▼ 

古
典
作
品
を
読
み
比
べ
る
こ
と
で
日
本
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
、
古
典
を
読
む
こ
と
の
意
義
や
効
用
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。

﹇
行
動
の
観
察
﹈

思
考
・
判
断
・
表
現　

Ｂ
ウ

　
評
価
の
実
際
▼ 

古
典
作
品
を
読
み
比
べ
て
文
章
の
展
開
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
。﹇
記
述
の
確
認
﹈

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

　
評
価
の
実
際
▼ 

文
章
の
意
味
は
文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
進
ん
で
理
解
し
、
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
を
捉
え
て
内
容
を
解
釈
し
、
学

習
課
題
に
そ
っ
て
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
討
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
。﹇
行
動
の
観
察
﹈
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あ
る
人
、
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
に

❶ 

大
意

初
心
者
が
二
本
の
矢
を
持
っ
て
的
に
向
か
う
と
、
一
本
目
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
が
生
じ
る
か
ら
よ
く
な
い
、
と
弓
の
師
が
弟
子
を
戒
め
た
が
、
こ
の
こ
と
は
万
事
に
通
じ
る
。

仏
道
を
修
行
す
る
者
で
も
、
先
々
の
時
間
を
あ
て
に
し
て
し
ま
う
。
一
瞬
の
間
に
も
存
在
す
る
油
断
し
怠
る
心
に
気
づ
き
、
な
す
べ
き
こ
と
を
た
だ
ち
に
す
る
こ
と
は
甚
だ
難
し
い
。

❷ 

構
成

〈
第
一
段
落
〉

初
め
〜

47
・
２
「
…
…
わ
た
る
べ
し
。」

弓
を
射
る
時
に
怠
惰
の
心
が
生
じ
る
こ
と

弓
を
習
う
時
に
、「
初
心
者
が
二
本
の
矢
を
持
っ
て
的
に
向
か
う
と
、
一
本
目
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
が
生
じ
る
の
で
、
一
本
に

集
中
せ
よ
」
と
師
が
戒
め
た
。
そ
の
つ
も
り
が
な
く
て
も
油
断
し
怠
る
心
が
生
じ
る
こ
と
を
、
師
は
気
づ
い
て
い
る
の
だ
。
こ
の
戒

め
は
万
事
に
通
じ
る
。

〈
第
二
段
落
〉

47
・
３
「
道
を
学
す
る
人
、
…
…
」

〜
終
わ
り

怠
惰
の
心
を
抑
え
る
こ
と
の
難
し
さ

仏
道
修
行
で
も
、
先
々
に
時
間
が
あ
る
と
考
え
て
、
あ
と
で
修
行
し
よ
う
と
考
え
て
し
ま
う
。
ま
し
て
一
瞬
の
う
ち
に
油
断
し
怠

る
心
が
あ
る
こ
と
に
は
気
づ
か
な
い
。
現
在
の
一
瞬
に
お
い
て
た
だ
ち
に
実
行
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
難
し
い
の
か
。
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❸ 

品
詞
分
解
と
口
語
訳

　

❶
あ
る
人
が
、
弓
を
射
る
こ
と
を
習
う
時
に
、
二
本
の
矢

を
手
に
挟
み
持
っ
て
的
に
向
か
う
。

❷
師
が
言
う
こ
と
に
は
、
❸
「
初
心
者
は
、
二
本
の
矢
を
持

っ
て
は
い
け
な
い
。

❹
（
そ
う
す
る
人
に
は
）
あ
と
の
矢
を
あ
て
に
し
て
、
初
め
の

矢
に
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
が
あ
る
（
か
ら
で
あ
る
）。

❺
（
的
に
向
か
う
）
そ
の
つ
ど
た
だ
当
た
る
か
当
た
ら
な
い
か

と
思
い
悩
む
こ
と
な
く
、
こ
の
一
本
の
矢
で
決
め
よ
う
と
思

え
。」
と
言
う
。

❻
わ
ず
か
に
二
つ
の
矢
（
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
）、
師
の
前

で
一
つ
を
い
い
か
げ
ん
に
し
よ
う
と
思
う
だ
ろ
う
か
、
い
や
、

思
わ
な
い
。

❼
（
し
か
し
）
怠
け
心
（
が
生
じ
る
こ
と
）
は
、
自
分
自
身
は

気
が
つ
か
な
く
て
も
、
師
は
こ
れ
に
気
づ
く
。

　

❶
あ
る　

人ひ
と

、
弓ゆ

み　
　
　

射い

る　
　
　

こ
と　
　

を　
　
　

習な
ら

ふ　
　
　

に
、　

諸も
ろ

矢や　
　

を　
　

た
ば
さ
み　
　

て　
　

的ま
と　

　

に　
　
　

向む

か
ふ
。　

❷
師し　
　

の　
　

い
は
く
、　

❸
「
初し

よ

心し
ん　

　

の　
　

人ひ
と

、
二ふ

た

つ　
　

の　
　

矢や　

　

を　
　
　

持も

つ　
　

こ
と　
　

な
か
れ
。　

❹
の
ち　
　

の　
　

矢や　
　

を　
　

　

頼た
の

み　
　
　

て
、　

初は
じ

め　
　

の　
　

矢や　
　

に　
　
　

な
ほ
ざ
り　
　
　

の　

 

心こ
こ
ろ　

　

あ
り
。　

❺
毎ま

い

度ど　

た
だ　

得と
く

失し
つ　

　

な
く
、　
　

こ　
　
　

の　
　

一ひ
と

矢や　
　

に　
　
　
　

定さ
だ

む　
　
　
　

 

べ
し 　
　
　

と　
　
　

 

思お
も

へ
。」 　

　

と　
　
　

言い

ふ
。　

❻　

わ
づ
か
に　
　

二ふ
た

つ　
　

の　
　

矢や

、
師し　
　

の　
　

前ま
へ　

　

に
て　
　

一ひ
と

つ　
　

を　
　
　

お
ろ
か
に　
　
　
　

せ　
　
　
　
　

ん　
　

　

と　
　
　

思お
も

は　
　
　
　

ん　
　
　
　

や
。

❼
懈け

怠だ
い　

　

の　
　

心こ
こ
ろ、
自み
づ
から　

　

知し

ら　
　
　
　

ず　
　
　
　

と　
　

連
体

動
（
ヤ
上
一
・
連
体
）

格
助
（
対
象
）

動
（
ハ
四
・
連
体
）

格
助
（
時
間
）

格
助
（
対
象
）

動
（
マ
四
・
連
用
）

接
助
（
単
接
）

格
助
（
対
象
）

動
（
ハ
四
・
終
止
）

格
助
（
主
格
）

連
語

格
助
（
体
修
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
対
象
）

動
（
タ
四
・
連
体
）

形
（
ク
・
命
令
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
対
象
）

動
（
マ
四
・
連
用
）

接
助
（
単
接
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
場
所
）

形
動
（
ナ
リ
・
語
幹
）

格
助
（
体
修
）

動
（
ラ
変
・
終
止
）

副

副

形
（
ク
・
連
用
）

代
名

格
助
（
体
修
）

格
助
（
手
段
）

動
（
マ
下
二
・
終
止
）

助
動
（
意
志
・
終
止
）

格
助
（
引
用
）

動
（
ハ
四
・
命
令
）

格
助
（
引
用
）

動
（
ハ
四
・
終
止
）

形
動
（
ナ
リ
・
連
用
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
体
修
）

格
助
（
場
所
）

格
助
（
対
象
）

形
動
（
ナ
リ
・
連
用
）

動
（
サ
変
・
未
然
）

助
動
（
意
志
・
終
止
）

格
助
（
引
用
）

動
（
ハ
四
・
未
然
）

助
動
（
推
量
・
終
止
）

係
助
（
反
語
）

格
助
（
体
修
）

動
（
ラ
四
・
未
然
）

助
動
（
打
消
・
終
止
）

格
助
（
引
用
）
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❽
こ
の
戒
め
は
、
万
事
に
通
じ
る
は
ず
だ
。

　

❾
仏
道
を
修
行
す
る
人
は
、
夕
方
に
は
翌
朝
が
あ
る
よ
う

な
こ
と
を
思
い
、
翌
朝
に
は
夕
方
が
あ
る
よ
う
な
こ
と
を
思
っ

て
、（
そ
の
時
に
）
も
う
一
度
丁
寧
に
修
行
し
よ
う
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
思
い
定
め
る
。

　　　　
10
ま
し
て
ほ
ん
の
一
瞬
の
う
ち
に
お
い
て
、
怠
け
心
が
あ
る

こ
と
を
気
づ
く
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
気
づ
か
な
い
。

11
ど
う
し
て
、
今
現
在
の
一
瞬
に
お
い
て
、
た
だ
ち
に
実
行

す
る
こ
と
が
（
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
）
た
い
へ
ん
難
し
い
の
か
。

　
　

い
へ　
　
　

ど
も
、　
　

師し　

こ
れ　
　

を　
　
　

知し

る
。　

❽ 

こ 　

　

の　
　

戒い
ま
しめ

、
万ば

ん

事じ　
　

に　
　
　

わ
た
る　
　
　

べ
し
。　

　

❾
道み

ち　
　

を　
　

 

学が
く

す
る 　

人ひ
と

、
夕ゆ
ふ

べ　
　

に　
　
　

は　
　

朝あ
し
た　

　

あ
ら　
　
　
　

ん　
　
　

こ
と　
　

を　
　
　

思お
も

ひ
、　

朝あ
し
た　

　

に　
　
　

は　

　

夕ゆ
ふ

べ　
　

あ
ら　
　
　
　

ん　
　
　

こ
と　
　

を　
　
　

思お
も

ひ　
　
　

て
、　

　

 

重か
さ

ね 　
　
　

て　
　

ね
ん
ご
ろ
に　
　

修し
ゆ

せ　
　
　
　

ん　
　
　

こ
と　

　

を　
　
　

期ご

す
。　

10
い
は
ん
や　

一い
つ

刹せ
つ

那な　
　

の　
　

う
ち　
　

に　
　

お
い
て
、
懈け

怠だ
い　

　

の　
　

心こ
こ
ろ　

　

あ
る　
　

こ
と　
　

を　
　
　

知し

ら　
　

　
　

ん　
　
　
　

や
。　

11
な
ん
ぞ
、
た
だ
今い

ま　
　

の　
　

一い
ち

念ね
ん　

　

に　
　

お
い
て
、
た
だ
ち
に　
　

す
る　
　

こ
と　
　

の　
　

は
な
は
だ　
　

難か
た

き
。

 
（
第
九
二
段
）

動
（
ハ
四
・
已
然
）

接
助
（
逆
接
恒
常
）

代
名

格
助
（
対
象
）

動
（
ラ
四
・
終
止
）

代
名

格
助
（
体
修
）

格
助
（
対
象
）

動
（
ラ
四
・
終
止
）

助
動
（
当
然
・
終
止
）

格
助
（
対
象
）

動
（
サ
変
・
連
体
）

格
助
（
時
間
）

係
助
（
区
別
）

動
（
ラ
変
・
未
然
）

助
動
（
婉
曲
・
連
体
）

格
助
（
対
象
）

動
（
ハ
四
・
連
用
）

格
助
（
時
間
）

係
助
（
区
別
）

動
（
ラ
変
・
未
然
）

助
動
（
婉
曲
・
連
体
）

格
助
（
対
象
）

動
（
ハ
四
・
連
用
）

接
助
（
単
接
）

動
（
ナ
下
二
・
連
用
）

接
助
（
単
接
）

形
動
（
ナ
リ
・
連
用
）

動
（
サ
変
・
未
然
）

助
動
（
婉
曲
・
連
体
）

格
助
（
対
象
）

動
（
サ
変
・
終
止
）

副

格
助
（
体
修
）

格
助
（
時
間
）

連
語

格
助
（
体
修
）

動
（
ラ
変
・
連
体
）

格
助
（
対
象
）

動
（
ラ
四
・
未
然
）

助
動
（
推
量
・
終
止
）

係
助
（
反
語
）

副

格
助
（
体
修
）

格
助
（
時
間
）

連
語

副

動
（
サ
変
・
連
体
）

格
助
（
主
格
）

副

形
（
ク
・
連
体
）

随
筆
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❸ 

展
開
図

〈
第
一
段
落
〉

●
弓
を
習
う
人

…
…

二
つ
の
矢
を
持
つ
と
、
あ
と
の
矢
を
あ
て
に
し

て
、
初
め
の
矢
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
が
生

じ
る
。

　
　
　自
分
で
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に

　
　
　「懈
怠
の
心
」
が
生
じ
る
。

　
　師
「
こ
の
一
本
の
矢
で
決
め
よ
う
と
思
え
。」

　
　
　
　
　

  

こ
の
戒
め
は
、
万
事
に
通
じ
る
。

〈
第
二
段
落
〉

●
仏
道
修
行
す
る
人

…
…

夕
方
に
は
翌
朝
、
翌
朝
に
は
夕
方
と
、
先
々
の

時
間
を
あ
て
に
し
て
、
も
う
一
度
修
行
し
よ
う

と
す
る
。

ま
し
て
、
一
瞬
の
間
に
「
懈
怠
の
心
」
が
生
じ

る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
が
な
い
。

そ
の
時
々
に
す
ぐ
に
実
行
す
る
こ
と
が
、

ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
難
し
い
の
か
。

＝

❹ 

語
句
・
文
脈
の
解
説

46
ペ
ー
ジ

1 

諸
矢　
﹇
的
に
向
か
う
時
に
作
法
と
し
て
持
つ
、
二

本
一
組
の
矢
。﹈
こ
れ
を
一ひ
と

手て

矢や

と
も
い
い
、
初
め

に
射
る
の
を
甲は

矢や

、
後
で
射
る
の
を
乙お
と

矢や

と
い
う
。

1 

た
ば
さ
み
て　
手
に
挟
み
持
っ
て
。
甲
矢
を
つ
が
え

る
時
、
乙
矢
は
指
に
挟
む
。

1 

師
の
い
は
く　
師
が
言
う
こ
と
に
は
。「
の
」は
主
格
。

「
い
は
く
」
は
動
詞
「
言
ふ
」
の
未
然
形
に
引
用
文

を
導
く
接
尾
語
「
く
」
が
つ
い
た
も
の
。

2 

初
心
の
人　
初
心
者
。

2 

持
つ
こ
と
な
か
れ　

持
っ
て
は
い
け
な
い
。「
な
か

れ
」
は
形
容
詞
「
な
し
」
の
命
令
形
で
、
禁
止
を
表
す
。

2 

な
ほ
ざ
り
の
心　

い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
。「
な
ほ

ざ
り
」
は
、
本
気
で
は
な
く
粗
末
に
扱
う
こ
と
。
こ

こ
で
は
、
あ
と
の
矢
が
あ
る
か
ら
初
め
の
矢
は
外
れ

て
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え
る
こ
と
。

問 

「
な
ほ
ざ
り
の
心
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
心
か
。

答 

外
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え
る
、
い
い
か
げ

ん
に
扱
う
心
。

3 

得
失　
﹇
成
功
と
失
敗
。
こ
こ
で
は
当
た
る
か
当
た

ら
な
い
か
と
い
う
迷
い
の
心
。﹈「
得
失
な
く
」
は
、

当
た
る
か
当
た
ら
な
い
か
と
思
い
悩
む
こ
と
な
く
、

の
意
。

3 

定
む
べ
し　

決
め
よ
う
。「
定
む
」
は
決
着
を
つ
け

る
意
。「
べ
し
」
は
文
法
的
意
味
の
豊
富
な
助
動
詞

だ
が
、
経
験
や
道
理
に
照
ら
し
て
当
然
だ
と
確
信
を

も
っ
て
推
量
す
る
の
が
本
義
。
こ
こ
で
は
「
意
志
」

を
表
し
て
い
る
。

脚問 

「
定
む
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答 

決
着
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
。

「
べ
し
」
と
「
む
」

「
べ
し
」
は
推
量
・
意
志
・
可
能
・
当
然
・
命
令
・

適
当
、「
む
」
は
推
量
・
意
志
・
仮
定
・
勧
誘
・
婉
曲
・

適
当
を
表
す
助
動
詞
で
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い

が
、「
べ
し
」
の
ほ
う
が
よ
り
強
い
意
志
や
確
信
の

あ
る
推
量
を
表
す
。「
む
」の
打
消
が「
じ
」、「
べ
し
」

の
打
消
が
「
ま
じ
」
で
、
や
は
り
「
ま
じ
」
が
よ
り

強
い
調
子
で
あ
る
こ
と
も
あ
わ
せ
て
押
さ
え
て
お
き

た
い
。

47
ペ
ー
ジ

1 

お
ろ
か
に
せ
ん
と　

い
い
か
げ
ん
に
し
よ
う
と
。

「
お
ろ
か
な
り
」
は
、
い
い
か
げ
ん
で
あ
る
、
疎
略
だ
、

の
意
。「
お
ろ
か
に
」
は
形
容
動
詞
「
お
ろ
か
な
り
」

の
連
用
形
、「
せ
」
は
動
詞
「
す
」
の
未
然
形
、「
ん
」

は
意
志
の
助
動
詞
。
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二 随筆

問 

「
道
を
学
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答 

仏
の
道
を
学
ぶ
こ
と
。
仏
道
を
修
行
す
る
こ
と
。

3 

朝
あ
ら
ん
こ
と
を
思
ひ　

翌
朝
が
あ
る
よ
う
な
こ

と
を
思
い
。「
朝
」
は
「
朝
・（
何
か
あ
っ
た
日
の
）

翌
朝
」
の
意
。
こ
こ
で
は
、
夕
方
に
学
ん
で
い
る
人

が
翌
朝
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。「
ん
」
は
婉
曲
の

助
動
詞
で
、「
こ
と
」
に
か
か
る
連
体
形
で
あ
る
。

「
夕
べ
」
と
「
朝
」

「
夕
べ
」
と
「
朝
」
に
つ
い
て
は
、「
朝ニ

聞キ
テ
ハレ 

道ヲ

、

夕ベ
ニ

 

死ス
ト
モ

　

可ナ
リ

 

矣
」（『
論
語
』
里
仁
篇
）
や
「
あ
る
い

は
露
落
ち
て
花
残
れ
り
。
残
る
と
い
へ
ど
も
朝
日
に

枯
れ
ぬ
。
あ
る
い
は
花
し
ぼ
み
て
露
な
ほ
消
え
ず
。

消
え
ず
と
い
へ
ど
も
夕
べ
を
待
つ
こ
と
な
し
。」

（『
方
丈
記
』）
を
想
起
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
本
段
の

表
現
は
「
夕
べ
↓
朝
↓
夕
べ
…
…
」
と
繰
り
返
さ
れ

て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
妙
味
が
あ
る
。

4 

重
ね
て　
も
う
一
度
。
そ
の
時
に
な
っ
て
か
ら
ま
た
、

の
意
。「
夕
べ
」「
朝
」
と
い
う
そ
の
時
々
に
も
学
ん

で
い
る
の
だ
が
、
次
の
「
朝
」「
夕
べ
」
に
も
う
一

度
学
ぼ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

問 

「
重
ね
て
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。

答 

も
う
一
度
。（
そ
の
時
に
な
っ
て
か
ら
）
ま
た
。

4 

ね
ん
ご
ろ
に　

丁
寧
に
。「
ね
ん
ご
ろ
な
り
」
は
、

丁
寧
だ
。
一
途
だ
。「
ね
も
こ
ろ
な
り
」
の
変
化
し

た
形
。

＊
お
ろ
か
な
り　
﹇
形
動
ナ
リ
﹈
①
い
い
か
げ
ん
で

あ
る
。
お
ろ
そ
か
で
あ
る
。
②
（「
い
ふ
は
」「
い

ふ
も
」
な
ど
に
続
け
て
）
言
い
つ
く
せ
な
い
。
不

十
分
だ
。
③
愚
か
だ
。
④
未
熟
だ
。
不
器
用
だ
。

1 

思
は
ん
や　

思
う
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
思
わ
な
い
。

「
ん
」
は
推
量
の
助
動
詞
、「
や
」
は
係
助
詞
の
文
末

用
法
で
、
反
語
を
表
す
。
こ
こ
で
は
、
文
末
に
用
い

ら
れ
て
終
助
詞
的
な
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
。

問 

「
思
は
ん
や
」
の
「
や
」
の
文
法
的
意
味
は
何
か
。

答 

反
語
。

1 

懈
怠
の
心　
﹇
怠
け
心
。﹈前
出
の「
な
ほ
ざ
り
の
心
」

と
同
義
で
あ
る
。

2 

自
ら　
自
分
自
身
は
。
解
釈
に
二
通
り
の
説
が
あ
る
。

① 

副
詞
と
す
る
説
…
…
「
自
分
の
力
で
は
（
気
づ
か

な
く
て
も
）」
と
な
る
。

② 

名
詞
と
す
る
説
…
…
「
自
分
自
身
は
（
気
づ
か
な

く
て
も
）」
と
な
る
。

こ
こ
で
は
、「
師
こ
れ
を
知
る
」
と
と
も
に
「
自

分
自
身
は
気
づ
か
な
い
」「
師
は
気
づ
く
」
と
対
比

さ
れ
て
い
る
と
解
し
、
②
に
従
う
。

2 

知
ら
ず
と
い
へ
ど
も　
気
が
つ
か
な
く
て
も
。
接
続

助
詞
の
「
ど
も
」
は
活
用
語
の
已
然
形
に
接
続
し
て
、

①
逆
接
の
確
定
条
件
「
…
け
れ
ど
も
、
…
ど
も
」、

あ
る
い
は
②
逆
接
の
恒
常
条
件
「（
た
と
え
）…
て
も
、

…
て
も
必
ず
」
の
意
を
表
す
。
②
は
、
あ
る
条
件
の

下
で
は
い
つ
も
、
後
続
の
そ
こ
か
ら
予
想
さ
れ
る
事

柄
に
反
す
る
結
果
が
成
立
す
る
こ
と
を
表
す
用
法

だ
が
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、
中
世
以
降
「
た
と
ひ

…
ど
も
」
の
形
で
逆
接
の
仮
定
条
件
を
表
す
こ
と
が

あ
る
。

2 

こ
れ
を
知
る　

こ
れ
に
気
づ
く
。「
こ
れ
」
は
、
弓

を
射
る
人
に
懈
怠
の
心
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指

す
。脚問 

「
こ
れ
」
は
何
を
指
す
か
。

答 

懈
怠
の
心
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

2 

こ
の
戒
め　
師
の
「
初
心
の
人
、
二
つ
の
矢
を
持
つ

こ
と
な
か
れ
。
…
…
こ
の
一
矢
に
定
む
べ
し
と
思

へ
。」
と
い
う
言
葉
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
自
分
で

も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
懈
怠
の
心
が
生
じ
る
の
で
、

常
に
そ
の
時
限
り
だ
と
思
っ
て
全
力
を
尽
く
す
べ

き
だ
と
い
う
こ
と
。

問 

「
こ
の
戒
め
」
の
内
容
を
説
明
せ
よ
。

答 

自
分
で
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
懈
怠
の
心
が
生

じ
る
の
で
、
常
に
そ
の
時
限
り
だ
と
思
っ
て
全

力
を
尽
く
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。

2 

万
事
に
わ
た
る
べ
し　

万
事
に
通
じ
る
は
ず
だ
。

「
べ
し
」
は
当
然
の
助
動
詞
。
前
ペ
ー
ジ
「『
べ
し
』

と
『
む
』」
参
照
。

3 

道　
仏
の
道
の
こ
と
。

①
仏
の
道
の
こ
と
。

②
学
問
・
芸
術
・
精
神
修
養
な
ど
の
こ
と
。

と
二
説
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「『
学
道
人
』（
仏
教

に
お
い
て
、
仏
道
を
修
行
す
る
人
）
を
和
訳
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
」（
前
出
『
徒
然
草
全
注
釈
』）
と
す

る
①
に
従
う
。

随
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し
嘆
く
気
持
ち
。

問 

あ
る
語
を
、
同
じ
意
味
の
別
の
語
に
言
い
換
え

て
い
る
例
を
抜
き
出
せ
。

答 

「
な
ほ
ざ
り
の
心
」
↓
「
懈
怠
の
心
」

 

「
学
す
る
」
↓
「
修
せ
ん
」

 

「
一
刹
那
」
↓
「
一
念
」

＊
ね
ん
ご
ろ
な
り　
﹇
形
動
ナ
リ
﹈
①
心
を
こ
め
た

様
子
。
丁
寧
で
あ
る
。
②
親
し
い
様
子
。
仲
む
つ

ま
じ
い
様
子
。
③
一
生
懸
命
で
あ
る
様
子
。
一
途

な
様
子
。

4 

修
せ
ん
こ
と　

修
行
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。

「
修
せ
」
は
動
詞
「
修
す
」
の
未
然
形
、「
ん
」
は
文

脈
か
ら
考
え
て
意
志
の
助
動
詞
。
た
だ
し
、「
こ
と
」

に
か
か
る
連
体
形
で
あ
る
か
ら
、
婉
曲
の
意
を
含
ん

だ
用
法
と
解
し
た
。「
修
せ
ん
」
は
「
学
す
る
」
の

言
い
換
え
で
あ
る
。

4 

期
す　
思
い
定
め
る
。
心
づ
も
り
に
す
る
。
本
人
は

繰
り
返
し
学
ぶ
こ
と
に
意
義
を
感
じ
て
思
い
定
め

る
の
で
あ
る
が
、
実
は
先
々
を
あ
て
に
す
る
心
が
そ

こ
に
生
じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

問 

「
重
ね
て
ね
ん
ご
ろ
に
修
せ
ん
こ
と
を
期
す
」

こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か
。

答 

本
人
は
熱
心
な
つ
も
り
で
も
、
先
々
を
あ
て
に

す
る
心
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に
生
じ
て
い
る
と

い
う
問
題
。

4 

い
は
ん
や　
ま
し
て
。
呼
応
の
副
詞
で
、
文
末
の
係

助
詞
「
や
」
と
呼
応
す
る
。「
知
ら
ん
」
を
修
飾
し
、

「
ま
し
て
…
…
気
づ
く
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
気
づ
か

な
い
」
と
い
う
意
で
、
あ
と
に
述
べ
る
部
分
を
高
め

強
調
す
る
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
普
段
か
ら

先
々
を
あ
て
に
し
て
怠
け
る
心
が
生
じ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
か
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
一
瞬
の
間
の

こ
と
に
つ
い
て
怠
け
る
心
が
生
じ
る
こ
と
に
気
づ

く
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。

問 

「
い
は
ん
や
」
は
ど
の
よ
う
な
表
現
効
果
が
あ

る
か
、
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

答 

普
段
か
ら
先
々
を
あ
て
に
す
る
心
が
生
じ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
一

瞬
の
間
の
こ
と
に
つ
い
て
怠
け
る
心
が
生
じ
る

こ
と
に
気
づ
く
は
ず
が
な
い
、
と
あ
と
に
続
く

内
容
を
強
調
す
る
効
果
。

4 

一
刹
那　
﹇
ほ
ん
の
一
瞬
と
い
う
意
味
の
仏
教
語
。

後
出
の
「
一
念
」
も
同
じ
。﹈「
刹
那
」
は
梵
語
。「
劫

（
こ
ふ
）」（
き
わ
め
て
長
い
時
間
）
の
対
で
、
最
も

短
い
時
間
の
単
位
。
一
回
指
を
弾
く
間
に
六
十
五
刹

那
が
あ
る
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。

5 

な
ん
ぞ　
ど
う
し
て
…
…
か
。
疑
問
・
反
語
の
用
法

が
あ
る
。

5 

た
だ
今
の
一
念　

今
現
在
の
一
瞬
。「
念
」
は
「
刹

那
」
の
漢
訳
。

5 

た
だ
ち
に
す
る
こ
と
の
は
な
は
だ
難
き　

た
だ
ち

に
実
行
す
る
こ
と
が
（
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
）
た
い
へ

ん
難
し
い
の
か
。「
難
き
」
は
、
文
頭
の
「
な
ん
ぞ
」

を
受
け
て
、
文
末
が
連
体
形
と
な
っ
て
い
る
。「
ど

う
し
て
難
し
い
の
か
」
と
い
う
疑
問
で
は
な
く
、

「
ど
う
し
て
こ
れ
ほ
ど
難
し
い
の
か
」
と
痛
感
し
嘆

く
言
葉
で
あ
る
。

問 

「
な
ん
ぞ
、
…
…
は
な
は
だ
難
き
」
に
は
筆
者

の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
か
。

答 

そ
の
時
々
に
実
行
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感

05高 内容解説資料 精選 言語文化　指導書『指導資料』見本



二 随筆

178

❺ 「
課
題
」
の
解
説

一 
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
、「
懈
怠
の
心
」（
47
・
1
）
は
ど
の
よ
う
な
形
で
表
れ

て
い
る
か
。
本
文
に
即
し
て
、
具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。

 

①
「
弓
射
る
こ
と
を
習
ふ
」（
46
・
1
）
人
の
場
合
。

 

②
「
道
を
学
す
る
人
」（
47
・
3
）
の
場
合
。

解
答
例

解
答
例

①
あ
と
の
矢
を
頼
み
に
思
っ
て
、
初
め
の
矢
を
い
い
か
げ
ん
に
扱
う
心
。

　
（
矢
が
も
う
一
本
あ
る
こ
と
を
あ
て
に
し
て
、
初
め
の
矢
は
外
れ
て
も
か
ま
わ
な

い
と
油
断
す
る
心
。）

②
夕
方
に
は
翌
朝
が
あ
る
こ
と
を
、
翌
朝
に
は
夕
方
が
あ
る
こ
と
を
思
っ
て
、
そ
の

時
に
も
う
一
度
修
行
し
よ
う
と
思
う
心
。

　
（
夕
方
に
は
翌
朝
が
あ
る
こ
と
を
、
翌
朝
に
は
夕
方
が
あ
る
こ
と
を
思
っ
て
、
そ

の
時
に
も
う
一
度
丁
寧
に
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
、
今
は
十
分
に
し
な
く
て
も
よ

い
と
油
断
す
る
心
。）

解
説
解
説

①
「
懈
怠
の
心
」
と
は
、
油
断
し
怠
る
心
の
こ
と
で
あ
る
。
師
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
の

ち
の
矢
を
頼
み
て
、
初
め
の
矢
に
な
ほ
ざ
り
の
心
あ
り
」
の
「
な
ほ
ざ
り
の
心
」

で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
油
断
す
る
の
か
を
さ
ら
に
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、

「
初
め
の
矢
は
外
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
油
断
す
る
心
」
と
な
ろ
う
。

②
こ
ち
ら
は
「
夕
べ
に
は
朝
あ
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、
朝
に
は
夕
べ
あ
ら
ん
こ
と
を
思

ひ
て
、
重
ね
て
ね
ん
ご
ろ
に
修
せ
ん
こ
と
を
期
す
」
と
い
う
心
で
あ
る
。
こ
れ

も
ど
の
よ
う
に
油
断
す
る
の
か
を
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、「
今
は
十
分
に
し

な
く
て
も
よ
い
と
油
断
す
る
心
」
と
な
ろ
う
。

二 

筆
者
の
い
う
「
懈
怠
の
心
」（
47
・
1
）
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

自
分
の
体
験
を
も
と
に
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

解
答
例

解
答
例

略
。

解
説
解
説

「
懈
怠
の
心
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴

は
「
自
ら
知
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
師
こ
れ
を
知
る
」「
い
は
ん
や
一
刹
那
の
う
ち
に
お

い
て
、
懈
怠
の
心
あ
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
自
分
で
は
意
識
し
な
い

う
ち
に
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
筆
者
の
考
え
が
末
尾

の
一
文
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。「
な
ん
ぞ
、
た
だ
今
の
一
念
に
お
い
て
、
た
だ
ち
に
す

る
こ
と
の
は
な
は
だ
難
き
」、
つ
ま
り
、
今
現
在
の
一
瞬
に
お
い
て
、
油
断
せ
ず
に
な

す
べ
き
こ
と
を
な
す
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
、
と
い
う
痛
切
な
嘆
き
で
あ
る
。

人
間
誰
し
も
油
断
し
て
失
敗
し
た
と
い
う
経
験
は
あ
る
も
の
で
あ
る
。
随
筆
を
学
ぶ

に
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
な
身
近
で
現
代
に
通
じ
る
話
題
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
を

発
表
し
た
り
話
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
古
文
に
親
し
み
を
も
つ
き
っ
か
け
に
も
な

る
で
あ
ろ
う
。「
け
っ
し
て
油
断
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
教
訓
と
し
て
捉
え
る
だ

け
で
は
な
く
、「
油
断
せ
ず
に
実
行
す
る
の
は
難
し
い
」
と
い
う
人
間
の
弱
さ
に
共
感

す
る
姿
勢
で
と
ら
え
、
自
由
に
発
言
さ
せ
た
い
。

随
筆

二

徒然草

179

❻ 「
語
句
と
表
現
」
の
解
説

一 

次
の
傍
線
部
の
助
動
詞
の
意
味
の
違
い
を
調
べ
て
み
よ
う
。

 

①
ア　
お
ろ
か
に
せ
ん
と
（
47
・
1
）

 

　
イ　
思
は
ん
や
。（
47
・
1
）

 

　
ウ　
朝
あ
ら
ん
こ
と
を
思
ひ
、（
47
・
3
）

 

②
ア　
一
矢
に
定
む
べ
し
と
思
へ
。（
46
・
3
）

 

　
イ　
万
事
に
わ
た
る
べ
し
。（
47
・
2
）

解
答
例

解
答
例

①
ア　

意
志　
　

イ　

推
量　
　

ウ　

婉
曲

②
ア　

意
志　
　

イ　

当
然

解
説
解
説

①
ア 　

直
後
の
「
と
」
は
引
用
を
表
す
格
助
詞
な
の
で
、「
ん
」
は
連
体
修
飾
し
て

い
な
い
。
さ
ら
に
「
お
ろ
か
に
せ
ん
」
は
弓
を
習
う
人
が
自
分
の
態
度
に
つ
い

て
思
う
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
主
語
は
一
人
称
で
あ
り
、
意
志
の
用
法
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
い
い
か
げ
ん
に
し
よ
う
と
」
の
意
と
な
る
。

　

イ 　

直
後
の
「
や
」
は
反
語
を
表
す
係
助
詞
な
の
で
、「
ん
」
は
連
体
修
飾
し
て

い
な
い
。
さ
ら
に
「
思
は
ん
や
」
は
筆
者
が
弓
を
習
う
人
の
行
動
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
主
語
は
三
人
称
で
あ
り
、
推
量
の
用
法
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
思
う
だ
ろ
う
か
（
い
や
、
思
わ
な
い
）」
の
意
と
な
る
。

　

ウ 　

直
後
の
「
こ
と
」
は
体
言
な
の
で
、「
ん
」
は
連
体
修
飾
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
婉
曲
の
用
法
で
あ
り
、「
翌
朝
が
あ
る
よ
う
な
こ
と
を
思
い
」
の
意
と
な

る
。

②
ア 　
「
一
矢
に
定
む
べ
し
」
は
弓
を
習
う
人
が
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
思
う
言
葉

で
あ
る
か
ら
、
主
語
は
一
人
称
で
あ
り
、
意
志
の
用
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
こ
の
一
本
の
矢
で
決
め
よ
う
」
の
意
と
な
る
。

　

イ 　
「
万
事
に
わ
た
る
べ
し
」
は
筆
者
が
師
の
教
え
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
主
語
は
三
人
称
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
筆
者
は
「
万
事
に
わ
た
る
」

こ
と
が
極
め
て
自
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
当
然
の
用
法
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
「
万
事
に
通
じ
る
は
ず
だ
」
の
意
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
強
い

確
信
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
と
解
釈
す
る
場
合
に
は
、
単
な
る
推
量
と
し
て

「
万
事
に
通
じ
る
だ
ろ
う
」
の
意
と
な
る
。

❼ 

読
み
深
め
る
た
め
に

第
一
段
落
で
は
弓
を
射
る
心
構
え
を
通
し
て
「
懈
怠
の
心
」
が
気
づ
か
な
い
う
ち
に

生
じ
る
こ
と
を
述
べ
る
。「
自
ら
知
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
師
こ
れ
を
知
る
」
と
い
う
く

だ
り
は
諸
道
の
達
人
を
称
え
る
系
統
の
内
容
で
あ
り
、「
亀
山
殿
の
御
池
に
」（
第
五
一

段
）
や
「
高
名
の
木
登
り
」（
第
一
〇
九
段
）
な
ど
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
は
万
事
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
第
二
段
落
で
は
仏
道
修
行
す
る
人
を
例

に
あ
げ
、
熱
心
で
あ
ろ
う
と
し
つ
つ
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
「
懈
怠
の
心
」
が
生
じ
る

こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
「
な
ん
ぞ
、
た
だ
今
の
一
念
に
お
い
て
、
た
だ
ち
に
す
る
こ

と
の
は
な
は
だ
難
き
」
と
い
う
慨
嘆
に
至
る
の
で
あ
る
。

兼
好
は
「
老
来
た
り
て
、
始
め
て
道
を
行ぎ
や
う
ぜ
ん
と
待
つ
こ
と
な
か
れ
」（
第
四
九
段
）、

「
大
事
を
思
ひ
た
た
ん
人
は
」（
第
五
九
段
）（「
⑧
補
充
教
材
」
参
照
）
な
ど
で
、
将
来

を
あ
て
に
し
て
先
延
ば
し
に
し
て
は
い
け
な
い
、
死
は
い
つ
訪
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
こ

と
を
自
覚
せ
よ
、
と
述
べ
て
い
る
。
本
段
に
も
そ
の
よ
う
な
無
常
の
認
識
が
表
れ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
夕
方
に
翌
朝
を
、
翌
朝
に
は
夕
方
を
思
う
人
は
、
無
常
の
自
覚
が
欠

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
翌
朝
は
迎
え
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
ば
こ
そ
、
現
在

で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
覚
悟
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
難
し
い
。
修
行
者
に
し
て
も
繰
り
返
し
修
行
し
よ
う
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
今
す
べ
き
こ
と
を
怠
ろ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で

も
懈
怠
の
心
は
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
弓
を
習
う
人
で
あ
れ
ば
、
二
本
の
矢
を
一

本
に
す
れ
ば
懈
怠
の
心
は
生
じ
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
練
習
だ
か
ら

と
い
う
思
い
や
、
少
し
ず
つ
上
達
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
は
懈
怠
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二 故事成語

64

❽ 

読
み
深
め
る
た
め
に

教
科
書
本
文
「
漁
父
之
利
」
は
、『
戦
国
策
』
燕
策
の
一
節
で
あ
る
。
燕
の
昭
王
に

仕
え
た
遊
説
家
で
あ
る
蘇
代
（
合
従
策
を
説
い
た
蘇
秦
の
弟
）
が
、
隣
国
の
趙
の
恵
王

を
説
得
す
る
際
に
用
い
た
寓
話
で
あ
る
。

前
二
八
四
年
、
燕
の
南
の
斉
を
、
燕
の
名
将
楽
毅
が
軍
を
率
い
て
攻
め
落
と
し
、
燕

軍
は
斉
に
と
ど
ま
っ
た
。（
時
代
背
景
や
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
教
科
書
168
・
169
ペ
ー

ジ
を
参
照
。）
そ
の
と
き
、
隣
国
の
趙
が
燕
の
出
兵
の
虚
を
衝
き
、
燕
に
攻
め
入
ろ
う

と
し
た
。
燕
の
昭
王
は
そ
れ
を
阻
止
す
べ
く
、
蘇
代
を
趙
に
遣
わ
し
た
。
そ
の
際
、
蘇

代
が
趙
の
恵
王
に
向
か
っ
て
、
燕
へ
の
進
攻
を
や
め
る
よ
う
進
言
す
る
た
め
に
用
い
た

の
が
こ
の
一
節
で
あ
る
。
差
し
迫
っ
た
状
況
の
中
で
、
蘇
代
は
趙
と
燕
の
争
い
を
蚌
と

鷸
の
死
闘
に
た
と
え
、「
燕
と
趙
が
長
く
争
っ
て
民
衆
を
疲
弊
さ
せ
る
な
ら
ば
、
強
国

の
秦
が
漁
父
の
よ
う
な
立
場
と
な
っ
て
、
燕
と
趙
を
両
方
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。」
と
指
摘
す
る
。
恵
王
は
納
得
し
燕
へ
の
進
攻
を
と
り
や
め
た
。
な
お
、

教
科
書
本
文
の
タ
イ
ト
ル
「
漁
父
之
利
」
の
「
漁
父
」
と
い
う
言
葉
は
、
教
科
書
掲
載

部
分
に
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
続
く
「
臣
恐
強
秦
之
為
漁
父
也
（
臣
強
秦
の
漁

父
と
為
ら
ん
こ
と
を
恐
る
る
な
り
）。」
に
初
め
て
現
れ
る
。

『
戦
国
策
』
燕
策
の
教
科
書
掲
載
部
分
の
前
後
を
、「
⑨
補
充
教
材
」
に
あ
げ
る
。

❾ 

補
充
教
材

▼
「
漁
父
の
利
」
は
「
鷸
蚌
の
争
い
」
と
い
わ
れ
る
動
物
寓
話
で
あ
る
が
、
次
の

教
材
「
虎
の
威
を
借
る
狐
」（
借
虎
威
）
の
寓
話
と
同
様
に
、
遊
説
家
が
君
主

の
説
得
の
た
め
に
用
い
た
た
と
え
話
で
あ
る
。『
戦
国
策
』
燕
策
の
当
該
の
一

節
を
掲
げ
て
お
く
。

趙
且
伐
燕
。
蘇
代
為
燕
謂
恵
王
曰
、「
今
者

　
（
教
科
書
掲
載
部
分
）

今
趙
且
伐
燕
。
燕
・
趙
久
相
支
、
以
敝
大
衆
。
臣
恐
強
秦
之
為
漁
父
也
。
願
王
熟
計

之
也
。」
恵
王
曰
、「
善
。」
乃
止
。

﹇
書
き
下
し
文
﹈

趙
且
に
燕
を
伐う

た
ん
と
す
。
蘇
代
燕
の
為
に
恵
王
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、「
今い

ま者

　
（
教
科
書
掲
載
部
分
）

今
趙
且
に
燕
を
伐
た
ん
と
す
。
燕
・
趙
久
し
く
相
支
へ
、
以
て
大
衆
を
敝つ
か

れ
し
む
。

臣
強
秦
の
漁
父
と
為
ら
ん
こ
と
を
恐
る
る
な
り
。
願
は
く
は
王
之
を
熟
計
せ
ん
こ
と

を
。」
と
。
恵
王
曰
は
く
、「
善
し
。」
と
。
乃
ち
止
む
。

﹇
口
語
訳
﹈

趙
が
燕
を
討
と
う
と
し
た
。
蘇
代
は
燕
の
た
め
に
（
趙
）
の
恵
王
に
言
っ
た
。「
今

し
が
た
、

　
（
教
科
書
掲
載
部
分
）

今
、
趙
は
燕
を
討
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
燕
と
趙
の
両
国
が
い
つ
ま
で
も
張
り
合
っ

て
争
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
民
を
疲
弊
さ
せ
る
な
ら
ば
、
あ
の
強
国
の
秦
が
漁
父
（
の

よ
う
な
立
場
）
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
心
配
い
た
し
ま
す
。
王
は
ど
う
か
こ

の
こ
と
を
よ
く
よ
く
お
考
え
く
だ
さ
い
。」
恵
王
は
「
わ
か
っ
た
。」
と
言
い
、
そ
こ
で

（
燕
を
討
つ
こ
と
を
）
中
止
し
た
。

故
事
成
語

二

借虎威

65

1
教
材
採
録
の
意
図

「
一　

漢
文
入
門
」
の
単
元
で
は
、
漢
文
の
基
本
的
な
構
造
と
そ
れ
を
訓
読
す
る
技

術
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
そ
れ
に
続
く
「
二　

故
事
成
語
」
の
単
元
で
は
、
現
在
の
日
本

語
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
成
語
の
も
と
に
な
っ
た
短
い
文
章
を
四
編
取
り
上
げ
た
。

ま
ず
、
こ
れ
ら
を
何
度
も
音
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
漢
文
の
文
体
や
リ
ズ
ム
に
慣
れ
さ

せ
た
い
。
そ
し
て
、
訓
点
や
書
き
下
し
文
の
き
ま
り
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、
簡
潔
で

機
知
に
富
む
漢
文
の
お
も
し
ろ
さ
に
興
味
を
も
た
せ
た
い
。

さ
ら
に
、
漢
文
の
表
現
が
日
本
語
の
表
現
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
も
感
じ

取
ら
せ
た
い
。

「
借
虎
威
」
は
、
成
語
「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
の
も
と
に
な
っ
た
話
で
あ
る
。
有
力

者
の
権
勢
を
か
さ
に
き
て
い
ば
る
小
人
物
の
様
子
が
、
虎
と
狐
の
た
と
え
を
用
い
て
わ

か
り
や
す
く
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
現
代
で
も
十
分
通
じ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
漁

父
之
利
」
と
同
様
に
『
戦
国
策
』
を
出
典
と
し
て
い
る
。
た
と
え
話
が
作
ら
れ
た
状
況

や
意
図
も
併
せ
て
理
解
さ
せ
た
い
。

表
現
と
し
て
は
、
第
一
に
使
役
の
句
法
「
使
Ａ
Ｂ
（
Ａ
に
Ｂ
さ
せ
る
。）」
の
訓
読
お

よ
び
意
味
を
確
認
さ
せ
た
い
。
次
に
、「
敢
」
を
用
い
た
二
種
の
句
法
の
意
味
の
違
い

に
注
意
さ
せ
た
い
。「
無
敢
〜
（
決
し
て
〜
す
る
な
）」
は
禁
止
の
句
法
で
あ
り
、「
敢

不
〜
乎
（
ど
う
し
て
〜
し
な
い
で
い
よ
う
か
、
い
や
、
き
っ
と
〜
す
る
。）」
は
反
語
の

句
法
で
あ
る
。「
敢
」
と
否
定
語
「
無
」「
不
」
な
ど
と
の
位
置
関
係
に
よ
っ
て
意
味
が

違
っ
て
く
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
た
い
。

2
作
品
の
解
説

戦
国
策
（
せ
ん
ご
く
さ
く
）

本
指
導
書
「
漁
父
之
利
」
を
参
照
。

3
参
考
文
献

本
指
導
書
「
漁
父
之
利
」
を
参
照
。

借
虎
威

教科書
p.148～p.149
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4
学
習
指
導
の
展
開
と
評
価

❶ 
評
価
規
準

知
識
・
技
能
❶
言
葉
に
は
、
文
化
の
継
承
、
発
展
、
創
造
を
支
え
る
働
き
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。（
⑴
ア
）

知
識
・
技
能
❷
我
が
国
の
言
語
文
化
に
特
徴
的
な
語
句
の
量
を
増
し
、
そ
れ
ら
の
文
化
的
背
景
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語
彙

を
豊
か
に
し
て
い
る
。（
⑴
ウ
）

知
識
・
技
能
❸
文
章
の
意
味
は
、
文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。（
⑴
エ
）

知
識
・
技
能
❹
古
典
の
世
界
に
親
し
む
た
め
に
、
古
典
を
読
む
た
め
に
必
要
な
文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
き
ま
り
、
古
典
特
有
の
表
現
な
ど
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。（
⑵
ウ
）

知
識
・
技
能
❺
時
間
の
経
過
や
地
域
の
文
化
的
特
徴
な
ど
に
よ
る
文
字
や
言
葉
の
変
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
し

て
い
る
。（
⑵
エ
）

思
考
・
判
断
・
表
現
❶
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に
的
確
に
捉
え
て
い
る
。（
Ｂ
ア
）

思
考
・
判
断
・
表
現
❷
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、
作
品
の
内
容
や
解
釈
を
踏
ま
え
、
自
分
の
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
深
め
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
つ
い
て
自
分
の
考
え

を
も
っ
て
い
る
。（
Ｂ
オ
）

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

進
ん
で
、
古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
し
、
内
容
や
展
開
に
つ
い
て
的
確
に
捉
え
、
学
習
課
題
に
そ
っ
て
古
典
か
ら
受
け
継
が
れ

て
き
た
表
現
の
技
法
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
よ
う
と
し
て
い
る
。
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❷ 

学
習
指
導
の
展
開
例 

﹇
１
時
間
を
想
定
﹈

時
間

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

第１時限

導
入

１　

本
文
を
繰
り
返
し
音
読
す
る
。

 ●
範
読
の
の
ち
に
斉
読
・
各
自
で
の
音
読
を
行
い
、
訓
点
に
従
っ
て
正

確
に
訓
読
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
る
。

展
開

２　

語
句
・
句
法
を
確
認
し
、
話
の
内
容
を
捉
え
る
。

３　
「
然
」
の
示
す
内
容
を
具
体
的
に
説
明
す
る
。 

課
題
一

４　

話
の
主
旨
を
理
解
す
る
。

 ●
訓
読
で
注
意
す
る
語
や
、「
観
」「
見
」
の
意
味
の
違
い
を
確
認
さ
せ
、

全
文
を
書
き
下
し
文
に
し
た
う
え
で
、
口
語
訳
さ
せ
る
。

 

語
句
と
表
現

 ●
直
前
の
狐
の
言
葉
か
ら
読
み
取
ら
せ
る
。

 ●
こ
の
話
が
た
と
え
話
で
あ
る
こ
と
を
把
握
さ
せ
、
何
を
た
と
え
た
も

の
で
あ
る
か
を
読
み
取
ら
せ
る
。

ま
と
め

５　
「
虎
の
威
を
借
る
」
が
現
在
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
、

本
文
の
内
容
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。 

課
題
二

 ●
国
語
辞
典
・
漢
和
辞
典
を
活
用
す
る
よ
う
指
示
す
る
。

評価

知
識
・
技
能　

⑴
ア
・
ウ
・
エ
、
⑵
ウ
・
エ

　
評
価
の
実
際
▼ 

訓
読
の
き
ま
り
や
句
法
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
文
章
が
表
し
て
い
る
内
容
と
、
現
在
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
正
確
に
捉
え
て
い
る
。

﹇
記
述
の
確
認
﹈

思
考
・
判
断
・
表
現　

Ｂ
ア
・
オ

　
評
価
の
実
際
▼ 

文
章
の
展
開
を
読
み
取
り
、
話
の
主
旨
を
的
確
に
捉
え
、
自
分
の
考
え
を
も
っ
て
い
る
。﹇
記
述
の
確
認
﹈

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度

　
評
価
の
実
際
▼ 

進
ん
で
、
古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
し
、
内
容
や
展
開
に
つ
い
て
的
確
に
捉
え
、
学
習
課
題
に
そ
っ

て
古
典
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
表
現
の
技
法
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
よ
う
と
し
て
い
る
。﹇
行
動
の
観
察
﹈
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5
教
材
の
解
説

❶ 
大
意

狐
が
虎
に
食
べ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
狐
は
、
天
帝
が
狐
を
百
獣
の
王
に
し
て
い
る
と
し
て
、
虎
を
狐
の
後
に
し
て
歩
く
こ
と
で
そ
れ
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
虎
は
百
獣
が
逃

げ
出
す
の
が
、
狐
の
背
後
に
い
る
虎
を
こ
わ
が
っ
て
の
こ
と
と
は
気
づ
か
ず
、
狐
の
言
葉
に
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

❷ 

全
体
の
構
成

初
め

〜
148
・
５
「
…
…
敢
不
走
乎
。』」

虎
に
捕
ま
っ
た
狐

狐
が
虎
に
食
べ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
狐
は
、
天
帝
が
狐
を
百
獣
の
王
に
し
て
い
る
と
し
て
、
虎
を
狐
の
後
に
し
て
歩
く
こ
と
で

そ
れ
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

148
・
６
「
虎
以
為
然
。
…
…
」

〜
終
わ
り

百
獣
、
狐
を
畏
れ
る

虎
は
百
獣
が
逃
げ
出
す
の
が
、
狐
の
背
後
に
い
る
虎
を
こ
わ
が
っ
て
の
こ
と
と
は
気
づ
か
ず
、
狐
の
言
葉
に
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

❸ 

書
き
下
し
文
と
口
語
訳

　

❶ 

虎 

求メ
テ二

百 

獣ヲ
一

而 

食ラ
フレ

之ヲ

。

❷ 

得タ
リレ

狐ヲ

。
❸ 

狐 

曰ハ
ク

、

　

❹ 

「
子 

無カ
レ二

敢ヘ
テ

 

食
一レ 

我ヲ 

也
。

❺ 

天 

帝 

使ム
三

我ヲ
シ
テ

 

長タ
ラ二

百 

獣ニ
一。 

❻ 

今
、

　

❶
虎と

ら

百ひ
や
く

獣じ
う

を
求も

と

め
て
之こ

れ

を
食く

ら
ふ
。

❷
狐き

つ
ね

を
得え

た
り
。
❸
狐き

つ
ね

曰い

は
く
、

　

❹
「
子し

敢あ

へ
て
我わ

れ

を
食く

ら
ふ
こ
と
無な

か
れ
。

❺
天て

ん

帝て
い

我わ
れ

を
し
て
百ひ

や
く

獣じ
う

に
長ち

や
う

た
ら
し
む
。

　

❶
虎
は
多
く
の
獣
た
ち
を
求
め
て
食
べ
る
。

❷
（
あ
る
時
、
虎
が
）
狐
を
捕
ま
え
た
。
❸
狐
が
言
う
こ

と
に
は
、

　

❹
「
あ
な
た
は
決
し
て
私
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
。

❺
天
帝
は
私
に
百
獣
の
王
を
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

❖
禁
止

ラ
フ

　

コ
ト

❖
使
役
Ａ

Ｂ

❖
仮
定

故
事
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子 

食ラ
ハ
バレ

我ヲ

、是レ 

逆ラ
フ二

天 

帝ノ 

命ニ
一

也
。

❼ 

子 

以テ
レ

我ヲ 

為サ
バレ

不ト
レ

信ナ
ラ、吾 

為ニ
レ

子ノ 

先 

行セ
ン。 

❽ 

子 

随ヒ
テ二

我ガ 

後ニ
一

観ヨ

。 

❾ 

百 

獣 

之 

見テ
レ

我ヲ

、而 

敢ヘ
テ

 

不ラ
ンレ

走ラ 

乎ト

。」

　
10 

虎 

以テ 

為ス
レ

然リ
ト。 

11 

故ニ 

遂ニ 

与
レ

之 

行ク

。 

12 

獣 

見テ
レ

之ヲ 

皆 

走ル

。 

13 

虎 

不ル
レ

知ラ
二

獣ノ 

畏レ
テレ

己ヲ 

而 

走ル
ヲ一

也
。 

14 

以テ 

為ス
レ

畏ル
トレ

狐ヲ 

也
。

 

（
戦
国
策
）

❻
今い

ま

、
子し

我わ
れ

を
食く

ら
は
ば
、
是こ

れ
天て

ん

帝て
い

の
命め

い

に

逆さ
か

ら
ふ
な
り
。
❼
子し

我わ
れ

を
以も

つ

て
信し

ん

な
ら
ず
と
為な

さ
ば
、
吾わ

れ

子し

の
為た

め

に
先せ

ん

行か
う

せ
ん
。
❽
子し

我わ

が
後あ

と

に
随し

た
が

ひ
て
観み

よ
。
❾
百ひ

や
く

獣じ
う

の
我わ

れ

を
見み

て
、
敢あ

へ

て
走は

し

ら
ざ
ら
ん
や
。」
と
。

　

10
虎と

ら

以も
つ

て
然し

か

り
と
為な

す
。
11
故ゆ

ゑ

に
遂つ

ひ

に
之こ

れ

と
行ゆ

く
。
12
獣け

も
の

之こ
れ

を
見み

て
皆み

な

走は
し

る
。
13
虎と

ら

獣け
も
の

の
己お

の
れ

を
畏お

そ

れ
て
走は

し

る
を
知し

ら
ざ
る
な
り
。
14
以も

つ

て
狐き

つ
ね

を
畏お

そ

る
と
為な

す
な
り
。

❻
今
も
し
、
あ
な
た
が
私
を
食
べ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

天
帝
の
命
令
に
逆
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

❼
あ
な
た
が
私
の
こ
と
を
信
じ
ら
れ
な
い
と
思
う
な
ら
ば
、

私
は
あ
な
た
の
た
め
に
先
に
立
っ
て
歩
き
ま
し
ょ
う
。

❽
あ
な
た
は
私
の
後
に
つ
い
て
き
て
（
注
意
し
て
）
よ
く

見
な
さ
い
。

❾
獣
た
ち
が
私
を
見
て
、
ど
う
し
て
逃
げ
な
い
で
い
る
で

し
ょ
う
か
、
い
や
、
き
っ
と
逃
げ
る
。」
と
。

　

10
虎
は（
狐
の
言
う
こ
と
を
）そ
の
と
お
り
だ
と
思
っ
た
。

11
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
狐
と
い
っ
し
ょ
に
行
っ
た
。

12
獣
た
ち
は
こ
れ
を
見
る
と
皆
逃
げ
た
。
13
虎
は
獣
た

ち
が
自
分
を
こ
わ
が
っ
て
逃
げ
た
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。

14
狐
を
こ
わ
が
っ
て
い
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

＊

❖
反
語

＊
＊

＊

＊
＊

＊
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❹ 

展
開
図

❺ 

語
句
・
文
脈
の
解
説

148
ペ
ー
ジ

1 

百
獣　

多
く
の
獣
た
ち
。「
百
」
は
、
多
く
。

1 

而　

置
き
字
。
こ
こ
で
は
接
続
の
は
た
ら
き
を
し
、

「
求
め
て
」
と
送
り
仮
名
で
示
し
て
そ
の
意
を
表
す
。

５
行
目
、
７
行
目
の
「
而
」
も
同
じ
。

虎
が
狐
の
後
に
つ
い
て
歩
く

…

獣
た
ち
は
皆
逃
げ
る

狐
の
言
う
こ
と
は
正
し
い
と
考
え
た

↓
本
当
は
虎
を
恐
れ
て
逃
げ
た
の
を
知
ら
な
か
っ
た

狐

虎

捕
ま
え
て

食
べ
よ
う
と
す
る

食
べ
ら
れ
た
く
な
い

天
帝
が
私
を
百
獣
の
王
に
し
た
の
で
、

私
を
食
べ
て
は
い
け
な
い
。

信
じ
ら
れ
な
い
な
ら
、
前
に
立
っ
て
歩
こ
う

↓
百
獣
は
皆
、
私
を
見
て
逃
げ
る
だ
ろ
う
。

2 

子　
﹇
あ
な
た
。﹈「
し
」
と
読
む
。

2 

無
敢
食
我
也　

私
を
決
し
て
食
べ
て
は
い
け
な
い
。

「
無
敢
Ａ
」
は
「
決
し
て
Ａ
す
る
な
」〔
禁
止
〕。
Ａ

の
部
分
の
動
詞
は
「
Ａ
ス
ル
コ
ト
」「
Ａ
ス
ル
」
と

連
体
形
に
読
む
。「
敢
」
は
「
思
い
き
っ
て
…
…
す

る
」
と
い
う
、
強
い
意
志
を
も
っ
て
行
う
こ
と
を
表

す
。
こ
こ
で
は
従
来
「
無
」
を
「
な
カ
レ
」
と
読
み
、

禁
止
の
意
を
表
す
こ
と
か
ら
、「
敢
」
と
合
わ
せ
て

強
い
禁
止
と
し
た
。「
也
」
は
文
末
で
断
定
・
確
認

の
語
気
を
表
す
。
直
前
に
読
む
「
無
」
を
「
な
カ
レ
」

と
禁
止
に
す
る
と
、
助
動
詞
「
な
り
（
也
）」
に
接

続
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
読
ま
ず
に
置
き
字
と

す
る
。
読
む
場
合
に
は
３
行
目
・
７
行
目
の
よ
う
に

「
也
」（
な
り
）
と
訓
読
す
る
。

無カ
レ二
敢ヘ
テ〜（
ス
ル
コ
ト
）

一　

決
し
て
〜
す
る
な
﹇
禁
止
﹈

2 
天
帝　
﹇
万
物
を
つ
か
さ
ど
る
天
の
神
。﹈
上
帝
。

2 

使
我
長　

私
に
王
を
さ
せ
る
。「
使
Ａ
Ｂ
」
は
「
Ａ

に
Ｂ
さ
せ
る
」〔
使
役
〕。「
使
」
の
目
的
語
Ａ
は
使

役
の
対
象
と
な
り
、
訓
読
で
は
「
Ａ
ヲ
シ
テ
」
の
送

り
仮
名
を
つ
け
、
動
詞
Ｂ
は
「
Ｂ
（
セ
）
し
ム
」
と

読
む
。

使ム
二
Ａヲ
シ
テ

Ｂ（
セ
）一　

A
に
B
さ
せ
る
。﹇
使
役
﹈

問 

「
天
帝
使
我
長
百
獣
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答 

天
帝
（
天
の
神
）
が
狐
に
百
獣
の
王
を
さ
せ
て

い
る
と
い
う
こ
と
。

2 

今　

も
し
。
仮
に
。
仮
定
を
表
す
。「
も
シ
」
と
読

ん
で
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
下
文
「
子
食
我
」
を

「
子
我
を
食
ら
は
ば
」
と
訓
読
す
る
。

今（
セ
）バ〜　

も
し
〜
な
ら
ば
。﹇
仮
定
﹈

3 

是
逆
天
帝
命
也　

天
帝
の
命
令
に
逆
ら
う
。「
是
」

（
こ
レ
）
は
、
語
気
を
強
め
る
言
葉
。「
是
」
を
「
こ

れ
」
と
読
む
場
合
、
代
名
詞
と
し
て
の
用
法
以
外
に
、

動
詞
の
前
に
置
い
て
強
調
を
表
し
た
り
、
前
の
事
柄

を
受
け
て
接
続
詞
的
な
役
割
を
果
た
し
た
り
す
る

場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
動
詞
「
逆
」
の
前
に
置
か

れ
、「
私
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
帝
の
命
に

逆
ら
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。」
と
い
う
よ
う
な

強
調
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

3 

以
我
為
不
信　

私
の
こ
と
を
信
じ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
。

「
以
Ａ
為
Ｂ
」
は
「
Ａ
ヲ
も
つ
テ
Ｂ
ト
な
ス
」
と
訓

読
し
、「
Ａ
を
Ｂ
だ
と
思
う
」「
Ａ
を
Ｂ
と
す
る
」
の

意
味
を
表
す
。「
不
Ａ
」
は
、「
Ａ
（
し
）
な
い
」〔
否

定
〕。

問 

「
為
不
信
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

答 

虎
が
狐
の
言
う
こ
と
を
信
じ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、

と
い
う
こ
と
。

問 

「
先
行
」
と
は
だ
れ
が
ど
う
す
る
こ
と
か
。

答 

狐
が
虎
の
先
に
立
っ
て
歩
く
こ
と
。
狐
が
虎
の

前
を
歩
く
こ
と
。

4 

観　

じ
っ
く
り
見
る
。
念
入
り
に
見
る
。
観
察
す
る
。

「
見
」
は
、
目
に
入
る
。
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二

＊
之　
【
の
】
〜
が

「
百
獣
之
見
我
、」
の
「
之
」
の
は
た
ら
き

こ
こ
に「
之
」が
必
要
な
の
は
な
ぜ
か
。主
語（
百

獣
）
＋
述
語
（
見
）
＋
目
的
語
（
我
）
の
構
文
で
十

分
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
？　
こ
こ
で
「
之
」
は
、

名
詞
句
を
構
成
す
る
働
き
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
教
科
書
で
は
初
学
者
向
け
に
わ
か
り
や
す
さ
を

重
視
し
て
「
子
随
我
後
観
」
で
「
。」
を
入
れ
て
読

む
こ
と
が
多
い
が
、
文
の
構
造
か
ら
見
る
と
、「
観

よ
」
の
目
的
語
が
「
百
獣
之
見
我
、
而
敢
不
走
乎
」

の
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
百
獣
が
我
を
見
て

逃
げ
る
様
子
」、
そ
れ
を
「
観
な
さ
い
」
と
い
う
こ

と
だ
。
つ
ま
り
、
構
文
か
ら
考
え
る
と
、「
子
随
我

後
観
」
か
ら
「
而
敢
不
走
乎
」
ま
で
が
一
文
で
あ
り
、

「
之
」
が
目
的
語
部
分
の
名
詞
句
を
構
成
し
て
い
る

と
考
え
る
の
が
妥
当
と
い
う
こ
と
だ
。

5 

敢
不
走
乎　

ど
う
し
て
逃
げ
な
い
で
い
る
だ
ろ
う

か
（
、
い
や
、
き
っ
と
逃
げ
る
）。「
敢
不
Ａ
乎
」
は

「
ど
う
し
て
Ａ
（
し
）
な
い
で
い
よ
う
か
、
い
や
、

き
っ
と
Ａ
す
る
」〔
反
語
〕。「
あ
ヘ
テ
Ａ
（
セ
）
ざ

ラ
ン
や
」
と
読
む
。「
敢
不
」
と
「
不
敢
」
と
は
意

味
に
違
い
が
あ
る
の
で
注
意
し
た
い
。「
不
敢
Ａ
」

は
「
あ
ヘ
テ
Ａ
（
セ
）
ず
」
と
読
み
、「
決
し
て
Ａ

し
な
い
」
と
い
う
強
い
否
定
を
表
す
。「
走
」
は
、

の
Ａ
が
省
略
さ
れ
た
形
。

❻ 

図
版
の
解
説

149
ペ
ー
ジ

•

『
成
語
故
事
』
よ
り　

王
英
編
『
成
語
故
事
』（
一
九

六
五
年
、
偉
青
書
店
（
香
港
））
よ
り
引
用
。

﹇
提
供
﹈
シ
ー
ピ
ー
シ
ー
・
フ
ォ
ト

逃
げ
る
の
意
。

敢ヘ
テ

 

不ラ
ンレ
〜（
セ
）

 

乎　

ど
う
し
て
〜
（
し
）
な
い
で
い

よ
う
か
、
い
や
、
き
っ
と
〜
す
る
。﹇
反
語
﹈

6 

以
為
然　

そ
の
と
お
り
だ
と
思
っ
た
。「
以
為
Ａ
」は
、

「
Ａ
（
で
あ
る
）
と
思
っ
た
」。「
以
Ａ
為
Ｂ
」
の
Ａ

（
狐
が
言
っ
た
こ
と
）
が
省
略
さ
れ
た
形
。「
以お

為も
ヘ
ラ
ク

　

Ａ（
ナ
リ
）ト」
と
も
訓
読
で
き
る
。「
然
」
は
、
そ
う
で

あ
る
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
、
の
意
。

＊
以
為　
【
も
つ-

テ　

な-

ス
】
〜
と
す
る

6 

遂　

そ
の
ま
ま
。

6 

与　

…
…
と
（
い
っ
し
ょ
に
）。
…
…
と
（
と
も
に
）。

こ
こ
で
は
返
読
し
て
「
と
」
と
読
む
。

問 

「
与
之
行
」
の
「
之
」
は
何
を
指
す
か
。
ま
た
、

「
行
」
の
主
語
は
何
か
。

答 

「
之
」
と
は
、
狐
を
指
す
。「
行
」
の
主
語
は
虎
。

＊
与　
【
と
】
〜
と

脚問 

「
之
」
は
何
を
指
す
か
。

答 

虎
。

▼ 

狐
が
虎
の
先
に
立
っ
て
い
っ
し
ょ
に
歩
い
て
い

る
の
を
百
獣
は
目
に
す
る
が
、
百
獣
が
逃
げ
た

の
は
狐
が
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
虎
を
こ
わ
が

っ
て
逃
げ
た
の
で
あ
る
。

7 

畏　

お
そ
れ
る
。
権
力
や
権
威
に
威
圧
を
感
じ
て
お

そ
れ
は
ば
か
る
意
。

7 

以
為
畏
狐
也　
「
以
為
然
」と
同
様
に
、「
以
Ａ
為
Ｂ
」
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❼ 「
課
題
」
の
解
説

一 
「
然
」（
148
・
６
）
の
内
容
を
具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。

解
答
例

解
答
例

自
分
（
虎
）
が
狐
に
つ
い
て
行
き
、
獣
た
ち
が
狐
を
見
て
逃
げ
出
す
様
子
を
見
れ
ば
、

狐
が
天
帝
か
ら
百
獣
の
王
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
信
用
で
き
る
と
い
う
こ

と
。解

説
解
説

狐
の
言
葉
を
受
け
て
、
虎
は
「
そ
の
と
お
り
だ
」
と
納
得
し
て
狐
の
後
に
つ
い
て
行

く
。
狐
の
発
言
の
後
半
「
子
以
我
為
不
信
、
…
…
而
敢
不
走
乎
。」
の
内
容
が
解
答
の

核
に
は
な
る
が
、「
獣
た
ち
が
狐
を
見
て
逃
げ
る
」
こ
と
が
、「
狐
が
天
帝
の
命
令
で
百

獣
の
王
を
務
め
て
い
る
」
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
要
素
を
含
め
て
解
答

を
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。

二 

「
虎
の
威
を
借
る
」
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
、
調
べ

て
み
よ
う
。

解
答
例

解
答
例

力
の
な
い
者
が
権
勢
を
も
つ
者
の
力
を
頼
っ
て
い
ば
る
こ
と
。

解
説
解
説

漢
和
辞
典
で
は
「
仮
虎
威
」（「
仮
」
は
借
り
る
の
意
）
と
し
て
見
え
る
こ
と
に
留
意
。

「
虎
の
威
を
借
る
狐
」
と
し
て
国
語
辞
典
に
見
え
る
こ
と
も
確
認
さ
せ
る
と
よ
い
。

❽ 「
語
句
と
表
現
」
の
解
説

一 

「
観
」（
148
・
４
）
と
「
見
」（
148
・
４
）
の
意
味
の
違
い
を
調
べ
、
そ
の
違
い

が
わ
か
り
や
す
い
熟
語
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
げ
て
み
よ
う
。

解
答
例

解
答
例

「
観
」　

意
味
…
じ
っ
く
り
見
る
。
注
意
し
て
見
る
。 

熟
語
…
観
察　

観
光　

な
ど

「
見
」　

意
味
…
目
に
入
る
。 

熟
語
…
見
聞　

見
物　

な
ど

解
説
解
説

「
観
」
は
「
じ
っ
く
り
念
入
り
に
見
る
」、「
見
」
は
「
そ
れ
と
な
く
見
る
。
目
に
入
る
」

と
い
う
違
い
が
あ
る
。
ま
ず
、
本
文
の
内
容
か
ら
み
て
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
り
そ
う

か
考
え
さ
せ
た
い
。
そ
の
上
で
、
漢
和
辞
典
を
引
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
確
認
さ
せ
、

違
い
が
よ
く
わ
か
る
熟
語
を
選
ば
せ
る
と
よ
い
。
な
お
、「
視
」
も
「
み
ル
」
と
訓
読
し
、

「
じ
っ
と
見
る
」
意
で
用
い
ら
れ
る
が
、
見
方
の
度
合
い
は
「
見
」、「
視
」、「
観
」
の

順
で
深
く
な
る
。

❾ 

読
み
深
め
る
た
め
に

教
科
書
本
文
「
借
虎
威
」
は
、『
戦
国
策
』
楚
策
の
一
節
で
あ
る
。
楚
の
宣
王
が
家

臣
た
ち
に
向
か
っ
て
、「
北
方
の
国
々
が
楚
の
宰
相
で
将
軍
で
も
あ
る
昭
し
ょ
う

奚け
い

恤じ
ゅ
つを
恐
れ

て
い
る
と
い
う
わ
さ
は
本
当
か
。」
と
問
う
。
そ
れ
に
対
す
る
返
答
の
中
で
江こ
う

乙い
つ

が
用

い
た
寓
話
で
あ
る
。

戦
国
時
代
、「
戦
国
の
七
雄
」
と
い
わ
れ
る
国
々
が
覇
を
競
っ
て
い
た
（
時
代
背
景

や
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
教
科
書
168
〜
169
ペ
ー
ジ
を
参
照
）。
そ
の
中
で
楚
は
、
南
方

の
長
江
流
域
で
安
定
し
た
勢
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
楚
の
宰
相
か
つ
将
軍
と
し
て
権

力
を
握
っ
て
い
た
の
が
昭
奚
恤
で
あ
る
。
こ
の
時
、
楚
王
の
も
と
に
い
た
江
乙
は
、
も

と
も
と
魏
か
ら
使
者
と
し
て
楚
に
派
遣
さ
れ
た
遊
説
家
で
あ
っ
た
。
江
乙
は
魏
の
た
め

故
事
成
語
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に
楚
の
力
を
弱
め
よ
う
と
画
策
し
て
い
た
。
こ
こ
で
も
楚
王
と
昭
奚
恤
の
間
を
割
く
べ

く
、
昭
奚
恤
が
宣
王
の
力
を
か
さ
に
着
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
と
暗
に
そ
し
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
王
か
ら
の
問
い
か
け
に
、
江
乙
は
虎
の
威
を
借
る
狐
の
話

を
用
い
て
答
え
る
。
北
方
の
国
々
が
恐
れ
て
い
る
の
は
、
狐
（
昭
奚
恤
）
で
は
な
く
虎

（
宣
王
）
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
昭
奚
恤
が
王
を
欺
く
性
悪
の
狐
で
あ
る
か

の
よ
う
に
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
昭
奚
恤
を
陥
れ
よ
う
と
す
る
江

乙
の
言
動
が
『
戦
国
策
』
に
は
い
く
つ
か
記
さ
れ
て
い
る
。

本
文
「
借
虎
威
」
だ
け
を
読
む
と
、
弱
者
が
強
者
を
う
ま
く
だ
ま
し
て
自
己
の
保
身

を
図
っ
た
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
前
後
の
文
脈
を
考
え

る
と
、
む
し
ろ
、
権
力
者
の
威
光
を
背
景
に
し
て
実
力
以
上
の
評
価
を
得
て
い
る
者
を

批
判
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

『
戦
国
策
』
楚
策
の
教
科
書
掲
載
部
分
の
前
後
を
、「
⑩
補
充
教
材
」
に
あ
げ
る
。

10 

補
充
教
材

▼ 

も
と
も
と
、『
戦
国
策
』
楚
策
で
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
の
中
で
、
た
と
え
話

と
し
て
引
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
話
の
展
開
に
言
及
し
て
、
何

を
た
と
え
て
い
る
か
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
も
、
よ
り
理
解
を
深
め
る
上
で
有
効

で
あ
ろ
う
。

荊
宣
王
問
群
臣
曰
、「
吾
聞
北
方
之
畏
昭
奚
恤
也
、
果
誠
何
如
。」
群
臣
莫
対
。
江
乙

対
曰
、

　
（
教
科
書
掲
載
部
分
）

今
、
王
之
地
、
方
五
千
里
、
帯
甲
百
万
、
而
専
属
之
昭
奚
恤
。
故
北
方
之
畏
奚
恤
也
、

其
実
畏
王
之
甲
兵
也
、
猶
百
獣
之
畏
虎
也
。」

﹇
口
語
訳
﹈

（
戦
国
時
代
）
荊け
い

（
楚
国
の
異
称
）
の
宣
王
が
家
臣
た
ち
に
尋
ね
た
。「
わ
し
は
北

方
の
諸
国
が
（
宰
相
の
）
昭
奚
恤
を
恐
れ
て
い
る
と
聞
く
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
ど
う

な
の
か
。」
と
。
家
臣
た
ち
は
答
え
る
者
が
い
な
か
っ
た
。（
遊
説
家
の
）
江
乙
が
答
え

て
言
っ
た
。

　
（
教
科
書
掲
載
部
分
）

今
、
王
様
の
領
地
は
五
千
里
四
方
、
兵
力
は
百
万
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
昭
奚
恤
に

ま
か
せ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
北
方
の
諸
国
が
奚
恤
を
恐
れ
ま
す
の
は
、
実
際
は
王

様
の
兵
力
を
恐
れ
て
い
る
の
で
し
て
、（
そ
れ
は
）
ち
ょ
う
ど
獣
た
ち
が
虎
を
恐
れ
た

の
と
同
じ
こ
と
で
す
。」
と
。
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6

羅
生
門

教科書
p.204～p.217

1
教
材
採
録
の
意
図

高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
の
定
番
教
材
で
あ
る
芥
川
龍
之
介
の
『
羅
生
門
』
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
教
科
書
の
指
導
資
料
・
研
究
論
文
・
授
業
実
践
報
告
と
い
う
形
で
、

あ
る
い
は
、
担
当
す
る
教
員
が
培
っ
た
独
自
の
解
釈
と
い
う
形
で
、
教
室
と
い
う
現
場

に
向
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
〈
読
み
〉
が
提
起
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
回
、『
羅

生
門
』
を
採
録
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
次
の
点
に
留
意
し
て
、
教
科
書
の
脚
注
や

「
学
習
の
手
引
き
」
を
編
成
し
、
さ
ら
に
「
学
び
を
広
げ
る
」
を
設
定
し
た
。

①
「
平
安
朝
の
下
人
」
と
い
う
不
安
定
な
存
在
に
つ
い
て
、
飢
え
死
に
を
し
て
し
ま
う

直
前
の
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
太
刀
だ
け
は
手
放
そ
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
点

に
注
目
し
て
考
察
を
試
み
る
。
ま
た
、
そ
の
「
下
人
」
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、「
盗

人
」
に
な
っ
て
い
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
。

②
物
語
の
時
代
性
・
社
会
性
な
ど
に
も
配
意
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
「
下
人
」
の
視
点
か

ら
の
み
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
事
象
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、
被
害
者
と
し
て
の
「
老

婆
」
の
立
場
に
な
っ
て
と
ら
え
直
す
作
業
を
し
て
い
く
。

③
物
語
の
〈
語
り
手
〉
を
、
近
代
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
あ
る
「
旧
記
」
に
問
題
意

識
を
触
発
さ
れ
、
そ
れ
を
参
照
し
て
、『
羅
生
門
』
と
い
う
物
語
を
構
成
・
再
構
成

し
た
存
在
と
位
置
づ
け
る
。
そ
の
上
で
、
素
材
と
し
て
の
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
方

丈
記
』
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
く
。

「
永
年
、
使
わ
れ
て
い
た
主
人
」
か
ら
解
雇
さ
れ
て
路
頭
に
迷
う
状
態
、
通
常
な
ら

ば
〈
交
換
〉
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
（
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
た
薪
、
死
人
の

頭
髪
を
素
材
に
し
た
か
つ
ら
、
蛇
を
原
材
料
と
し
た
「
干
し
魚
」
）
が
商
品
化
さ
れ
て

し
ま
う
よ
う
な
社
会
、自
分
だ
け
が
生
き
残
っ
て
い
く
た
め
に
、〈
弱
者
〉た
る「
下
人
」

が
〈
弱
者
〉
た
る
「
老
婆
」
を
否
定
的
に
差
別
し
、
暴
力
的
に
抑
圧
し
て
し
ま
う
よ
う

な
行
為
、
こ
れ
ら
は
、
物
語
の
中
の
「
ひ
と
と
お
り
な
ら
ず
衰
微
し
て
い
た
」
地
域
・

時
代
だ
け
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
見
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
物
語

か
ら
も
、
我
々
の
〈
い
ま
〉・〈
こ
こ
〉
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。〈
他
者
〉
へ
の
想

像
力
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、〈
語
り
手
〉
の
説
明
（
心
理
・
情
景
描
写
）
や
登

場
人
物
の
発
言
・
行
為
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 芥

川
龍
之
介

小
説
一

一

羅生門
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2
作
品
の
概
説

❶ 

作
者

芥
川
龍
之
介
（
あ
く
た
が
わ
り
ゅ
う
の
す
け
）

小
説
家
。
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
、
東
京
市
京
橋
区
（
現
東
京
都
中
央
区
）
生

ま
れ
。
第
一
高
等
学
校
第
一
部
乙
類
（
文
科
）、
東
京
帝
国
大
学
英
吉
利
文
学
科
を
卒
業
。

大
学
在
学
中
に
久
米
正
雄
・
菊
池
寛
ら
と
「
新
思
潮
」（
第
三
次
・
第
四
次
）
を
創
刊
、

翻
訳
・
小
説
・
戯
曲
な
ど
を
発
表
。
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
、「
新
思
潮
」（
第
四
次
・

創
刊
号
）
に
発
表
し
た
小
説
「
鼻
」
が
夏
目
漱
石
の
激
賞
を
受
け
、
文
壇
に
登
場
す
る

機
縁
と
な
る
。
初
期
の
作
品
は
〈
昔
〉
を
舞
台
に
し
た
小
説
が
多
く
、
多
様
な
ス
タ
イ

ル
の
短
編
小
説
を
試
み
、
緊
密
な
文
体
と
知
的
な
構
成
に
よ
る
作
風
と
に
よ
っ
て
、
人

気
作
家
と
な
る
。
の
ち
に
作
風
を
転
じ
て
、
自
己
自
身
に
材
を
求
め
た
作
品
が
書
か
れ

る
よ
う
に
な
る
が
、
健
康
状
態
が
悪
化
し
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
に
自
殺
。
代
表

作
に
は
、「
戯
作
三
昧
」（
一
九
一
七
年
）、「
地
獄
変
」（
一
九
一
八
年
）、「
藪
の
中
」（
一

九
二
二
年
）、「
河
童
」「
歯
車
」（
一
九
二
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。

一
八
九
二

（
明
治
二
五
）

三
月
一
日
、
東
京
市
京
橋
区
入
船
町
（
現

中
央
区
明
石
町
）
に
、
新
原
敏
三
・
ふ

く
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
こ
の
年

の
十
月
ご
ろ
、
母
・
ふ
く
が
発
狂
し
た

た
め
、
龍
之
介
は
母
の
実
家
で
あ
る
芥

川
家
（
本
所
区
小
泉
町
、
現
墨
田
区
両

国
）
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
〇
四

（
明
治
三
七
）
八
月
、
芥
川
家
に
養
子
と
し
て
入
籍
し
、

芥
川
家
の
養
嫡
子
と
な
る
。

一
九
一
〇

（
明
治
四
三
）

三
月
、
東
京
府
立
第
三
中
学
校
を
卒
業
。

八
月
、
第
一
高
等
学
校
文
科
に
無
試
験

で
合
格
し
、
九
月
に
一
高
に
入
学
す
る
。

同
級
に
は
菊
池
寛
・
成
瀬
正
一
・
井
川

（
恒
藤
）
恭
・
松
岡
譲
・
久
米
正
雄
・
倉

田
百
三
・
藤
森
成
吉
・
山
本
有
三
・
土

屋
文
明
ら
が
い
た
。

一
九
一
三

（
大
正
二
）

七
月
、
一
高
を
卒
業
、
九
月
、
東
京
帝

国
大
学
文
科
（
英
文
科
）
に
入
学
す
る
。

一
九
一
四

（
大
正
三
）

二
月
、
菊
池
・
成
瀬
・
松
岡
・
久
米
ら

と
第
三
次
『
新
思
潮
』
を
創
刊
す
る
。

5
月
「
老
年
」

9
月
「
青
年
と
死
」

一
九
一
五

（
大
正
四
）

早
春
、
吉
田
弥
生
と
の
結
婚
を
義
父
母

と
伯
母
に
反
対
さ
れ
、
結
婚
を
断
念
す

る
。
十
一
月
、「
羅
生
門
」
を
『
帝
国
文

学
』
に
発
表
す
る
。
こ
の
月
、
久
米
と

と
も
に
夏
目
漱
石
を
漱
石
山
房
に
訪
ね
、

以
後
、
木
曜
会
に
出
席
す
る
。

4
月
「
ひ
ょ
っ
と
こ
」

11
月
「
羅
生
門
」

一
九
一
六

（
大
正
五
）

二
月
、
菊
池
・
成
瀬
・
松
岡
・
久
米
ら

と
と
も
に
第
四
次
『
新
思
潮
』
を
創
刊

す
る
。
七
月
、
東
京
帝
国
大
学
（
英
文

科
）
を
卒
業
、
卒
業
論
文
は
「
ウ
イ
リ

ア
ム
・
モ
リ
ス
研
究
」
で
あ
っ
た
。
十

二
月
、
海
軍
機
関
学
校
教
授
嘱
託
に
就

任
す
る
。

＊
十
二
月
九
日
、
夏
目
漱
石
死
去
。

2
月
「
鼻
」

5
月
「
虱
」

9
月
「
芋
粥
」

10
月
「
手は
ん
け
ち巾

」

11
月
「
煙
草
と
悪
魔
」
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一 小説一

10

を
使
っ
た
比
喩
を
用
い
て
生
々
し
く
活
写
す
る
と
と
も
に
、
獣
性
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
過

酷
な
環
境
に
身
を
置
い
て
、
本
能
的
に
生
き
て
い
る
「
男
」
や
「
老
婆
」
の
存
在
の
あ

り
よ
う
も
示
し
て
い
る
。

「
き
り
ぎ
り
す
」
や
「
か
ら
す
」、
動
物
を
使
っ
た
比
喩
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
効
果

に
つ
い
て
は
、「
語
句
と
表
現
」
の
解
答
例
・
解
説
で
詳
述
し
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

❺ 

小
中
学
校
教
科
書
で
の
扱
い

中
学
校
の
教
科
書
で
は
、
次
の
芥
川
龍
之
介
の
作
品
が
教
材
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

〈
中
学
校
〉
令
和
3
年
度
版

「
ト
ロ
ッ
コ
」
三
省
堂
1
年
・
東
京
書
籍
1
年

「
蜘
蛛
の
糸
」
教
育
出
版
1
年

3
参
考
文
献

❶ 

指
導
者
の
た
め
の
参
考
文
献

 ●
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成
』
全
十
一
巻
（
一
九
九
三
年
、
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
）

 ●
宮
坂
覺
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
19　

芥
川
龍
之
介
・
理
智
と
抒
情
』（
一
九

九
三
年
、
有
精
堂
）

 ●
志
村
有
弘
編
『
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
作
品
論
集
成
』（
一
九
九
五
年
、
大
空
社
）

 ●
関
口
安
義
『「
羅
生
門
」
を
読
む
』（
一
九
九
九
年
、
小
沢
書
店
）

 ●
浅
野
洋
編
『
日
本
文
学
研
究
論
文
集
成
33　

芥
川
龍
之
介
』（
一
九
九
九
年
、
若
草

書
房
）

 ●
浅
野
洋
・
石
割
透
・
海
老
井
英
次
・
清
水
康
次
・
関
口
安
義
・
宮
坂
覺
編
『
芥
川
龍

之
介
作
品
論
集
成
』（
一
九
九
九
年
〜
二
〇
〇
一
年
、
翰
林
書
房
）

❷ 

学
習
者
の
た
め
の
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド

 ●
芥
川
龍
之
介
『
藪
の
中
』（
二
〇
〇
九
年
、
講
談
社
文
庫
）

 ●『
今
昔
物
語
集
』（
二
〇
〇
二
年
、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

 ●
フ
ョ
ー
ド
ル
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
亀
山
郁
夫
訳
『
罪
と
罰
』

（
二
〇
〇
八
年
、
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
）

小
説
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一
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4
学
習
指
導
の
展
開
と
評
価

❶ 

評
価
規
準

知
識
・
技
能
1
常
用
漢
字
の
読
み
に
慣
れ
、
主
な
常
用
漢
字
を
書
き
、
文
や
文
章
の
中
で
使
っ
て
い
る
。（
⑴
イ
）

知
識
・
技
能
2
我
が
国
の
言
語
文
化
に
特
徴
的
な
語
句
の
量
を
増
し
、
そ
れ
ら
の
文
化
的
背
景
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
文
章
の
中
で
使
う
こ
と
を
通
し
て
、
語
感
を
磨
き
語

彙
を
豊
か
に
し
て
い
る
。（
⑴
ウ
）

知
識
・
技
能
3
文
章
の
意
味
は
、
文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。（
⑴
エ
）

思
考
・
判
断
・
表
現
1
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、
文
章
の
種
類
を
踏
ま
え
て
、
内
容
や
構
成
、
展
開
な
ど
に
つ
い
て
叙
述
を
基
に
的
確
に
捉
え
て
い
る
。（
Ｂ
ア
）

思
考
・
判
断
・
表
現
2
「
読
む
こ
と
」
に
お
い
て
、
作
品
や
文
章
の
成
立
し
た
背
景
や
他
の
作
品
な
ど
と
の
関
係
を
踏
ま
え
、
内
容
の
解
釈
を
深
め
て
い
る
。（
Ｂ
エ
）

時
間

学
習
活
動

指
導
上
の
留
意
点

第1時限

導
入

１　

読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
芥
川
龍
之
介
の
作
品
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

２　

本
文
を
音
読
・
黙
読
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
物
語
の
概
要
を
理
解
す
る
。

３　

初
発
の
感
想
を
話
し
合
う
。

４　

慣
用
句
・
難
解
な
語
句
・
漢
字
を
確
認
す
る
。 

漢
字 

語
句
と
表
現 

二

５　

物
語
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
時
代
・
季
節
・
場
所
・
登
場
人
物
な
ど
に
つ

い
て
確
認
す
る
。

６　

当
時
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。 

課
題
一

７　

羅
生
門
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
把
握
す
る
。

 ●
読
ん
だ
作
品
が
あ
れ
ば
、
作
品
名
や
簡
単
な
感
想
を
発
表
さ
せ
る
。

 ●
適
宜
区
切
り
指
名
し
て
音
読
さ
せ
、
物
語
の
展
開
を
確
認
さ
せ
る
。

 ●
印
象
に
残
っ
た
場
面
・
描
写
に
つ
い
て
、
自
由
に
発
言
さ
せ
る
。

 ●
わ
か
ら
な
い
語
句
は
辞
書
で
意
味
を
調
べ
て
お
く
よ
う
指
示
す
る
。

 ●
平
安
時
代
末
期
・
秋
・
京
都
の
羅
生
門
・
下
人
と
い
う
存
在
な
ど

に
つ
い
て
確
認
さ
せ
る
。

 ●
相
次
ぐ
災
い
に
よ
っ
て
荒
廃
し
て
い
た
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
。

 ●
荒
れ
果
て
て
死
体
の
捨
て
場
と
化
し
て
い
た
こ
と
を
把
握
さ
せ
る
。

評価

知
識
・
技
能

⑴
イ
・
ウ

評
価
の
実
際
▼
漢
字
や
語
句
の
意
味
を
正
確
に
捉
え
、
短
文
作
り
な
ど
を
と
お
し
て
語
彙
を
豊
か
に
し
て
い
る
。﹇
記
述
の
点
検
﹈

思
考
・
判
断
・
表
現
Ｂ
エ

評
価
の
実
際
▼
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
時
代
や
社
会
状
況
を
捉
え
、
内
容
の
解
釈
を
深
め
て
い
る
。﹇
記
述
の
確
認
﹈

❷ 

学
習
指
導
の
展
開
例 

﹇
３
時
間
を
想
定
﹈
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一 小説一

❹ 

語
句
・
文
脈
の
解
説

204
ペ
ー
ジ

1 

あ
る
日
の
暮
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、

羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た　
こ
の
冒
頭

の
形
式
段
落
に
お
い
て
、「
羅
生
門
」
と
い
う
物
語

の
基
本
的
枠
組
み
が
、〈
語
り
手
〉（
後
に
「
作
者
」

と
称
し
て
物
語
に
介
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
）
に

よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
い
つ
＝
あ
る

日
の
暮
れ
方
、
②
ど
こ
で
＝
羅
生
門
の
下
で
、
③
誰

が
＝
一
人
の
下
人
が
、
④
ど
う
し
た
＝
雨
や
み
を
待

っ
て
い
た
、
と
い
う
物
語
に
関
す
る
基
点
と
な
る
情

報
が
明
ら
か
に
な
る
。
や
が
て
①
に
つ
い
て
は
、
平

安
時
代
の
末
期
の
秋
と
い
う
大
枠
の
情
報
が
付
加
さ

れ
る
と
と
も
に
、
推
移
し
て
い
く
時
間
が
示
さ
れ
、

②
に
つ
い
て
は
、
平
安
京
に
あ
っ
た
羅
生
門
と
い
う

場
所
に
関
わ
る
否
定
的
情
報
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
、

③
を
め
ぐ
っ
て
は
、
老
婆
と
い
う
人
物
が
加
わ
る
こ

と
に
な
る
。
④
に
つ
い
て
は
、「
申
の
刻
下
が
り
」

（
206
・
10
）
に
突
然
に
降
り
だ
し
た
雨
に
よ
っ
て
、

雨
宿
り
を
す
る
必
要
か
ら
、
や
む
を
得
ず
し
て
い
る

行
為
で
あ
る
こ
と
、
特
別
な
目
的
が
あ
っ
て
こ
の
羅

生
門
に
や
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

問 

「
あ
る
日
」
と
あ
る
が
、
い
つ
ご
ろ
の
時
代
の

こ
と
か
。

答 

平
安
時
代
。

▼ 

物
語
で
語
ら
れ
て
い
る
風
物
や
「
平
安
朝
の
下

人
」（
206
・
10
）
と
い
う
表
現
に
注
目
さ
せ
る
。

さ
ら
に
、「
き
り
ぎ
り
す
」（
204
・
3
）
や
「
も

う
火
桶
が
欲
し
い
ほ
ど
の
寒
さ
」（
208
・
11
）

と
い
う
表
現
か
ら
、
秋
（
晩
秋
）
と
い
う
季
節

で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

問 

「
暮
れ
方
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
間
帯
を
い

う
の
か
。

答 

夕
闇
が
空
に
立
ち
こ
め
、
辺
り
が
暗
く
な
る
直

前
の
時
間
帯
。

問 

「
一
人
の
下
人
」
と
あ
る
が
、
こ
の
男
は
ど
の

よ
う
な
外
見
・
身
な
り
を
し
て
い
る
か
。
本
文

中
の
表
現
を
用
い
て
答
え
よ
。

答 

「
短
い
ひ
げ
の
中
に
、
赤
く
う
み
を
持
っ
た
に

き
び
」（
209
・
6
）
が
「
右
の
頰
」（
209
・
6
）

に
あ
る
と
い
う
外
見
上
の
特
徴
が
あ
り
、「
山

吹
の
汗
袗
に
重
ね
た
、
紺
の
襖
」（
208
・
14
）

と
い
う
着
衣
で
、
足
に
は
「
わ
ら
草
履
」

（
209
・
3
）
を
履
い
て
、「
聖
柄
の
太
刀
」

（
209
・
2
）
を
腰
に
下
げ
て
い
る
。

問 

「
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
っ
て
い
た
」
と

あ
る
が
、
下
人
は
門
の
下
に
ど
の
よ
う
な
姿
勢

で
い
る
の
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
答
え

よ
。

答 

羅
生
門
の
「
七
段
あ
る
石
段
の
い
ち
ば
ん
上
の

段
に
」（
205
・
16
）
腰
を
下
ろ
し
て
い
る
。

1 

下
人　

下
人
と
は
「
身
分
の
低
い
者
」・
「
卑
賤
の

者
」
と
解
さ
れ
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
差
別
的
な
語

❸ 

展
開
図

災
い
続
き
で
ひ
と
と
お
り
で
な
く
さ
び
れ
た
京
都
の
町

　

  
荒
れ
果
て
た
羅
生
門 …

 

狐
狸
や
盗
人
が
棲
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
 

死
体
を
捨
て
て
い
く
。

下
人

主
人
か
ら
暇
を
出
さ
れ
、
行
き
所
が
な
く
途
方
に
暮
れ
る
。

明
日
の
暮
ら
し
を
ど
う
に
か
し
よ
う

　
　＝
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と

　
　
　ど
う
に
か
す
る
に
は
、
手
段
を
選
ぶ
い
と
ま
は
な
い
。

　
　
　
　＝「
盗
人
に
な
る
」

　
　肯
定
す
る
勇
気
が
出
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　寝
場
所
を
求
め
て
楼
を
上
る
。

下
人

人
の
気
配
を
感
じ
、

恐
る
恐
る
楼
の
中
を
の
ぞ
く
。

老
婆
を
目
撃
す
る
。

　【六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
】

恐
怖
は
消
え
て
い
く
。

　【憎
悪
・
悪
に
対
す
る
反
感
】

「
盗
人
に
な
る
」
考
え
は
忘
れ
る
。

老
婆

火
を
と
も
し
て

死
骸
を
の
ぞ
く
。

死
骸
の
髪
を
抜
く
。

慌
て
て
ふ
た
め
い
て

逃
げ
よ
う
と
す
る
。

問
い
か
け
に
黙
っ
て
い
る
。

問
い
か
け
に
答
え
る
。

自
己
の
行
為
に

つ
い
て
弁
明
す
る
。

初め～209・3209・4～211・16212・1～214・12214・13 ～

は
し
ご
か
ら
飛
び
上
が
る
。

老
婆
を
ね
じ
倒
し
、

太
刀
を
突
き
つ
け
る
。

憎
悪
の
心
を
冷
ま
す
。

　【安
ら
か
な
得
意
と
満
足
】

答
え
に
失
望
す
る
。

　【憎
悪
・
冷
や
や
か
な
侮
蔑
】

冷
然
と
聞
く
。

あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
る
。

＝
門
の
下
で
欠
け
て
い
た
勇
気

　老
婆
を
捕
ら
え
た
時
と
反
対
方
向

　の
勇
気

老
婆
の
着
物
を
剝
ぎ
取
り
、
蹴
倒
す
。

夜
の
底
へ
駆
け
下
り
る
。

下
人
の
足
に

し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
。

門
の
下
を
の
ぞ
き
こ
む
。

小
説
一
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感
を
有
す
る
言
葉
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、

『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』（
北
原
保
雄
ほ
か
、

二
〇
〇
一
年
、
小
学
館
）
に
よ
れ
ば
、「
平
安
時
代

以
後
の
隷
属
民
。
荘
園
の
地
頭
や
荘
官
、
名
主
や
地

主
な
ど
に
隷
属
し
て
、
家
事
、
農
業
、
軍
事
な
ど
主

家
の
雑
役
に
つ
か
わ
れ
、
財
産
と
し
て
土
地
と
い
っ

し
ょ
に
、
あ
る
い
は
別
々
に
売
買
質
入
や
譲
渡
の
対

象
と
な
っ
た
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
日
本
民
衆
の
歴

史
2　

土
一
揆
と
内
乱
』（
稲
垣
泰
彦
・
戸
田
芳
実
編
、

一
九
七
五
年
、
三
省
堂
）
に
よ
れ
ば
、「
平
安
時
代

に
新
し
く
登
場
し
て
き
た
下
人
・
従
者
・
所
従
と
い

う
身
分
の
勤
労
大
衆
は
、
主
人
持
ち
で
あ
り
、
主
人

に
人
格
的
に
隷
属
し
て
い
る
と
い
う
点
で
百
姓
身
分

の
農
民
と
は
ち
が
っ
て
い
た
が
、
そ
の
実
態
を
み
る

と
、
家
内
奴
隷
的
な
僕
婢
労
働
に
従
事
す
る
者
と
、

住
居
・
経
営
を
持
っ
て
外
居
自
立
し
て
い
る
隷
属
農

民
と
に
大
別
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
「
平
安
朝
の
下
人
」

（
206
・
10
）
と
は
、
当
代
に
お
い
て
、
い
わ
ば
〈
モ
ノ
〉

と
し
て
、〈
商
品
〉
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
な
、

き
わ
め
て
不
安
定
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

〈
語
り
手
〉
は
、
物
語
の
冒
頭
に
お
い
て
、
単
に
「
あ

る
男
」
で
は
な
く
「
一
人
の
下
人
」
と
名
指
す
こ
と

で
、
当
該
の
人
物
に
焦
点
を
当
て
る
と
同
時
に
、
そ

の
人
物
の
社
会
的
立
場
に
つ
い
て
提
示
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。
な
お
、
こ
の
下
人
が
「
聖
柄
の
太
刀
」

（
209
・
2
）
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
、「
明
日
の
暮
ら

し
」（
206
・
12
）
に
困
っ
て
も
、
そ
れ
を
手
放
さ
な

か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
永
年
、
使
わ
れ

て
い
た
主
人
」（
206
・
6
）
の
も
と
で
、
軍
事
的
部

門
の
「
雑
役
」（
私
兵
の
よ
う
な
も
の
）
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

よ
り
い
っ
そ
う
正
し
く
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
男
は

「
元
下
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

1 

羅
生
門　
﹇
平
安
京
の
正
門
。
朱
雀
大
路
の
南
端
に

あ
っ
た
二
階
造
り
の
大
き
な
門
。本
来
は「
羅
城
門
」

と
表
記
。﹈
門
の
構
造
は
重
閣
の
瓦
屋
造
、
屋
上
に

鴟
尾
を
上
げ
、
南
北
に
各
五
階
の
石
段
が
あ
っ
た

（
教
科
書
207
ペ
ー
ジ
写
真
参
照
）。
鴟
尾
ま
で
の
高
さ

二
一
メ
ー
ト
ル
、
脇
門
を
含
む
幅
五
四
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
巨
大
な
建
造
物
で
、
ま
さ
に
「
広
い
門
」

（
204
・
2
）な
の
で
あ
る
。羅
生
門
は
洛
中（
都
の
中
）

と
洛
外
と
の
境
界
に
位
置
し
て
い
る
。
な
お
、
江
戸

時
代
以
降
に
は
、「
羅
生
門
」
と
い
う
表
記
も
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

1 

雨
や
み　
こ
こ
で
は
、
雨
が
一
時
や
む
こ
と
。
な
お
、

「
雨
や
み
を
す
る
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
が
」（
204
・

4
）
の
「
雨
や
み
」
は
、
雨
の
や
む
の
を
待
つ
こ
と
・

雨
宿
り
の
意
味
で
あ
る
。

問 

「
雨
や
み
」（
204
・
1
）
と
「
雨
や
み
」（
204
・

4
）
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
か
。

答 

1
行
目
の
「
雨
や
み
」
は
「
雨
が
一
時
や
む
こ

と
」
と
い
う
意
味
。
4
行
目
の
「
雨
や
み
」
は
、

「
雨
が
や
む
の
を
待
つ
こ
と
、
雨
宿
り
」
と
い

う
意
味
。

2 

丹
塗
り　
﹇
赤
色
の
顔
料
で
あ
る
丹
ま
た
は
朱
で
塗

っ
て
あ
る
こ
と
。﹈
丹
は
辰
砂
や
鉛
丹
を
含
ん
だ
土
。

朱
は
辰
砂
と
し
て
産
し
、
成
分
は
硫
化
水
銀
。

3 

き
り
ぎ
り
す　

原
文
は
「
蟋き
り
ぎ
り
す蟀
」
と
あ
り
、
古
語

で
は
「
こ
お
ろ
ぎ
」
を
意
味
し
て
い
る
が
、
柱
に
止

ま
っ
て
い
る
点
、
習
性
か
ら
今
で
い
う
「
き
り
ぎ
り

す
」
に
解
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
無
人
の
強
調
、

周
囲
が
寂
れ
て
い
る
雰
囲
気
、
季
節
な
ど
を
暗
示
す

る
絶
妙
な
小
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
色
彩
の

面
か
ら
見
て
も
、「
丹
塗
り
の
円
柱
」
の
鮮
や
か
な

朱
色
と
補
色
関
係
の
緑
の
ほ
う
が
合
う
。

3 

き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
止
ま
っ
て
い
る　

き
り
ぎ
り
す

の
存
在
か
ら
季
節
が
秋
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

後
に
「
夕
冷
え
の
す
る
京
都
は
、
も
う
火
桶
が
欲
し

い
ほ
ど
の
寒
さ
で
あ
る
」（
208
・
10
）
と
あ
り
、
秋

も
深
ま
っ
た
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
う
し

た
小
さ
な
存
在
に
ま
で
目
が
い
く
ほ
ど
、
羅
生
門
は

人
気
の
な
い
ひ
っ
そ
り
と
し
た
状
況
に
あ
る
。

問 

「
大
き
な
円
柱
に
、
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
止
ま

っ
て
い
る
」
と
い
う
描
写
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
わ
か
る
か
。

答 

秋
と
い
う
季
節
と
、
人
気
の
な
い
ひ
っ
そ
り
と

し
た
羅
生
門
の
雰
囲
気
。

3 

羅
生
門
が
、
朱
雀
大
路
に
あ
る
以
上
は　

朱
雀
大
路

は
、
平
安
京
の
い
わ
ば
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
る
。

人
の
行
き
来
も
は
げ
し
く
、
賑
わ
っ
て
い
る
は
ず
だ
、

と
い
う
〈
語
り
手
〉
の
既
存
の
知
識
と
い
う
も
の
を

前
提
に
し
た
語
り
口
に
な
っ
て
い
る
。
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一 小説一

❺ 

図
版
の
解
説

207
ペ
ー
ジ

羅
生
門
復
元
模
型　
﹇
写
真
提
供
﹈
京
都
文
化
博
物
館

『
羅
生
門
』
初
版
本
表
紙
（
１
９
１
７
﹇
大
正
6
年
﹈）　

阿
蘭
陀
書
房
刊
。﹇
写
真
提
供
﹈
日
本
近
代
文
学
館

答 

①
こ
の
男
が
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
世
界
の
入

り
口
。
②
こ
の
男
が
、
す
ぐ
に
で
も
そ
の
世
界

に
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

13 

夜
の
底　

こ
の
男
が
門
の
下
に
座
っ
て
い
た
の
は

「
暮
れ
方
」
で
あ
っ
た
が
、
楼
の
内
で
展
開
さ
れ
た

出
来
事
の
間
に
「
夜
」
と
呼
ば
れ
る
時
間
帯
へ
と
移

行
し
て
お
り
、
羅
生
門
は
「
夜
」
の
闇
に
包
ま
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
男
が
、
楼
の
上
か
ら
は
し
ご

を
駆
け
下
り
た
の
で
あ
る
か
ら
、
向
か
っ
た
場
所
は
、

文
字
ど
お
り
、
位
置
関
係
と
し
て
下
の
部
分
で
あ
る

「
底
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の

「
底
」
と
は
、
そ
の
も
の
の
奥
深
く
に
あ
っ
て
、
外

か
ら
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
（
と

こ
ろ
）
も
意
味
し
て
い
よ
う
。
つ
ま
り
、「
夜
の
底
」

と
は
、
闇
の
深
く
濃
い
部
分
で
あ
り
、
闇
に
よ
っ
て

隠
蔽
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
こ

の
男
が
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
世
界
の
あ
り
よ
う
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。

16 

し
ば
ら
く
、
死
ん
だ
よ
う
に
倒
れ
て
い
た
老
婆
が
、

…
…
門
の
下
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ　
こ
の
部
分
の
老
婆

の
行
動
は
、
盗
人
と
化
し
た
男
の
機
敏
な
動
き
と
は

対
照
的
に
、
き
わ
め
て
緩
慢
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

飢
え
死
に
を
し
な
い
た
め
に
や
む
を
得
ず
し
て
い
た

行
為
の
最
中
の
降
っ
て
わ
い
た
よ
う
な
災
難
に
よ
っ

て
、
悲
惨
な
こ
と
に
精
神
的
・
身
体
的
・
物
理
的
に

被
害
を
被
る
こ
と
と
な
り
、
ま
さ
に
虚
脱
し
て
し
ま

っ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

216
ペ
ー
ジ

2 

黒
洞
々
た
る
夜　

底
知
れ
ぬ
洞
穴
の
よ
う
な
暗
黒
の

夜
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
に
い
る
は
ず
も
な
い
男
の
姿

を
求
め
た
、
暗
澹
た
る
思
い
の
老
婆
が
目
に
し
た
世

界
で
あ
り
、
同
時
に
、
盗
人
と
化
し
た
男
が
溶
解
し

て
し
ま
っ
た
世
界
で
あ
る
。

4 

下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い　
〈
語
り
手
〉
＝

「
作
者
」
は
、
自
分
に
何
が
で
き
る
か
を
発
見
し
た

男
の
あ
る
べ
き
可
能
性
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
言
及

す
る
こ
と
を
せ
ず
に
物
語
を
結
ぶ
。

末
尾
一
文
の
改
訂
の
問
題

『
羅
生
門
』の
末
尾
部
分
に
つ
い
て
、初
出
形
で
は
、

「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強

盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
ゝ
あ
つ
た
。」
と
あ
り
、
第
一

創
作
集
『
羅
生
門
』
所
収
形
で
は
、「
下
人
は
、
既
に
、

雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
い
で

ゐ
た
。」
と
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、『
新
興
文
藝
叢
書
第

八
編　

鼻
』
に
お
い
て
、「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も

知
ら
な
い
。」
と
、
現
行
本
文
形
に
改
変
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
初
出
形
お
よ
び
『
羅
生
門
』
所
収
形
で
は
、

一
連
の
出
来
事
を
経
て
、
閉
塞
状
況
を
打
破
し
た
男

が
、「
強
盗
」
と
い
う
新
た
な
る
立
場
を
獲
得
し
、

「
夜
」
と
い
う
時
間
や
「
雨
」
と
い
う
外
的
環
境
も

い
っ
さ
い
構
わ
ず
、
獲
物
が
存
在
し
て
い
る
「
京
の

町
」
へ
と
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
「
下
人
の
行
方
」

が
提
示
さ
れ
、
自
分
に
何
が
で
き
る
か
を
発
見
し
、

そ
の
中
で
生
き
て
い
く
男
の
物
語
と
し
て
定
立
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
現
行
本

文
形
で
は
、
自
分
に
何
が
で
き
る
か
を
発
見
し
た
男

の
あ
る
べ
き
可
能
性
を
書
き
お
く
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
作
者
（
構
成
者
）
の
物
語
へ
と
転
位
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
説
一

一

羅生門

43

在
を
浮
上
さ
せ
、
京
の
町
に
住
む
一
般
の
人
々
の
心
の
荒
廃
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
で

あ
る
。
平
安
京
に
お
け
る
権
威
や
秩
序
の
ひ
と
つ
の
象
徴
で
も
あ
る
羅
生
門
が
損
壊
し

た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
一
例
な
の
で
あ
る
。
結
果
、
荒
れ
果
て
た
羅
生
門

に
対
し
て
、「
妖
怪
変
化
や
忌
ま
わ
し
い
者
の
存
在
す
る
場
所
」
と
い
う
情
報
が
洛
中

の
人
々
に
伝
わ
り
、
漠
然
と
し
た
恐
怖
心
か
ら
「
足
踏
み
を
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
」（
205
・
3
）
状
況
が
出
来
し
た
。
そ
の
上
、
洛
中
の
人
々
も
浅
ま
し
い
現
場

を
目
に
し
た
こ
と
は
あ
ろ
う
不
吉
な
も
の
を
連
想
さ
せ
る
「
か
ら
す
」
の
存
在
も
そ
う

し
た
状
況
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
作
者
」
は
、「
主
人
」
が
雑
役

に
使
っ
て
い
た
こ
の
下
人
の
よ
う
な
取
る
に
足
ら
な
い
存
在
ま
で
も
抱
え
て
お
く
こ
と

が
で
き
な
い
（
交
換
で
き
な
い
）
ほ
ど
に
疲
弊
し
た
状
況
、
神
聖
な
る
も
の
・
醜
穢
な

る
も
の
・
食
材
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
な
い
も
の
な
ど
、
通
常
に
お
い
て
は
貨
幣
と
交

換
さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
が
商
品
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
荒
廃
し
た
社
会
状
況
を
設

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
文
に
示
さ
れ
た
京
都
の
町
や
羅
生
門
の
様
子
に
関
わ
る
記
述
内
容
に
注
意
し
て
ま

と
め
る
。
前
段
階
の
作
業
と
し
て
箇
条
書
き
に
し
て
整
理
す
る
と
ま
と
め
や
す
く
な
る

だ
ろ
う
。

二 

下
人
が
羅
生
門
の
下
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
ふ
ま
え
、
門
の
下
で
の
下
人
の
心

情
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

解
答
例

下
人
は
、
京
都
の
町
に
お
け
る
衰
微
の
余
波
を
受
け
て
、
永
年
使
わ
れ
て
い
た
主
人

か
ら
四
、
五
日
前
に
暇
を
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
新
た
な
る
主
人
を
探
し
求
め
る
も
の
の

ま
ま
な
ら
ず
、
行
き
所
も
な
く
洛
中
を
さ
ま
よ
い
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
少
し
前
の
申

の
刻
下
が
り
か
ら
突
然
降
り
だ
し
た
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
や
む
を
得
ず
羅

生
門
の
下
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
強
い
雨
の
た
め
、
そ
こ
か
ら
出
よ
う
に
も
出
ら

れ
な
い
下
人
は
、
何
を
お
い
て
も
さ
し
あ
た
り
明
日
の
暮
ら
し
を
ど
う
に
か
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
態
│
│
と
り
あ
え
ず
は
食
い
物
の
確
保
と
い
う
こ
と
│
│
に
直
面
し
て

❻ 「
課
題
」
の
解
説

一 

こ
の
作
品
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
京
都
の
町
や
羅
生
門
の
描
写
に
注
目
し
、
そ

こ
に
描
か
れ
て
い
る
当
時
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。

解
答
例

京
都
で
は
、
こ
の
二
、
三
年
の
間
に
、
地
震
、
辻
風
、
火
事
、
飢
饉
な
ど
の
災
い
が

続
い
て
起
こ
っ
た
た
め
、
洛
中
の
さ
び
れ
方
は
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
。
仏
像
や
仏
具

を
打
ち
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀
の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
道
端
に

積
み
重
ね
て
、
薪
の
料
に
売
っ
て
い
る
よ
う
な
始
末
で
、
物
資
が
不
足
し
、
経
済
的
に

も
疲
弊
し
、
人
々
の
心
も
荒
廃
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
羅
生
門
も
荒
れ
果
て
て
し
ま

い
、
狐
狸
や
盗
人
が
棲
む
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
は
引
き
取
り
手
の
な
い
死
人
を
捨
て

る
た
め
の
場
所
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
人
々
は
気
味
悪
が
り
、
暗
く
な
る
と
門
の
近
所

へ
は
足
踏
み
を
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
荒
廃
し
た
社
会
状
況
の
中
に

下
人
や
老
婆
は
身
を
置
い
て
い
る
。

解
説

平
安
時
代
末
期
（
一
一
八
〇
年
こ
ろ
）
の
京
都
の
町
の
荒
廃
に
つ
い
て
、〈
語
り
手
〉

は
、
福
原
遷
都
や
戦
乱
（
源
平
の
争
い
）
な
ど
の
史
実
を
排
除
し
て
（
人
災
に
つ
い
て

は
言
及
す
る
こ
と
な
く
）、
不
可
抗
力
的
な
「
地
震
と
か
辻
風
と
か
火
事
と
か
飢
饉
」

（
204
・
6
）
と
い
う
天
災
が
立
て
続
け
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
要
因
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

ま
さ
に
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」
と
い
う
状
況
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
洛

中
の
さ
び
れ
方
は
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
」（
204
・
7
）
例
と
し
て
鴨
長
明
の
『
方
丈
記
』

の
記
述
を
借
用
し
て
、「
仏
像
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
銀

の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
道
端
に
積
み
重
ね
て
、
薪
の
料
に
売
」（
204
・
8
）
る

と
描
写
す
る
。
た
だ
し
、
借
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
原
文
に
あ
る
古
寺
に
行
っ
て
仏

像
を
盗
む
と
い
う
部
分
を
削
除
し
て
い
る
。
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
仏
像
・
仏
具

な
ど
の
信
仰
の
対
象
が
単
な
る
モ
ノ
化
さ
れ
て
、
も
と
も
と
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
か
わ

か
っ
て
も
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
燃
料
と
し
て
売
買
す
る
者
、
そ
れ
を
傍
観
す
る
者
の
存
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