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古
田

島
洋
介

　
漢
文
の
授
業
で
学
生
諸
君
と
一
緒
に
白
文
を
訓
読
し
て
い
る
と
、
説
明
に
及
ぶ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
り
ふ

び

に

自
分
が
二
つ
の
同
じ
台
詞
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
曰
く
r
こ
こ

は

必
ず
こ
の
よ
う
に
訓
読
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
L
、
ま
た
曰
く
「
そ
こ
は
自
分

の

好
み

に

よ
っ
て
訓
読
し
て
か
ま
わ
な
い
」
と
。

　
常
に
訓
読
を
た
だ
一
つ
に
決
め
つ
け
、
そ
れ
を
学
生
た
ち
に
押
し
付
け
る
よ
う
な

教
え
方
は
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ざ
っ
と
意
味
さ
え
通
じ
て
い
れ
ば
、

勝
手
気
儘
な
訓
読
で
も
許
す
よ
う
な
教
え
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
．
我
が
漢

文
学
の
授
業
が
中
学
⊥
・
同
校
の
国
語
科
教
員
免
許
状
の
取
得
に
必
要
な
科
目
の
一
た

る
以
上
、
あ
く
ま
で
現
行
の
標
準
的
な
訓
読
を
教
え
て
い
る
つ
も
り
だ
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
右
の
二
つ
の
台
詞
を
繰
り
返
し
口
に
し
て
い
る
の
は
事
実

で

あ
る
。
と
な
れ
ば
、
甚
だ
単
純
な
帰
結
な
が
ら
、
漢
文
訓
読
に
は
固
定
さ
れ
て
い

る
部
分
と
固
定
さ
れ
て
い
な
い
部
分
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
裏
返
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
ま

て

言
え
ば
、
訓
読
者
の
自
由
裁
量
が
利
く
場
面
と
利
か
ぬ
場
面
と
が
絢
い
交
ぜ
に
な

っ

て

い

る
わ
け
だ
。
些
少
と
も
白
文
を
訓
読
し
た
経
験
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
無
意
識

の

う
ち
に
せ
よ
、
だ
れ
し
も
固
定
性
と
流
動
性
と
の
混
渚
を
承
知
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。

　
と
は
い
え
、
も
し
改
め
て
問
わ
れ
た
な
ら
ば
、
ど
こ
が
固
定
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、

ど
こ
が
自
由
裁
量
の
利
く
場
面
な
の
か
、
果
た
し
て
両
者
を
明
確
に
整
理
し
て
即
答

で

き
る
だ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
危
う
い
話
で
は
あ
る
ま
い
か
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
か

く
言
う
私
も
両
者
の
仕
分
け
は
暖
昧
模
糊
た
る
に
と
ど
ま
り
、
学
生
に
対
し
て
も
時

に

応

じ
て
場
当
た
り
で
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
臨
機
応
変
と
称
す
る

か
o
非
ず
、
厚
顔
無
恥
と
言
う
の
で
あ
る
。
よ
く
も
ま
あ
、
し
た
り
顔
で
教
壇
に
立

ち
続
け
て
き
た
も
の
だ
。
今
こ
こ
に
大
急
ぎ
で
整
理
を
試
み
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
本
稿
で
訓
読
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
訓
読
文
、
す
な
わ
ち

原
文

に

訓
点
を
付
け
た
状
態
を
念
頭
に
置
い
て
話
を
進
め
る
。
書
き
下
し
文
を
基
準

に

す

る
と
、
表
記
や
体
裁
の
問
題
が
続
出
し
て
、
話
が
脇
道
に
逸
れ
て
し
ま
い
が
ち

　
　
　
　
　
　
シ
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

だ
か
ら
だ
。
「
可
レ
掬
」
を
「
掬
す
べ
し
」
と
書
こ
う
が
「
掬
す
可
し
」
と
記
そ
う
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

訓
読
の

結
果
「
キ
ク
す
べ
し
」
に
は
影
響
し
な
い
o
き
わ
め
て
単
純
な
一
文
「
我
愛

　
ヲ

レ

汝
」
に
し
て
も
、
主
語
と
述
語
の
あ
い
だ
に
空
格
を
設
け
て
「
我
　
汝
を
愛
す
」

と
す
る
か
、
あ
る
い
は
読
点
を
打
っ
て
「
我
、
汝
を
愛
す
」
と
す
る
か
、
は
た
ま
た

ヘ

　
　
へ

べ
た

書
き
で
「
我
汝
を
愛
す
」
と
す
る
か
、
す
べ
て
は
体
裁
の
問
題
に
す
ぎ
ず
、
や

は

り
訓
読
の
結
果
「
わ
れ
　
な
ん
ぢ
を
ア
イ
す
」
に
変
化
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ

う
し
た
表
記
や
体
裁
の
問
題
に
ま
つ
わ
る
煩
を
避
け
る
べ
く
、
暫
く
書
き
下
し
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
ヲ

は

度
外
視
し
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
訓
読
文
「
可
レ
掬
」
「
我
愛
レ
汝
」
を
基
準
に
し

て
考
察
を
進
め
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

漢
文
訓
読
の
固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古
田

島
洋
介
＊
言
語
文
化
学
科
　
教
授
　
日
中
比
較
文
学

1



明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】
第
十
七
号
　
二
〇
〇
九
年

2

一　
訓
読
の
固
定
性

　
周
知
の
と
お
り
、
漢
文
訓
読
は
漠
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
を
日
本
語
に
変
換
す

る
作
業
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
で
は
翻
訳
そ
の
も
の
か
と
思
い
き
や
、
漢
文
は
だ
れ

が
訓
読
し
て
も
似
た
よ
う
な
結
果
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
が
通
常
の
翻
訳
と
は

大

い
に

異
な
る
点
で
あ
る
。
訓
読
に
臨
ん
だ
実
感
と
し
て
は
、
自
由
裁
量
が
利
く
部

分

よ
り
も
、
固
定
さ
れ
て
い
る
部
分
の
ほ
う
が
多
い
印
象
だ
ろ
う
。

　
で

は
、
い
っ
た
い
訓
読
で
は
何
が
固
定
さ
れ
て
い
る
の
か
o
取
り
敢
え
ず
、
大
き

く
1
1
1
つ
に
分
け
て
考
え
る
の
が
便
利
か
と
思
う
。
一
つ
め
は
語
順
の
固
定
性
、
二
つ

め
は
発
音
の
固
定
性
、
そ
し
て
三
つ
め
は
語
彙
の
固
定
性
で
あ
る
。

（
1
）
語
順

ア

　
漢
文
法
に

よ
る
拘
束

　
漢
文
法
の
二
大
原
則
は
く
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
V
お
よ
び
〈
修
飾
語
＋
被
修
飾

語
〉
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
文
型
も
数
多
く
現
れ
る
が
、
〈
主
語
＋
動
詞
＋
目

的
語
〉
さ
え
わ
き
ま
え
て
お
け
ば
、
そ
の
つ
ど
柔
軟
に
対
応
で
き
る
だ
ろ
う
。
英
語

に

お

い
て

も
第
三
文
型
〈
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
〉
（
S
V
O
）
が
構
文
の
中
核
を

成
す

の

と
同
様
の
話
だ
。

　
右
の

二
大
原
則
を
踏
み
に
じ
っ
て
訓
読
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、

ラ
ピ
ら
ぺ前

に
挙
げ
た

「
我
愛
汝
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
典
型
的
な
〈
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
〉

の

構
文

で
、
だ
れ
が
訓
読
し
て
も
、
日
本
語
の
語
順
に
変
換
す
べ
く
、
動
詞
F
愛
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
な
ん
ぢ

と
目
的
語
「
汝
」
を
返
り
点
で
転
倒
さ
せ
、
「
我
愛
レ
汝
」
（
我
汝
を
愛
す
）
と
読
む
。

こ

の
構
文

を
無
視
し
、
漢
字
を
適
当
に
引
っ
く
り
返
し
て
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
ス

れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
と
、
「
我
」
を
目
的
語
、
「
汝
」
を
主
語
に
解
し
て
、
「
我
コ
愛

　
　
　
な
ん
ぢ

汝
一
」
（
汝
我
を
愛
す
）
と
読
ん
だ
り
す
れ
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
失
格
の
烙
印
を
捺

さ
れ
て
し
ま
う
。
よ
ほ
ど
特
殊
な
倒
置
で
も
起
こ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
漠
文
に
〈
目
的

語
＋
動
詞
＋
主
語
〉
と
い
う
構
文
は
現
れ
な
い
か
ら
だ
。
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し
ろ

　
ま
た
「
白
雲
」
を
訓
読
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
例
外
な
く
「
白
雲
」
（
白
き
雲
）
と
な
る
。

修
飾
語

「
白
」
と
被
修
飾
語
「
雲
」
と
か
ら
成
る
以
上
、
日
本
語
も
同
じ
語
順
で
あ

る
た
め
、
返
り
点
を
打
つ
必
要
が
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
漠
文
は
返
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ

点
を
付
け
て
読
む
も
の
だ
と
決
め
込
み
、
「
白
レ
雲
」
（
雲
白
し
）
と
訓
読
し
た
り
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ

ば
、
や
は
り
失
格
の
不
名
誉
を
こ
う
む
る
は
め
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
修
飾

語
＋
被
修
飾
語
〉
と
い
う
構
文
を
無
視
し
、
倒
置
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の

に
、
〈
述
語
＋
主
語
〉
の
構
文
で
あ
る
か
の
ご
と
く
訓
読
し
て
い
る
か
ら
だ
。
「
雲
白

し
」
と
訓
読
す
る
に
は
、
原
文
が
「
雲
白
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
む
ろ
ん
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　
　
　
　
　
し
ろ

〈
主
語
＋
述
語
〉
構
文
を
「
雲
レ
白
」
　
＝
　
r
白
き
雲
L
と
訓
読
し
た
り
す
れ
ば
、
今
度

は

こ

ち
ら
が
誤
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
漢
文
に
〈
被
修
飾
語
＋
修
飾
語
〉
と
い
う
構

文
は
存
在
し
な
い
か
ら
だ
。
下
方
に
あ
る
「
白
」
を
上
方
に
位
置
す
る
「
雲
」
の
修

飾
語
と
し
て
訓
読
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ

の

よ
う
な
漢
文
法
に
よ
る
拘
束
に
対
し
て
、
訓
読
者
が
自
由
裁
量
を
利
か
せ
る

余
地
は

な
い
。
〈
主
語
＋
動
詞
＋
目
的
語
〉
は
必
ず
〈
主
語
↓
目
的
語
↓
動
詞
〉
の

順
序
で
、
〈
修
飾
語
＋
被
修
飾
語
〉
も
必
ず
〈
修
飾
語
↓
被
修
飾
語
〉
の
順
序
で
訓

読
す

る
こ
と
と
な
る
。

イ

訓
読
の
習
慣
に
よ
る
拘
束

　
も
っ
と
も
、
訓
読
の
語
順
が
固
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
漢
文
法
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
訓
読
の
習
慣
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
適



切

な
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

　
第
一
は
〈
副
詞
＋
動
詞
＋
目
的
語
〉
だ
。
た
と
え
ば
「
甚
好
之
」
は
、
必
ず
「
甚

ム

　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

好
レ
之
」
（
甚
だ
之
を
好
む
）
と
訓
読
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
訓
読
は
一
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
ム
　
ヲ
　
　
　
　
こ
れ

翻
訳

で

あ
る
」
と
の
俗
説
を
頼
り
に
「
甚
コ
好
之
一
」
（
之
を
甚
だ
好
む
）
と
訓
読
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
れ

た

り
す
る
と
、
た
だ
ち
に
誤
り
と
な
っ
て
し
ま
う
。
た
し
か
に
「
之
を
甚
だ
好
む
」

で

も
意
味
は
十
分
に
通
じ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
許
さ
な
い
の
が
訓
読
の
習
慣
だ
。

〈副
詞
＋
動
詞
＋
目
的
語
〉
は
、
〈
副
詞
↓
目
的
語
↓
動
詞
〉
の
語
順
で
訓
読
す
る
の

が
定
石
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
〈
動
詞
＋
目
的
語
＋
副
詞
句
〉
だ
。
た
と
え
ば
「
見
将
軍
於
此
」
は
、
必

　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
ま
み

ず
「
見
二
将
軍
於
此
こ
（
将
軍
に
此
に
見
ゆ
）
と
訓
読
す
る
決
ま
り
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

こ

れ
に

つ

い
て

も
、
意
味
さ
え
表
出
で
き
れ
ば
よ
い
は
ず
だ
と
決
め
込
み
、
「
見
三

　
　
　
ニ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
み

将
コ
軍
於
此
一
」
（
此
に
将
軍
に
見
ゆ
）
と
訓
読
し
た
り
す
る
と
、
即
座
に
誤
り
と
な

っ

て

し
ま
う
。
〈
動
詞
＋
目
的
語
＋
副
詞
句
〉
は
、
〈
目
的
語
↓
副
詞
句
↓
動
詞
〉
の

順
序
で
訓
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
は
〈
動
詞
＋
間
接
目
的
語
＋
直
接
目
的
語
〉
す
な
わ
ち
二
重
目
的
語
の
構
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
ニ
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

だ
。
た
と
え
ば
「
与
我
書
」
は
、
必
ず
「
与
二
我
書
一
」
（
我
に
書
を
与
ふ
）
と
訓
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ど
の
み
ち
意
味
に
相
違
は
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
「
与

　
ニ
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

レ

我
レ
書
」
（
書
を
我
に
与
ふ
）
と
訓
読
し
た
り
す
る
と
、
こ
れ
ま
た
誤
り
に
な
っ
て

し
ま
う
。
〈
動
詞
＋
間
接
目
的
語
＋
直
接
目
的
語
〉
は
、
必
ず
〈
間
接
目
的
語
↓
直

接

目
的
語
↓
動
詞
〉
の
語
順
で
訓
読
す
る
の
で
あ
る
。

　
で

は
、
も
し
間
接
目
的
語
と
直
接
目
的
語
の
順
序
が
入
れ
替
わ
り
、
「
与
書
於
我
」

と
な
っ
て
い
た
ら
、
ど
う
す
る
か
。
こ
れ
は
、
「
書
」
を
目
的
語
、
「
於
我
」
を
副
詞

句
と
見
な
せ
ば
、
右
に
述
べ
た
〈
動
詞
＋
目
的
語
＋
副
詞
句
〉
の
構
文
に
な
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
ヲ
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

た

が
っ

て
、
定
石
ど
お
り
「
与
二
書
於
我
こ
（
書
を
我
に
与
ふ
）
と
訓
読
す
れ
ば
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
フ
　
　
ヲ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た

い
．
不
用
意
に
「
与
レ
書
二
於
我
こ
（
我
に
書
を
与
ふ
）
と
訓
読
す
る
と
、
今
度
は
こ

れ
が
誤
り
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
以

上
、
三
種
の
構
文
に
関
す
る
訓
読
の
語
順
は
、
す
べ
て
訓
読
の
習
慣
に
よ
る
も

の

で

あ
る
。
誤
り
と
し
て
掲
げ
た
訓
読
が
、
文
法
分
析
の
段
階
で
間
違
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
日
本
語
と
し
て
意
味
が
通
じ
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
け
れ
ど

も
、
訓
読
の
習
慣
に
合
わ
ぬ
と
の
理
由
で
排
斥
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た

語
順
の
自
由
を
許
さ
ぬ
本
質
的
な
理
由
は
、
そ
も
そ
も
現
行
の
漢
文
訓
読
が
原
文

の

記
憶
術
と
し
て
発
達
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
今
、
訓
読
の
原
理

に

つ
い
て
は

立

ち
入
ら
な
い
o
あ
く
ま
で
訓
読
の
語
順
の
固
定
性
と
い
う
現
象
を
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

察
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
語
順
に

関
す
る
か
ぎ
り
、
訓
読
に
は
厳
し
い
拘
束
が
課
せ
ら
れ
る
。
絶
対
的
な
固

定
性

と
称
し
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
2
）
発
音

ア

　
音
読
み
1
漢
音
に
よ
る
拘
束

　
訓
読
で
漢
字
を
音
読
み
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
漢
音
を
用
い
る
習
慣
で
あ
る
。

通
常
の
日
本
語
と
は
異
な
り
、
呉
音
や
慣
用
音
あ
る
い
は
唐
宋
音
を
も
用
い
て
適
当

に

読
ん
で
お

け
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
客
」
は
「
キ
ヤ
ク
」

と
読
み
た
く
な
る
が
、
こ
れ
は
呉
音
だ
。
訓
読
で
は
、
漠
音
「
カ
ク
」
を
以
て
読
む

の

が

正

し
い
と
さ
れ
る
。
た
と
え
口
頭
で
は
「
キ
ヤ
ク
」
と
発
音
し
て
も
、
ル
ビ
は

r
カ
ク
L
と
記
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
む

ろ
ん
、
漢
音
の
原
則
は
熟
語
に
も
及
び
、
た
と
え
ば
「
兄
弟
」
も
、
呉
音
「
キ

ヤ

ウ
ダ
イ
」
で
は
な
く
、
漢
音
「
ケ
イ
テ
イ
」
に
読
む
習
慣
だ
。
そ
れ
で
い
て
、
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
う
だ
い

釈
す
る
と
き
は
当
然
「
兄
弟
」
と
読
む
の
だ
か
ら
、
何
や
ら
無
駄
な
作
業
の
よ
う
な

漢
文
訓
読
の
固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古

田
島
洋
介
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気

も
す
る
が
、
こ
れ
が
訓
読
の
習
慣
な
の
で
あ
る
。

イ

訓
読
み
1
定
訓
に
よ
る
拘
束

　
訓
読
で
漢
字

を
訓
読
み
す
る
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る
定
訓
を
用
い
る
の
が
基
本
方
針

　
　
　
　
　
　
て
ら

で

あ
る
。
奇
を
街
っ
た
よ
う
な
訓
読
み
は
、
な
る
べ
く
避
け
る
わ
け
だ
。
た
と
え
ば

「
我
」
は
、
素
直
に
「
わ
れ
」
と
読
む
。
意
味
さ
え
わ
か
れ
ば
よ
い
は
ず
だ
と
言
わ

ん
ば

か

り
に
、
「
我
」
を
「
わ
た
し
」
だ
の
「
ぼ
く
」
だ
の
、
は
た
ま
た
「
お
れ
」

だ

の

と
読
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
．
穏
当
な
訓
読
み
が
最
善
な
の
で
あ
る
。

　
た
だ

し
、
な
る
べ
く
定
訓
で
と
は
い
え
、
で
は
何
が
定
訓
な
の
か
と
な
る
と
、
実

の

と
こ
ろ
基
準
は
甚
だ
暖
味
だ
。
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
通
常
の
日
本
語
に
お
け
る

定
訓
を
保
持
し
つ
つ
、
加
う
る
に
漢
文
訓
読
に
お
け
る
定
訓
を
以
て
す
る
の
が
実
情

で

あ
る
。
た
と
え
ば
「
患
」
が
動
詞
で
あ
れ
ば
、
r
わ
づ
ら
ふ
」
と
訓
ず
る
の
が
通

常
の
日
本
語
に
お
け
る
定
訓
の
意
識
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
訓
読
で
は
「
う
れ
ふ
」

こ

そ
第
一
感
で
は
な
か
ろ
う
か
。
動
詞
「
作
」
を
「
な
す
」
、
名
詞
「
前
」
を
「
さ

き
」
、
「
頭
」
を
「
か
う
べ
」
と
読
む
の
も
訓
読
な
ら
で
は
の
定
訓
で
あ
ろ
う
。
通
常

の

日
本
語
の
感
覚
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
つ
く
る
」
「
ま
え
」
「
あ
た
ま
／
か
し
ら
」
と

し
か
読
め
な
い
は
ず
だ
。
訓
読
で
は
、
時
に
よ
り
独
自
の
訓
読
み
が
固
定
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
訓
読
み
の
固
定
と
な
れ
ば
、
再
読
文
字
の
読
み
方
こ
そ
典
型
か
も
し
れ
な
い
。
現

行
の

訓
読
で
は
、
再
読
文
字
「
未
・
将
・
且
・
当
・
応
’
須
・
宜
・
猶
・
蓋
」
な
ど

に

つ
い
て

は
、
初
読
（
右
の
読
み
）
も
再
読
（
左
の
読
み
）
も
完
全
に
固
定
さ
れ
て

い

る
。
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
読
み
方
は
絶
対
に
認
め
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
「
未
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
セ
　
　
　
い
ま

は
、
何
が
な
ん
で
も
「
未
レ
～
」
（
未
だ
～
せ
ず
）
と
訓
読
す
る
。
た
と
え
「
未
」
が

r
不
」
と
同
じ
く
単
な
る
否
定
を
表
し
、
初
読
「
い
ま
だ
」
が
ほ
と
ん
ど
無
義
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま

い
と
き
で
も
、
や
は
り
揺
る
ぐ
こ
と
な
く
「
未
だ
～
（
せ
）
ず
」
と
読
む
わ
け
だ
。

4

　
な
お
、
音
読
み
と
訓
読
み
の
配
合
に
つ
い
て
も
、
訓
読
な
ら
で
は
の
場
面
が
生
じ

得

る
。
た
と
え
ば
、
国
名
「
宋
」
に
r
人
L
が
付
き
、
〈
宋
と
い
う
国
の
人
〉
の
意

味
で
「
宋
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
通
常
の
日
本
語
の
語
感
を
以
て
す

　
　
　
　
　
ニ
　
ホ
ン
ジ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ウ
ジ
ン

れ
ば
、
「
日
本
人
」
「
ア
メ
リ
カ
人
」
な
ど
の
連
想
か
ら
、
当
然
「
宋
人
」
と
読
み
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ウ
ひ
と

く
な
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
宋
人
」
と
重
箱
読
み
に
す
る
習
慣
な
の
で
あ

る
。
読
み
癖
と
称
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
奇
妙
な
読
み
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
珍

　
　
　
　
　
　
ソ
ウ
ひ
と

妙
に

も
響
く
「
宋
人
」
こ
そ
が
、
訓
読
に
お
い
て
は
固
定
さ
れ
た
読
み
な
の
だ
。

　
　
　
　

ウ
連
語
－
熟
字
訓
に
よ
る
拘
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
イ
テ
イ

　
1
般
の
熟
語
は
、
前
掲
の
「
兄
弟
」
の
ご
と
く
、
漢
音
で
音
読
み
し
て
お
く
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
ゆ
る
　
　
　
ウ
ゑ
ん

原
則
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
熟
字
訓
が
適
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
「
所
謂
」
「
所
以
」

た

と
ひ
　
　
　
い
く
ば
く

「
縦
令
」
「
幾
何
」
な
ど
が
そ
の
代
表
で
、
ほ
ぼ
完
全
に
固
定
さ
れ
た
読
み
だ
。
耳
遠

い
が

ゆ
え
に
難
し
い
の
は
、
い
か
に
も
漢
文
ら
し
い
連
語
の
熟
字
訓
だ
ろ
う
。
た
と

　
　
　
き
く
な
ら
ク

え
ば
「
聞
説
」
が
、
そ
の
種
の
熟
字
訓
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
揺
ら
ぐ
余
地
な
く
固

定

さ
れ
た
読
み
と
称
す
べ
く
、
他
の
読
み
方
は
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
。

工
　

句
形
－
訓
法
に
よ
る
拘
束

　
漢
文

の
句
形
は
、
英
語
で
言
え
ば
〈
切
o
＝
．
t
h
a
t
．
°
．
〉
　
〈
t
o
ρ
．
．
t
o
”
°
〉
　
〈
n
o
t
　
o
n
l
y
．
°
．
b
u
t

al
s
o
．
．
’
〉
な
ど
の
相
関
語
句
に
相
当
す
る
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
一
定
の
訓

法

を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
読
み
方
が
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
る
。

こ

こ

で
多
種
多
様
に
わ
た
る
句
形
を
こ
と
ご
と
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い

く
つ
か
例
を
挙
げ
、
そ
の
固
定
ぶ
り
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
ヲ
シ
テ
　
セ

　
使
役
形

「
使
N
V
」
の
訓
読
は
「
使
二
N
　
V
［
」
（
N
を
し
て
V
せ
し
む
）
と
な

る
。
こ
れ
は
動
か
し
が
た
い
訓
読
で
、
ど
の
み
ち
使
役
の
意
味
を
表
せ
ば
よ
い
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
ニ
　
セ

ろ
う
と
、
勝
手
に
送
り
仮
名
を
変
更
し
て
r
使
二
N
V
一
」
（
N
に
V
せ
し
む
）
と
読



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
サ

ん
だ

り
、
ま
し
て
や
現
代
日
本
語
の
使
役
表
現
と
の
連
想
か
ら
「
使
二
N
V
こ
（
N

に

V
さ
す
）
と
読
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
．
現
行
の
訓
読
に
お
い
て
、
使
役
動
詞

r
使
」
に
使
役
の
助
動
詞
「
し
む
」
を
充
て
る
の
は
固
定
さ
れ
た
習
慣
、
使
役
の
対

象
に

「
を
し
て
」
を
付
す
の
も
微
動
だ
に
せ
ぬ
訓
法
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
ノ
　
ト
　
　
ス
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
　
な

　
受

身
形
「
為
N
所
V
」
は
「
為
二
N
所
ワ
V
」
（
N
の
V
す
る
所
と
為
る
）
と
訓
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
の
が
定
石
で
あ
る
。
こ
の
訓
法
に
従
う
か
ぎ
り
、
一
切
の
ぶ
れ
が
な
く
、
助
詞

r
と
L
を
「
に
」
に
入
れ
換
え
て
「
V
す
る
所
に
為
る
」
と
読
む
こ
と
す
ら
許
さ
れ

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
　
　
　
　
　
　
た

　
限
定
形
「
唯
～
耳
」
の
訓
読
は
「
唯
～
耳
」
（
唯
だ
～
の
み
）
と
な
る
。
末
尾
の

F
耳
L
は
「
の
み
」
と
読
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
「
だ
け
」
だ
の
「
ば
か
り
」
だ
の

と
訓
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
は
り
、
意
味
さ
え
わ
か
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
と
の
態

度
は
禁
物
な
の
で
あ
る
。

　
た
だ

し
、
以
上
に
述
べ
た
発
音
に
関
す
る
拘
束
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
大
な
り
小

な
り
揺
ら
ぎ
が
生
じ
得
る
。
発
音
に
関
す
る
拘
束
は
、
い
わ
ば
相
対
的
な
固
定
性
に

と
ど
ま
る
の
が
実
情
だ
。
揺
ら
ぎ
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
3
）
語
彙

　
訓
読
は
、
用
い
る
語
彙
に
も
強
い
制
約
が
あ
る
。
動
詞
「
食
」
を
「
く
ふ
」
と
読

ん

で

も
何
ら
差
し
支
え
は
な
い
は
ず
だ
が
、
こ
れ
は
必
ず
「
く
ら
ふ
」
と
訓
ず
る
習

慣
で
、
万
l
　
r
く
ふ
／
l
と
読
ん
だ
り
す
る
と
、
訓
読
に
不
慣
れ
な
こ
と
が
露
見
し
て

し
ま
う
。
同
じ
く
動
詞
「
来
」
も
必
ず
四
段
動
詞
「
き
た
る
」
に
読
む
習
慣
だ
。
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

変
動
詞
「
く
」
は
使
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ナ
変
動
詞
「
死
ぬ
」

「
往
ぬ
」
も
用
い
な
い
の
が
原
則
で
、
「
死
」
　
r
往
L
が
動
詞
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

し
　
　
　
　
　
　
ゆ

「
死

す
」
「
往
く
」
と
読
む
。
今
日
で
も
併
用
す
る
「
い
く
」
と
「
ゆ
く
」
と
が
上

漠
文
訓
読
の
固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古
田

島
洋
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

代
・
中
古
（
奈
良
時
代
・
平
安
時
代
）
か
ら
併
存
し
て
い
る
こ
と
を
想
え
ば
、
「
往

　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

く
」
は
「
往
く
」
で
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
訓
読
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
往
く
」
と
訓
ず
る

習
慣
だ
。
特
に
ム
ロ
理
的
な
理
由
は
な
く
、
す
べ
て
は
習
慣
で
あ
る
。

　
語
彙
の
制
約
を
最
も
如
実
に
示
す
の
は
、
助
詞
・
助
動
詞
で
あ
ろ
う
。
訓
読
で
は
、

限
定
さ
れ
た
助
詞
・
助
動
詞
し
か
使
わ
な
い
。
格
助
詞
「
か
ら
」
や
係
助
詞
「
な

む
」
「
こ
そ
」
お
よ
び
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
や
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」

な
ど
は
用
い
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
漢
文
は
文
語
を
用
い
て
読
む
と
は
言
い
な

が

ら
、
そ
の
実
、
助
詞
．
助
動
詞
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
語
遷
動
員
す
る
わ
け

で

は
な
い
。
語
彙
の
一
部
を
選
択
的
に
使
う
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
は
一
般
に
現
行
の
訓
読
で
は
使
わ
ず
、

も
し
助
動
詞
「
な
り
」
を
用
い
る
な
ら
ば
、
必
ず
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
と
相
場

が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
往
時
か
ら
固
定
さ
れ
た
言
い
回
し
に
は
伝
聞
推
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
く
な
ら
ク

の

助
動
詞
「
な
り
」
が
面
影
を
と
ど
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
前
掲
「
聞
説
」
の
「
な

ら
」
は
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
未
然
形
だ
。
時
と
し
て
、
こ
う
し
た
例
外

と
称
す
べ
き
語
彙
が
特
定
の
言
い
回
し
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

　
た

だ
し
、
す
べ
て
の
語
彙
が
固
定
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は

な
い
。
自
由
裁
量
を
発
揮
す
る
余
地
は
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も

具
体
例
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
語
彙
に
関
す
る
拘
束
も
、
相
対
的
な
固
定
性

の
域

を
出
な
い
の
で
あ
る
。

二
　
加
地
伸
行
氏
の
「
凍
結
」
説

　
以
上
の

よ
う
に
、
語
順
に
つ
い
て
厳
し
い
制
約
が
あ
り
、
発
音
お
よ
び
語
案
に
つ

い
て

も
一
定
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
、
何
か
に
つ
け
て
固
定
性
が
目
立
つ
と
な
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ぺ

漢
文
は
だ

れ
が
訓
読

し
た
と
て
似
た
よ
う
な
結
果
に
な
る
の
も
宜
な
る
か
な
だ
ろ
う
。

5



明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】
第
十
七
号
　
二
〇
〇
九
年

6

訓
読
者
の
自
由
裁
量
権
は
、
の
っ
け
か
ら
大
幅
に
制
限
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

　
こ

の

固
定
性
を
漠
文
訓
読
に
よ
る
翻
訳
の
「
凍
結
」
と
呼
ん
だ
の
は
加
地
伸
行
氏

で

あ
る
。
加
地
氏
は
、
漢
文
が
訓
読
の
固
定
性
に
よ
っ
て
「
凍
結
」
さ
れ
る
と
、
後

世
の
者
に

と
っ
て
も
共
通
理
解
が
容
易
と
な
り
、
江
戸
時
代
の
和
刻
本
な
ど
も
利
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ひ

し
や
す
い
と
説
く
。
た
と
え
ば
副
詞
「
看
」
を
「
看
の
あ
た
り
に
」
と
訓
ず
る
こ
と

も
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
訓
読
者
独
自
の
解
釈
を
発
揮
し
た
読
み
方
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

も
、
一
定
の
「
型
」
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
「
看
す
み
す
」
に
よ
っ
て
読
み
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

「
凍
結
」
す
る
こ
と
に
こ
そ
訓
読
の
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
加
地
氏
の
主
張
だ
。

　
私

も
結
果
と
し
て
は
加
地
氏
の
意
見
に
同
意
す
る
。
訓
読
は
固
定
さ
れ
た
「
型
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ら

に

は

め
て
こ
そ
意
味
が
あ
り
、
や
た
ら
に
奇
を
街
っ
た
り
個
性
を
振
り
回
す
よ
う
な

態
度
は
、
訓
読
の
場
に
は
馴
染
ま
な
い
。

　
た

だ

し
、
結
果
に
つ
い
て
は
同
意
す
る
も
の
の
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
加
地

氏

と
少
し
く
見
解
を
異
に
す
る
。
加
地
氏
の
説
く
よ
う
に
、
訓
読
に
よ
る
「
凍
結
」

が
行
わ

れ
れ
ば

共
通
理
解
が
容
易
と
な
る
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
見
に

よ
れ
ば
、
現
行
の
訓
読
は
原
文
の
暗
記
を
目
的
と
す
る
記
憶
術
こ
そ
が
そ
の
本
質
的

原
理
で

あ
り
、
「
型
」
に
は
め
て
お
か
な
け
れ
ば
原
文
が
暗
記
で
き
な
い
以
上
、
訓

読
に

固
定
性
が
目
立
つ
の
は
当
然
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
加
地
氏
は
副
詞
「
看
」
を

まr看
の

あ
た
り
に
L
と
読
む
類
の
訓
読
を
取
り
敢
え
ず
「
新
訓
読
」
と
名
づ
け
て
い

る
が
、
私
は
こ
の
よ
う
な
読
み
方
を
訓
読
と
は
認
め
づ
ら
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
ま
の

あ
た
り
に
」
か
ら
原
文
「
看
」
を
復
元
で
き
る
保
証
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
ま
の
」

は

r
眼
の
L
か
「
目
の
」
か
、
は
た
ま
た
「
間
の
」
か
、
「
あ
た
り
に
」
は
「
当
た

り
に
」
な
の
か
「
辺
り
に
」
な
の
か
、
ど
う
に
も
困
惑
す
る
ば
か
り
で
、
た
だ
ち
に

「
看
」
一
字
に
復
元
で
き
な
い
と
な
れ
ば
、
記
憶
術
と
し
て
は
役
に
立
つ
ま
い
。
や

　
　
　
み

は

り
「
看
す
み
す
」
と
訓
じ
て
お
け
ば
こ
そ
、
原
文
「
看
」
が
す
ぐ
脳
裡
に
浮
か
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

の

だ
。
と
い
う
の
も
、
「
看
」
を
「
看
す
み
す
」
と
読
む
習
慣
が
定
着
し
て
い
る
た

め
、
逆
に
「
み
す
み
す
」
と
聞
け
ば
原
文
「
看
」
が
即
座
に
想
起
さ
れ
る
仕
掛
け
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
加
地
氏
が
主
張
す
る
ご
と
く
、
訓
読
の
「
凍
結
」
す
な
わ
ち
固

定
性

を
支
え
る
読
み
の
「
型
」
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
「
型
」

な
い
が
し

を
蔑
ろ
に
し
、
自
由
裁
量
権
を
思
う
が
ま
ま
行
使
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
文
語

を
用
い
て
訓
読
す
る
意
義
は
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
解

釈
に

重

き
を
置
く
の
な
ら
ば
、
古
め
か
し
い
文
語
で
読
む
訓
読
の
作
業
な
ぞ
無
駄
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
な

よ
い
と
こ
ろ
、
た
だ
ち
に
口
語
訳
す
る
に
如
く
は
莫
し
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
平
成
十
六
年

（
二
〇
〇
四
）
八
月
、
香
港
理
工
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
国
際
比
較

文

学
会
I
C
」
A
香
港
大
会
L
に
お
い
て
、
主
と
し
て
欧
米
の
学
者
に
対
し
て
漢
文

訓
読
と
い
う
言
語
現
象
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
を

日
本
人
は
文
語
で
読
む
習
慣
だ
と
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
学
者
が

r
他
国

の

古
典
を
自
国
の
古
め
の
言
語
で
翻
訳
す
る
の
は
、
決
し
て
珍
し
い
現
象
で

は

な
い
L
と
言
う
の
で
、
「
日
本
の
漢
文
訓
読
は
、
だ
れ
が
行
っ
て
も
ほ
ぼ
同
じ
結

果
に

な
る
」
と
述
べ
る
と
、
く
だ
ん
の
ド
イ
ツ
人
は
絶
句
し
て
い
た
。
そ
の
さ
い
、

漢
文
訓
読
の

固
定
性
を
s
t
a
b
i
l
i
t
y
と
訳
し
て
解
説
し
た
が
、
果
た
し
て
私
の
拙
い

英
語
に
よ
る
説
明
で
ど
こ
ま
で
理
解
し
て
も
ら
え
た
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の

s
t
a
b
i
l
i
t
y
抜
き
で
漠
文
訓
読
を
語
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
固
定
性
こ
そ
が
漢
文
訓
読

の
著
し
い
特
徴
な
の
で
あ
る
。

三
　
訓
読
の
流
動
性

　
さ
て
、
漢
文
訓
読
に
は
何
か
と
固
定
性
が
目
立
つ
反
面
、
あ
れ
こ
れ
融
通
の
利
く

部
分
が
あ
る
と
い
う
の
も
、
漠
文
を
訓
読
し
て
い
て
抱
く
率
直
な
実
感
だ
。
い
っ
た

い
訓
読
の
ど
の
よ
う
な
点
に
自
由
裁
量
の
余
地
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
応
の
整
理



を
ほ
ど
こ
し
、
そ
の
諸
相
を
観
察
し
て
み
よ
う
。

（
1
）
表
記
・
体
裁

　
書
き
下
し
文
で
あ
れ
ば
、
原
文
の
旧
字
体
を
常
用
字
体
に
改
め
た
り
、
送
り
仮
名

の

歴
史
的
仮
名
遣
い
を
現
代
仮
名
遣
い
に
書
き
直
し
た
り
す
る
自
由
が
あ
る
。
た
だ

し
、
本
稿
で
は
訓
読
文
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
種
の
自
由
は
発
揮
で
き
な

い
o
漠
字
は
原
文
の
字
体
に
基
づ
く
し
か
な
く
、
ま
た
、
訓
読
文
に
付
け
る
送
り
仮

名
を
現
代
仮
名
遣
い
で
記
す
例
は
、
さ
す
が
に
未
だ
目
に
し
た
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
。

い
ず
れ
、
横
紙
破
り
の
凶
手
に
か
か
り
、
現
代
仮
名
遣
い
で
訓
読
文
に
送
り
仮
名
を

付

け
る
例
が
現
れ
る
可
能
性
は
皆
無
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。

　
表
記
に

揺
れ
が
生
ず
る
典
型
は
、
再
読
文
字
の
再
読
（
左
の
読
み
）
に
つ
い
て
で

あ
る
。
以
前
な
ら
ば
、
自
由
裁
量
の
余
地
は
な
か
っ
た
が
、
現
今
は
、
と
に
か
く
漠

文

訓
読
に
馴
染
み
の
な
い
向
き
が
増
え
る
一
方
の
た
め
、
再
読
文
字
が
す
ら
り
と
読

め
な
い
初
心
者
に
気
遣
い
、
再
読
を
片
仮
名
で
記
す
方
式
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
旦
ハ
体
例
を
挙
げ
れ
ば
、
左
の
ご
と
し
。

〔往
時
〕

〔現
行
〕

ダ
　
　
　
　
　
ラ

未
二
之
有
一
也

か　
　
ラ

未
二
之
有
一
也

ザ

ル

い
ま
　
　
こ
れ

（未
だ
之
有
ら
ざ
る
な
り
）

（同
右
）

　
再
読
文
字
の

再
読

を
す
べ
て
片
仮
名
で
記
す
の
は
、
「
読
み
仮
名
は
平
仮
名
で
、

送

り
仮
名
は
片
仮
名
で
」
と
い
う
一
般
的
な
暗
黙
の
合
意
に
反
し
て
は
い
る
が
、
初

心
者
に
安
心
感

を
与
え
る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。
自
由
裁
量
の
範
囲
内
と
は
い
え
、

も
っ
ぱ
ら
親
切
心
の
多
寡
に
よ
っ
て
採
否
が
決
ま
る
措
置
で
あ
る
。

　
体
裁
に
つ
い
て
は
、
自
由
裁
量
の
余
地
が
大
き
い
。
段
落
を
ど
こ
で
切
っ
て
改
行

を
ほ
ど
こ
す
か
、
鍵
括
弧
す
な
わ
ち
引
用
符
を
付
け
る
か
否
か
な
ど
は
、
す
べ
て
訓

読
者
の
裁
量
し
だ
い
だ
。
好
み
と
あ
ら
ば
、
中
国
式
標
点
符
号
を
採
用
し
て
、
感
嘆

符
（
！
）
や
疑
問
符
（
？
）
な
ど
の
情
緒
符
号
を
加
え
た
り
、
人
名
．
地
名
な
ど
に

固
有
名
詞
符
号
を
付
け
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
す
が
に
、
現
今
、
朱
引
き
を

実
践
し
て
い
る
向
き
は
ほ
と
ん
ど
な
い
だ
ろ
う
が
。

（
2
）
訓
点

ア

　
句
読
点

　
句
読
点
は
訓
読
者
に
よ
っ
て
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
二
種
類
の

揺
れ
具
合
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
ま
　
る
　
　
　
て
　
ん

　
第
一
種
は
、
句
点
か
読
点
か
、
に
よ
る
変
動
だ
。
単
に
読
点
で
区
切
っ
て
下
文
に

つ

な
げ
る
か
、
あ
る
い
は
句
点
を
打
っ
て
一
文
を
終
え
る
の
か
、
そ
の
判
断
は
一
に

訓
読
者
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
。
漢
文
の
性
質
上
、
句
点
か
読
点
か
は
区
別
し
づ
ら
く
、

ど
ち
ら
で
も
よ
い
場
面
が
少
な
く
な
い
。
片
や
句
点
、
片
や
読
点
の
相
違
が
生
じ
て

い
て

も
、
解
釈
は
ま
っ
た
く
同
一
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
種
は
、
純
然
た
る
解
釈
の
相
違
に
よ
る
変
動
だ
。
た
と
え
ば
、
『
大
学
』
の

有
名
な
一
節
「
小
人
間
居
為
不
善
無
所
不
至
」
は
、
ふ
つ
う
左
の
よ
う
に
断
句
す
る
。

　
　
　
シ
テ
シ
　
ヲ
　
シ
　
ル
ラ

小
人
間
居
為
二
不
善
↓
無
レ
所
レ
不
レ
至
。

　
（
小
人
間
居
し
て
不
善
を
為
し
、
至
ら
ざ
る
所
無
し
）

　
　
シ
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
ヲ

　
r
為
二
不
善
ご
（
不
善
を
為
し
、
）
の
読
点
を
句
点
に
換
え
て
、
「
為
二
不
善
ご
（
不

善

を
為
す
。
）
に
作
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
句
読
点
の
異
同
は
、
右
に
述
べ
た
第

漠
文
訓
読
の
固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古
田
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介
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】
v
a
十
七
u
b
　
1
1
0
0
九
年

1
種
の
変
動
で
、
単
な
る
符
号
の
揺
れ
に
す
ぎ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
右
の
よ
う
な
切
り
方
を
批
判
し
、
次
の
ご
と
く
断
句
を
ほ
ど
こ
す
人

も
い
る
。　

ハ
　
シ
テ
ハ
ス
コ
ト
　
ヲ
シ
　
ル
ラ

小
人
間
居
、
為
二
不
善
一
無
レ
所
レ
不
レ
至
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
小
人
は
間
居
し
て
は
、
不
善
を
為
す
こ
と
至
ら
ざ
る
所
無
し
。
）

　
今
、
批
判
の
根
拠
は
紹
介
せ
ず
、
ま
た
両
者
の
訓
読
の
当
否
も
論
じ
な
い
。
こ
こ

で
確
認

す
べ
き
は
、
自
ら
の
解
釈
に
よ
り
、
確
信
を
以
て
句
読
点
を
変
更
す
る
場
合

が

あ
る
と
い
う
事
実
だ
。
第
一
種
の
変
動
と
は
異
な
り
、
「
ど
ち
ら
で
も
よ
い
が
、

取

り
敢
え
ず
読
点
（
ま
た
は
句
点
）
を
打
っ
て
お
く
か
」
と
い
う
話
で
は
な
い
の
で

あ
る
。

イ
　
返
り
点

　
返

り
点
の
相
違
に
は
、
少
な
く
と
も
三
種
類
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
種
は
、
返
り
点
の
付
け
方
そ
の
も
の
の
違
い
に
よ
る
変
動
で
あ
る
。
現
行
の

返

り
点
法
は
、
レ
点
に
関
す
る
規
定
が
厳
格
な
た
め
、
だ
れ
が
付
け
て
も
同
じ
結
果

に

な
る
の
が
ふ
つ
う
だ
が
、
少
し
複
雑
に
な
る
と
、
特
に
規
定
が
な
く
、
訓
読
者
の

裁
量
し
だ
い
と
い
う
場
面
も
生
ず
る
。
た
と
え
ば
、
四
字
か
ら
成
る
動
詞
に
返
っ
て

読
む

場
合
が
そ

れ

で
、
村
井
章
介
［
校
注
］
宋
希
環
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
（
岩
波

文

庫
、
昭
和
六
十
二
年
）
二
三
九
頁
を
見
る
と
、
「
老
松
宋
先
生
日
本
行
録
序
」
に

次
の

よ
う
な
返
り
点
が
見
え
る
。

　
　
　
　
　
ス
　
ワ
　
　
　
こ
れ
　
　
し
う
ざ
う
あ
い
せ
き

収
コ
蔵
－
愛
－
惜
之
一
　
（
之
を
収
蔵
愛
惜
す
）

c
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

　
r
之
L
か
ら
「
収
」
へ
一
二
点
で
返
り
、
三
つ
の
連
読
符
号
で
四
字
の
動
詞
F
収

蔵
愛
惜
L
を
順
に
下
っ
て
ゆ
く
わ
け
だ
o

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
唯
一
の
返
り
点
で
は
な
い
。
乾
一
夫
『
漢
文
入
門
』
（
有
精

堂
、
昭
和
六
十
三
年
）
三
三
頁
の
「
四
字
の
熟
語
に
返
っ
て
読
む
場
合
に
は
、
二
字

ず
つ
に
分
け
て
返
り
点
が
付
き
、
熟
語
の
四
字
を
読
み
下
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」

と
い
う
記
述
に
従
う
と
、
左
の
よ
う
な
返
り
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
ス
　
　
ヲ

収
コ
蔵
愛
ヨ
惜
之
一
　
（
同
右
）

　
r
収
蔵
愛
惜
」
は
た
ま
た
ま
「
収
蔵
」
と
「
愛
惜
」
が
合
体
し
た
四
字
の
動
詞
ゆ

え
、
語
の
構
成
を
重
ん
じ
、
二
字
ず
つ
に
分
割
し
て
返
り
点
を
付
け
れ
ば
、
右
の
よ

う
に
返
り
点
を
打
つ
こ
と
と
な
る
。

　
た

ぶ
ん
後
者
が
現
行
の
返
り
点
の
主
流
か
と
思
わ
れ
る
が
、
前
者
を
誤
り
と
し
て

排
斥
す
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
実
際
、
二
畳
庵
主
入
こ
と
加
地
伸
行
氏
の
『
漢
文

法
基
礎
』
（
増
進
会
出
版
社
、
昭
和
六
十
三
年
〔
新
訂
版
〕
）
八
二
頁
も
、
「
比
肩
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
ニ
　
　
　
　
こ
れ
　
　
ひ
　
け
ん
せ
つ
し
よ
う

踵
之
」
に
「
比
コ
肩
－
接
－
踵
之
一
」
（
之
に
比
肩
接
踵
す
）
と
返
り
点
を
打
ち
、
「
私
は

こ

の

方
法
を
す
す
め
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
し
か
し
、
別
の
方
法
も
あ
る
」
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
ニ

ベ

て
、
r
比
コ
肩
接
ヨ
踵
之
こ
（
同
上
）
と
い
う
返
り
点
を
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、

こ

う
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
返
り
点
が
明
確
に
決
ま
っ
て
い
な
い
の
だ
。
返
り
点

の
付

け
方
そ
の
も
の
が
揺
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
種
は
、
返
り
点
の
付
け
方
で
は
な
く
、
訓
法
の
違
い
に
よ
っ
て
複
数
の
返
り

点
が
可
能
と
い
う
場
面
だ
。
取
り
敢
え
ず
1
つ
の
返
り
点
を
選
べ
ば
、
結
果
と
し
て
、

訓
読
者
に

よ
っ
て
返
り
点
が
異
な
る
場
面
が
生
じ
得
る
。
典
型
は
『
論
語
』
学
而
の

冒
頭
の
名
高
い
一
句
だ
ろ
う
。



リ
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
タ
ル

有
レ
朋
自
，
i
V
N
方
i
来

リ
　
　
ノ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
タ
ル

有
下
朋
自
二
遠
方
一
来
上

と
も
　
　
　
　
　
ゑ
ん
ば
う
　
　
　
き

（朋
有
り
、
遠
方
よ
り
来
た
る
）

（朋
の
遠
方
よ
り
来
た
る
有
り
）

　
最
近
は

前
者
の
読
み
方
が
好
ま
れ
て
い
る
か
と
見
受
け
る
が
、
後
者
の
読
み
方
も

決

し
て
誤
り
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
前
者
の
ほ
う
が
冒
頭
の
「
有
」
字
の
意
味
合

い

を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
、
後
者
で
は
返
り
点
が
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
う
、
な
ど

の

理
由
も
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
一
句
は
現
代
中
国
語
に
謂
う
兼
語
式
文
で
あ

り
、
第
二
字
「
朋
」
は
、
前
方
の
動
詞
「
有
」
に
対
し
て
は
目
的
語
（
主
語
と
も
解

せ

ら
れ
る
）
、
後
方
の
動
詞
「
来
」
に
対
し
て
は
主
語
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

二
つ
の

働

き
を
兼
ね
る
語
な
の
だ
。
と
は
い
え
、
日
本
語
で
は
、
そ
の
ま
ま
一
語
に

二
種
の

役
割
を
負
わ
せ
る
構
文
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
「
有

朋
」
の
〈
動
詞
＋
目
的
語
〉
関
係
（
ま
た
は
〈
動
詞
＋
主
語
〉
関
係
）
を
優
先
し
て
、

ま
ず
「
有
朋
」
を
訓
じ
、
そ
れ
か
ら
下
文
「
自
遠
方
来
」
を
読
ん
で
も
、
あ
る
い
は
、

r
朋
…
来
L
の
〈
主
語
＋
動
詞
〉
関
係
を
重
ん
じ
て
、
取
り
敢
え
ず
「
朋
自
遠
方
来
」

を
訓
読
し
、
次
い
で
残
り
の
r
有
L
を
読
ん
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
か
ま
わ
な
い
わ
け

で

あ
る
。
い
ず
れ
の
訓
読
を
採
る
に
せ
よ
、
解
釈
に
相
違
は
生
じ
な
い
。

　
第
三
種
は
、
解
釈
の
相
違
が
も
た
ら
す
返
り
点
の
差
異
で
あ
る
。
や
は
り
『
論

語
』
学
而
の
初
め
に
見
え
る
一
句
が
曲
ハ
型
か
と
思
う
。

フ

ル
　
ル
ヲ
　
ハ

伝
レ
不
レ
習
乎

ヘ
テ

　
ル
　
　
ハ

伝

不
レ
習
乎

（習
は
ざ
る
を
伝
ふ
る
か
）

（伝
へ
て
習
は
ざ
る
か
）

　
前
者
が
い
わ
ゆ
る
古
注
、
後
者
が
い
わ
ゆ
る
新
注
の
解
釈
に
従
っ
た
結
果
で
あ
る
。

F
不

習
L
を
「
伝
」
の
目
的
語
と
す
る
か
否
か
、
解
釈
に
よ
っ
て
文
法
上
の
分
析
が

異

な
り
、
そ
の
結
果
、
返
り
点
に
も
明
確
な
違
い
が
生
じ
る
わ
け
だ
。

ウ
　
送
り
仮
名

①

形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
送

り
仮
名
の
形
式
は
、
訓
読
者
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
生
じ
や
す
い
。
差
し
当
た

り
、
三
つ
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
は
、
送
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
本
」
を
副
詞
「
も
と
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

読
む

場
△
口
、
送
り
仮
名
な
し
で
「
本
」
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
捨
て

仮
名
を
付
け
て
「
本
」
と
す
る
の
か
は
、
訓
読
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
「
ま
た
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ホ
タ
　
　
　
　
ヨ
ヘ
タ

つ
い
て

も
同
様
の
問
題
が
生
じ
、
現
今
「
亦
」
「
復
」
に
は
「
亦
」
　
r
復
L
と
送
り
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た

名
を
付
け
、
「
又
」
に
つ
い
て
は
何
も
送
ら
ぬ
「
又
」
が
一
般
と
は
い
え
、
「
亦
」
や

ま
ロ
タ

「
又
」
が
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
話
で
は
な
い
。
動
詞
の
連
用
形
が
名
詞
に
転
用
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
れ
へ

れ

る
場
合
に
も
揺
れ
が
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
「
愁
」
（
平
仮
名
「
へ
」
は
読
み
仮
名
）

　
　
う
れ
へ

か

r
愁
L
（
片
仮
名
「
へ
」
は
送
り
仮
名
）
か
は
、
一
に
訓
読
者
の
裁
量
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
つ
れ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
う
れ
ヒ

訓
読
者
に
よ
っ
て
は
「
愁
」
ま
た
は
「
愁
」
と
記
す
こ
と
も
あ
り
、
こ
う
し
た
活
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

形
の

違

い
ま
で
絡
ま
っ
て
く
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
ば
ら
つ
き
も
大
き
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ク

　
第
二
は
、
ど
こ
か
ら
送
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
典
型
は
「
日
」
か
「
日
」
か
だ
ろ

う
。
あ
く
ま
で
も
簡
潔
を
重
ん
じ
る
か
、
活
用
語
尾
か
ら
送
る
と
の
原
則
を
貫
く
か

に

よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
相
違
が
生
じ
て
し
ま
う
。
再
読
文
字
「
須
」
の
初
読
「
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

か

ら
く
」
に
し
て
も
、
一
般
に
は
「
須
」
と
送
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
r
須
L
や

　
カ
ラ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

f
須

L
を
誤
り
と
し
て
排
斥
す
る
理
由
は
な
い
。
「
須
」
は
ク
語
法
を
意
識
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
カ
ラ
ク

送

り
仮
名
、
「
須
」
は
「
べ
し
」
の
活
用
語
尾
か
ら
送
っ
た
も
の
と
主
張
さ
れ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ク

む

し
ろ
通
例
た
る
「
須
」
の
ほ
う
が
根
拠
薄
弱
な
送
り
方
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
た

し
か
に
、
活
用
語
尾
か
ら
送
る
と
の
原
則
を
強
く
打
ち
出
せ
ば
、
そ
れ
な
り
に

す
っ
き
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
い
か
に
も
長
た
ら

漠
文
訓
読
の
固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古
田
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】
第
十
七
号
　
二
〇
〇
九
年

　
　
　
　
チ
ド
コ
ロ
ニ
　
　
　
　
　
マ
レ
ナ
ガ
ラ
ニ
シ
テ

し
い
「
立
　
」
や
「
生
　
　
　
」
は
、
果
た
し
て
ど
う
す
る
の
か
o
簡
潔
を
重
ん

　
　
　
　
ロ
ニ
　
　
ラ
ニ
シ
テ

じ
て
r
立
L
　
r
生
　
」
な
ど
と
送
る
訓
読
者
が
出
て
き
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い

だ
ろ
う
。

　
第
三
は
、
ど
こ
に
送
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
説
明
を
示
す
「
也
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り

文
末
に
登
場
し
た
と
き
、
今
日
で
は
漢
字
に
そ
の
ま
ま
読
み
を
充
て
て
「
也
」
と
す

る
の
が
常
例
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
漢
文
の
助
辞
「
也
」
は
必
ず
し
も
断
定
の
助

動
詞

「
な
り
」
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
「
也
」
を
置
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ

字

と
し
て
［
な
り
L
を
送
り
仮
名
に
回
し
、
r
　
也
L
の
ご
と
く
訓
読
す
る
こ
と
も

十
分
に

考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
少
し
時
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
こ
の
種
の
措
置
は
珍
し

く
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
う
し
た
揺
れ
に
腹
を
立
て
る
理
由
は
な
い
わ
け
だ
。

『
論
語
』
学
而
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
　
な
り

〔現
行
〕
子
日
「
可
也
。
…
…
」

　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
　
ナ
リ

〔往
時
〕
子
日
「
可
也
。
…
…
」

＊
「
也
」
は
置
き
字
。

　
引
用
の
終
結
を
示
す
助
詞
「
ト
」
も
、
現
在
で
は
、
引
用
の
な
か
で
最
後
に
訓
読

し
た
字
に
付
け
て
お
く
の
が
通
例
だ
が
、
以
前
は
、
と
に
か
く
引
用
の
終
結
を
示
せ

ば

よ
い
の
だ
か
ら
と
、
引
用
の
末
尾
に
位
置
す
る
字
に
添
え
て
い
た
例
も
少
な
く
な

い
o
た
と
え
末
尾
の
字
が
置
き
字
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
字
に
機
械
的
に
添
え
て
し
ま

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
『
論
語
』
学
而
の
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
も
ち

ろ
ん
、
往
時
の
例
が
す
べ
て
左
に
示
す
よ
う
な
方
式
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど

も
。

　
　
　
　
　
ク

〔現
行
〕
子
日

　
　
　
　
　
ク

〔往
時
〕
子
日

　
　
　
ノ
　
　
　
　
ス
ト
　
キ
ニ

r
…
…
民
徳
帰
レ
厚
　
L

　
　
　
ノ
　
　
　
　
ス
　
　
キ
ニ
　
ト

「
…
…
民
徳
帰
レ
厚
　
」
　
＊

コ
矢
L
は
置
き
字
。

10

②
語
法
・
文
法

　
送

り
仮
名
に
は
、
語
法
・
文
法
の
点
か
ら
も
、
大
な
り
小
な
り
自
由
裁
量
の
余
地

が
生
じ
る
。

　
最

も
目
立
つ
の
は
、
仮
定
条
件
か
確
定
条
件
か
に
よ
る
揺
れ
だ
ろ
う
。
中
古
文
法

の

規
範
に
則
れ
ば
、
仮
定
条
件
は
〈
未
然
形
＋
ば
〉
、
確
定
条
件
は
〈
已
然
形
＋
ば
〉

と
な
り
、
両
者
は
裁
然
と
読
み
分
け
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
の
文
語
文
法
に

お

け
る
已
然
形
が
、
今
日
の
口
語
文
法
で
は
仮
定
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
察
せ

ら
れ
る
よ
う
に
、
近
世
文
法
に
な
る
と
、
確
定
条
件
の
は
ず
の
〈
已
然
形
＋
ば
〉
が

仮
定
条
件
を
表
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
影
響
を
受
け
た
結
果
、
漢
文
訓
読
で

は

仮
定
条
件
と
確
定
条
件
の
読
み
分
け
が
暖
昧
と
な
り
、
仮
定
条
件
に
せ
よ
確
定
条

件
に
せ
よ
、
〈
已
然
形
＋
ば
〉
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
の
が
常
例
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
、
漢
文
で
は
、
仮
定
条
件
な
の
か
確
定
条
件
な
の
か
、
判
別
が
困
難
な
場
合
も

多
い
た
め
、
読
み
分
け
の
煩
を
避
け
る
の
は
実
用
上
の
知
恵
で
も
あ
る
。
結
局
、
今

日
で
は
、
あ
く
ま
で
中
古
文
法
を
規
範
と
し
て
、
仮
定
条
件
を
〈
未
然
形
＋
ば
〉
、

確
定
条
件
を
〈
已
然
形
＋
ば
〉
と
読
み
分
け
る
訓
読
者
も
い
れ
ば
、
い
ず
れ
も
区
別

な
く
＜
已
然
形
＋
ば
〉
で
読
ん
で
し
ま
う
訓
読
者
も
い
る
、
と
い
う
の
が
実
情
だ
。

む

ろ
ん
、
後
者
の
訓
読
者
も
、
何
か
ら
何
ま
で
〈
已
然
形
＋
ば
〉
で
押
し
切
ろ
う
と

す
る
わ
け
で
は
な
く
、
仮
定
条
件
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
時
お
り
〈
未

然
形
＋
ば
〉
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
立
場
に
よ
っ
て
明
確
に
訓
法
が
異
な
る

と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
。
仮
定
条
件
ま
た
は
確
定
条
件
が
登
場
す
る
た
び
に
、
未

然
形
か
已
然
形
か
に
よ
り
、
活
用
語
尾
を
示
す
送
り
仮
名
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
得
る
わ

け
だ
。

　
似
た

よ
う
な
事
態
が
、
順
接
と
逆
接
に
も
起
こ
り
得
る
。
た
と
え
ば
四
字
成
語

「
有
名
無
実
」
は
、
ど
う
訓
読
す
る
か
。
「
有
レ
名
無
レ
実
」
と
返
り
点
を
打
つ
と
こ
ろ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

ま
で
は
、
ま
ず
間
違
い
な
く
全
員
が
共
通
、
下
二
字
の
訓
読
「
無
レ
実
」
（
実
無
し
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に

も
ぶ
れ
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
が
、
上
二
字
「
有
レ
名
」
の
訓
読
に
つ
い
て
は
事
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
テ

が
違
う
。
こ
れ
を
「
有
レ
名
」
（
名
有
り
て
）
と
順
接
に
読
ん
で
も
意
味
は
十
分
に
通

じ
る
。
し
か
し
、
逆
接
に
訓
ず
る
ほ
う
が
、
上
下
の
二
字
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
の
う
え

で
明
確
な
対
照
が
生
じ
、
論
理
的
に
納
得
し
や
す
い
の
も
事
実
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ド
モ

逆
接
に

読
む

と
し
て
も
、
果
た
し
て
「
有
レ
名
」
（
名
有
れ
ど
も
）
と
確
定
条
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
モ

よ
め
ば
よ
い
の
か
、
は
た
ま
た
「
有
レ
名
」
（
名
有
る
も
）
と
仮
定
条
件
に
読
む
の
が

よ
い
の
か
、
そ
の
間
の
判
断
は
困
難
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
右
に
述
べ
た
事
情
と
同
じ

経
緯
に

よ
り
、
「
名
有
れ
ど
も
」
つ
ま
り
〈
已
然
形
＋
ど
も
〉
に
よ
っ
て
、
確
定
条

件

も
仮
定
条
件
も
区
別
す
る
こ
と
な
く
読
ん
で
し
ま
う
立
場
も
あ
り
得
る
の
だ
o
そ

れ

は
、
今
日
、
「
難
」
を
一
律
に
「
い
へ
ど
も
」
と
訓
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か

だ

ろ
う
。
か
つ
て
は
、
「
難
」
が
逆
接
仮
定
条
件
な
ら
ば
〈
終
止
形
＋
と
も
〉
す
な

わ
ち
「
い
ふ
と
も
」
、
逆
接
確
定
条
件
な
ら
ば
〈
已
然
形
＋
ど
も
〉
す
な
わ
ち
「
い

へ
ど
も
」
と
い
う
読
み
分
け
も
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
。
結
局
、
上
二
字
「
有
レ
名
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ド
モ
　
　
　
ル
モ

に

つ
い
て

は
、
「
有
」
字
に
「
有
」
ま
た
は
「
有
」
「
有
」
と
い
う
三
種
類
の
送
り

仮
名
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
揺
れ
を
防
ぐ
の
は
難
し
い
．

　
一
方
、
古
式
ゆ
か
し
く
上
代
文
法
を
採
用
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
送
り
仮
名
が

異
な
る
場
合
も
あ
る
。
私
が
想
い
到
る
典
型
は
、
〔
唐
〕
白
居
易
「
長
恨
歌
」
の
最

終
句
「
此
恨
綿
綿
無
絶
期
」
の
下
三
字
の
う
ち
「
無
」
に
添
え
る
送
り
仮
名
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ミ
ハ
　
ト
シ
テ

上
四
字

は
、
ほ
と
ん
ど
揺
れ
る
こ
と
な
く
「
此
恨
綿
綿
」
（
此
め
恨
み
は
綿
綿
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
ミ

し
て
）
と
訓
読
す
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
ご
と
く
、
r
恨
L
と
す
る
か
「
恨
」
と
す
る

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か

の

ぶ
れ

は
生
じ
得
る
が
。
と
も
あ
れ
、
私
が
高
校
時
代
に
習
っ
た
下
三
字
の
訓
読

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ケ
ン
　
ユ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

無
二
絶
期
一
　
（
絶
ゆ
る
期
無
け
ん
）

　
形
容
詞

「
な
し
」
の
未
然
形
を
、
上
代
文
法
に
よ
っ
て
「
な
け
」
と
す
る
わ
け
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
最
近
の
高
校
の
漢
文
教
科
書
そ
の
他
は
、
こ
の
上
代
文
法
の
未
然
形

r
な
け
L
を
嫌
い
、
中
古
文
法
を
規
範
と
し
た
い
が
た
め
な
の
だ
ろ
う
、
左
の
よ
う

な
読
み
方
を
好
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

カ

ラ
ン
　
ユ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き

無
二
絶
期
1
　
（
絶
ゆ
る
期
無
か
ら
ん
）

　
私
個
人
と
し
て
は
甚
だ
受
け
容
れ
が
た
い
訓
読
だ
が
、
今
は
送
り
仮
名
に
相
違
が

生

じ
て
い
る
こ
と
に
の
み
注
目
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
。
上
代
文
法
を
採
る
か
否

か
に

よ
り
、
「
な
け
ん
／
な
か
ら
ん
」
と
い
う
揺
れ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
ち
に
連
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
事
情
は
「
べ
け
ん
／
べ

か

ら
ん
」
に
も
当
て
は
ま
る
。
助
動
詞
「
べ
し
」
に
、
上
代
文
法
の
未
然
形
「
べ

け
」
を
認
め
る
か
否
か
の
問
題
だ
。
さ
す
が
に
反
語
の
言
い
回
し
「
～
（
す
）
べ
け

ん

や
」
の
固
定
度
が
高
い
た
め
、
一
律
に
「
べ
か
ら
ん
」
と
読
む
訓
読
者
は
少
な
い

か

と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
。

　
こ

の
ほ

か
、
活
用
行
の
相
違
が
そ
の
ま
ま
送
り
仮
名
の
相
違
に
結
び
付
く
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

あ
る
。
動
詞
「
用
」
を
、
ワ
行
「
用
」
と
す
る
か
、
ハ
行
「
用
」
と
す
る
か
が
代
表

例
だ

ろ
う
。
大
半
の
訓
読
者
は
ハ
行
を
使
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
る
が
、
私
を
も

含

め
、
ワ
行
を
好
む
訓
読
者
も
少
な
く
な
い
o
ワ
行
「
も
ち
ゐ
る
」
の
ほ
う
が
ハ
行

r
も
ち
ふ
L
よ
り
も
古
い
活
用
な
の
で
、
単
な
る
好
み
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
の
は

妥
当
を
欠
く
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
活
用
段
数
の
違
い
が
送
り
仮
名
の
違
い
に
直
結
す
る
こ
と
も
あ
る
。
漠
文
訓
読
で

は
、
今
な
お
　
r
し
の
ぶ
L
「
う
ら
む
」
を
好
ん
で
上
二
段
に
活
用
さ
せ
、
た
と
え
ば

漠
文
訓
読
の
固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古
田
島
洋
介

1
1
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学
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学
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二
〇
〇
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ミ

「
不
忍
」
「
不
怨
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
不
レ
忍
」
（
忍
び
ず
）
「
不
レ
怨
」
（
怨
み
ず
）
と

訓
ず
る
の
が
通
例
だ
。
特
に
「
う
ら
む
」
の
四
段
活
用
は
発
生
が
遅
く
、
近
世
文
法

に

至
っ
て
か
ら
の
こ
と
な
の
で
、
上
二
段
に
活
用
さ
せ
て
お
く
の
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。

こ

れ

を
嫌
っ
て
、
と
に
か
く
現
代
の
読
者
に
違
和
感
を
与
え
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

を
働
か
せ
れ
ば
、
と
も
に
四
段
活
用
で
「
不
レ
忍
」
（
忍
ば
ず
）
「
不
レ
怨
」
（
怨
ま
ず
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
訓
ず
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
送
り
仮
名
に
ば
ら
つ
き
が
生
じ
得
る
。
な
に

し
ろ
、
現
今
は
、
知
ら
ぬ
者
に
教
え
よ
う
と
す
る
態
度
よ
り
も
、
知
ら
ぬ
者
に
お
も

ね

る
態
度
の
ほ
う
が
好
ま
れ
る
時
代
ゆ
え
、
い
ず
れ
「
忍
び
ず
」
「
怨
み
ず
」
は
片

隅
に
追

い
や

ら
れ
、
r
忍
ば
ず
L
「
怨
ま
ず
」
が
幅
を
利
か
せ
る
よ
う
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
o

③
音
便

　
送

り
仮
名
に
揺
れ
を
も
た
ら
す
原
因
と
し
て
最
も
軽
い
の
が
、
音
便
を
使
用
す
る

か
否
か

で

あ
ろ
う
。
訓
読
で
は
、
イ
音
便
・
ウ
音
便
・
援
音
便
・
促
音
便
が
随
所
に

現
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
な
シ
キ
か
な
　
　
　
　
　
　
シ
イ

　

イ
音
便
は
、
た
と
え
ば
「
哀
　
哉
」
が
r
哀
哉
」
と
な
る
類
だ
。
い
ず
れ
に
読

む

か

は
、
一
に
訓
読
者
の
自
由
裁
量
に
よ
る
。
た
だ
し
、
稀
な
が
ら
、
副
詞
「
大
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
キ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ニ

の

よ
う
に
、
原
形
「
大
」
が
ま
っ
た
く
使
わ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
音
便
形
「
大
」
が

用

い

ら
れ
る
例
も
あ
る
。
「
お
ほ
き
に
」
で
は
関
西
弁
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
ら
、

と
い
う
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ク
ス
　
　
　
シ
ク
ス
　
　
　
　
　
ジ
ウ
ス
　
　
　
シ
ウ
ス

　

ウ
音
便
は
、
「
同
」
「
久
」
が
「
同
」
「
久
」
に
変
ず
る
よ
う
な
場
合
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ロ
ミ
テ
　
　
　
ピ
テ
　
　
　
　
　
　
シ
ン
　
ア
　
　
　
ン
ジ
ア

　
援
音
便

は
、
「
楽
」
「
飛
」
が
r
楽
L
「
飛
」
と
な
る
類
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
い
ヒ
テ
　
ク
　
　
　
　
　
　
ツ
テ
　
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
リ
セ
パ
　
　
　
　
　
ッ
セ
パ

　
促

音
便
は
、
「
謂
日
」
が
r
謂
日
L
と
な
っ
た
り
、
「
微
　
」
が
「
微
」
と
な

っ

た

り
す
る
場
合
で
あ
る
。

　
時
お

り
、
音
便
の
使
用
を
俗
と
し
て
斥
け
た
が
る
訓
読
者
も
い
る
よ
う
に
見
受
け

12

る
が
、
訓
読
に
お
い
て
音
便
を
排
斥
す
る
正
当
な
理
由
は
な
い
o
た
と
え
音
便
を
嫌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ニ

う
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
「
大
」
だ
け
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

④

訓
法

　
訓
法
が
送

り
仮
名
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
代
表
的
な
の
は
、
句
中
に
「
而
」
が
あ
れ
ば
、
「
而
」
自
体
は
置
き
字
と
し
て
読

ま
ず
、
直
前
に
接
続
助
詞
r
テ
L
を
付
け
る
訓
法
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
ハ
ウ
　
シ
テ

措
置
が
今

日
の
通
例
と
い
う
だ
け
で
、
「
而
」
を
逐
一
「
而
　
」
と
訓
じ
て
も
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
テ
ク
　
　
ジ
テ
ル
　
ト

れ
は

そ

れ
で
差

し
支
え
な
い
の
で
あ
る
が
。
こ
れ
に
「
謂
日
」
r
変
為
レ
～
L
の
よ

う
に
固
定
し
た
言
い
回
し
の
「
テ
」
を
加
え
れ
ば
、
一
群
の
「
テ
」
が
必
須
の

「

テ
」
と
し
て
成
立
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
場
合
以
外
の
「
テ
」
は
任
意

と
い
う
わ
け
だ
。
一
斎
点
よ
ろ
し
く
、
た
と
え
日
本
語
が
不
自
然
な
響
き
に
な
ろ
う

と
、
任
意
の
「
テ
」
は
す
べ
て
省
い
て
し
ま
う
方
法
も
取
り
得
る
が
、
現
今
、
そ
こ

ま
で
硬
直
し
た
訓
読
は
ま
ず
見
か
け
な
い
。
任
意
の
「
テ
」
は
、
訓
読
者
が
口
調
そ

の

他
の
関
係
で
補
う
か
否
か
を
決
め
て
い
る
わ
け
だ
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
コ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ク
コ
ト
し
ち

　
似
た

よ
う
な
例
に
、
形
式
名
詞
「
コ
ト
」
が
あ
る
。
「
走
　
三
十
里
」
「
行
　
七

じ
つ日

」
の
よ
う
に
、
動
詞
の
下
に
そ
の
動
作
が
行
わ
れ
る
距
離
や
期
間
が
入
っ
て
い
る

場
合

は
、
い
ず
れ
の
「
コ
ト
」
も
省
け
な
い
o
こ
れ
は
必
須
の
「
コ
ト
」
だ
。
と
こ

　
　
　
　
タ
リ
み
ル
コ
ト
ヲ
　
　
　
　
　
あ
た
ハ
　
ル
コ
ト
　
　
な
か
レ
　
ル
ル
コ
ト

ろ
が
、
「
得
レ
賭
　
」
「
不
レ
能
レ
射
」
「
勿
レ
忘
　
」
の
よ
う
な
「
コ
ト
」
は
省
略
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
タ
リ
み
ル
ヲ
　
　
　
　
あ
た
ハ
　
ル
　
　
　
な
か
レ
　
ル
ル

で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
得
レ
賭
」
「
不
レ
能
レ
射
」
「
勿
レ
忘
」
と
訓
読
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。

こ

れ
は

任
意
の
「
コ
ト
」
だ
。
同
じ
「
コ
ト
」
で
も
、
必
須
の
「
コ
ト
」
と
任
意
の

「
コ

ト
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

同
義
語
を
重
ね
た
副
詞
「
既
已
」
な
ど
も
、
訓
法
が
送
り
仮
名
に
影
響
す
る
。
逐

　
　
　
す
で
ニ
す
で
ニ

字
に
「
既
已
」
と
読
む
の
か
、
ど
の
み
ち
同
義
の
二
字
が
重
な
っ
て
い
る
の
だ
か

　
　
　
す
　
で
ニ

ら
と
「
既
已
」
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
の
か
、
そ
の
間
の
判
断
は
訓
読
者
に
任
せ
ら
れ



て

い
る
。

　
r
之
L
が
ほ
と
ん
ど
添
え
字
に
近
い
場
合
も
同
様
で
、
た
と
え
ば
副
詞
「
久
之
」

で

あ
る
。
律
儀
に
一
字
ず
つ
訓
ず
べ
く
、
便
宜
上
「
之
」
に
代
名
詞
「
こ
れ
」
を
充

　
　
　
ひ

さ
シ
ク
シ
テ
こ
れ
ヲ

て
、
　
F
久
　
レ
之
L
と
読
む
の
か
、
そ
れ
と
も
、
添
え
字
ゆ
え
に
「
之
」
そ
れ
自
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
さ
シ
ク
シ
テ

の

読
み

は

放
棄

し
て
、
　
F
久
之
　
L
と
訓
ず
る
の
か
、
こ
れ
も
訓
読
者
の
裁
量
し
だ

い
だ
。

　
助
動
詞
の
使
用

に

も
、
時
に
揺
れ
が
生
じ
得
る
。
今
日
、
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
シ
　
い
ヒ
ツ

は

用
い
な
い
の
が
一
般
と
は
い
え
、
た
と
え
ば
「
可
謂
」
を
「
可
レ
謂
」
と
訓
読
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
フ

る
入
は
今
な
お
存
在
す
る
。
ふ
つ
う
は
「
可
レ
謂
」
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
が
、
こ
う

し
た
「
つ
」
の
確
言
用
法
が
完
全
に
廃
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
見
い
か
に
も
訓
読
が
固
定
し
て
い
る
よ
う
な
連
語
に
も
、
揺
ら
ぎ
の
生
ず
る
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
く
な
ら
ク
　
ト
　
　
　
い
は
ゆ
る
　
　
　
ゆ
ゑ
ん

地
が

あ
る
。
た
し
か
に
「
聞
説
～
」
「
所
謂
」
「
所
以
」
な
ど
は
固
定
性
の
高
い
訓

読

だ
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
固
定
の
度
合
い
に
も
相
違
が
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
く
な
ら
ク
　
ト
　
　
　
　
　
　
ク
　
い
フ
ヲ
　
ト

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
「
聞
説
～
」
を
「
聞
レ
説
二
～
一
」
と
訓
読
し
た
ら
、
ど

う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
訓
読
し
て
も
、
意
味
は
十
分
に
表
出
で
き
る
。
け
れ
ど

も
、
た
ぶ
ん
、
許
容
す
る
向
き
は
き
わ
め
て
少
数
に
と
ど
ま
り
、
大
半
の
訓
読
者
が

　
　
　
　
　
　
き
く
な
ら
ク

r
〈
聞
説
〉
は
〈
聞
説
〉
と
訓
読
す
る
習
慣
だ
L
と
批
判
す
る
だ
ろ
う
。
で
は
、

い
は

ゆ

る

　

　

　

　

　

と
こ
ろ
ノ
い
フ

「
所
謂
」
を
「
所
レ
謂
」
と
訓
読
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
反
応
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
。

お
そ

ら
く
一
概
に
は
排
斥
で
き
ま
い
。
「
そ
う
読
ん
で
も
間
違
い
と
い
う
わ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
ゆ
る

な
い
が
、
ふ
つ
う
は
〈
所
謂
〉
と
訓
読
す
る
」
程
度
に
と
ど
め
る
向
き
が
相
当
数
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ

占
め
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
所
以
」
に
至
っ
て
は
、
時
と
場
合
に
よ
り
「
所
ニ

モ
つ
テ
　
ス
ル

以

～
一
」
と
訓
読
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
「
所
以
」
の
二
字
を
す
べ
て
機
械
的
に

F
ゆ
ゑ
ん
L
と
読
ん
で
す
ま
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
「
連
語
と
し
て
訓
読
す
る
な
ら

　
　
ゆ
ゑ
ん

ば

〈
所
以
〉
が
通
例
だ
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。
読
み
が
完
全
に
固
定

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
連
語
に
も
、
許
容
の
度
合
い
に
差
こ
そ
あ
れ
、
揺
ら
ぎ

が
生

じ
得
る
の
で
あ
る
。

　
似
た

よ
う
な
事
情
が
句
形
に
も
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
一
般
に
句
形
の
訓
読
は
微

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

動

だ
に
せ
ぬ
印
象
を
与
え
る
が
、
句
形
に
よ
っ
て
は
ぶ
れ
が
起
こ
り
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ル
　
　
ノ
と
こ
ろ
ト
　
ス
ル

　
受
身
形
「
為
N
所
V
」
は
、
「
為
二
N
所
ワ
V
」
と
訓
ず
る
の
が
定
石
だ
。
こ
の
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
ニ
　
ノ
ら
ル
　
　
セ

法

そ
れ
自
体
に
揺
れ
は
生
じ
な
い
．
と
は
い
え
、
か
つ
て
は
「
為
レ
N
所
レ
V
」
と
い

う
訓
法
も
行
わ
れ
て
お
り
、
今
日
で
も
稀
な
が
ら
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
後
者
の

訓
法
が
廃
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
句
形
に
現
れ
る
「
為
」
が
平
声
で
あ
り
、
「
為
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め

は

平
声
な
ら
ば
動
詞
「
為
る
」
、
去
声
な
ら
ば
前
置
詞
「
為
」
と
な
る
の
で
、
「
為
」

が
平

声
で
あ
る
以
上
、
動
詞
と
し
て
F
為
る
L
と
読
む
の
が
穏
当
だ
、
と
い
う
理
由

か

ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
明
そ
の
も
の
は
、
語
学
的
に
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
け

れ

ど
も
、
正
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
無
条
件
に
威
張
れ
た
義
理
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
古
典
中
国
語
に
お
け
る
品
詞
を
、
訓
読
の
便
宜
上
、
他
の
品
詞
に
転
換
し
て
し

ま
う
現
象
は
決
し
て
珍
し
く
な
い
か
ら
だ
。
実
際
、
英
語
で
言
え
ば
明
ら
か
に
助
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
タ
リ
ま
ぬ
か
ル
ル
ヲ
　
　
よ
ク
　
ム
　
こ
れ
ヲ

詞

8
ロ
に
当
た
る
「
得
」
「
能
」
を
、
訓
読
の
場
で
は
「
得
レ
免
　
」
「
能
読
レ
之
」

の
ご

と
く
、
r
得
L
は
動
詞
「
う
」
に
、
r
能
L
は
副
詞
「
よ
く
」
に
転
じ
て
い
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

は

な
い
か
o
そ
の
伝
で
ゆ
け
ば
、
動
詞
「
為
」
を
前
置
詞
「
為
」
に
転
換
し
て
訓
読

し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
非
難
さ
れ
る
謂
れ
は
あ
る
ま
い
。
た
ま
た
ま

r
為
L
に
つ
い
て
は
品
詞
に
よ
る
読
み
分
け
が
可
能
な
た
め
、
品
詞
ど
お
り
に
訓
読

し
て
お
く
ほ
う
が
穏
当
だ
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
使
役
形
が
仮
定
形
に
転
用
さ
れ
た
句
形
の
訓
読
に
も
自
由
裁
量
の
余
地
が
あ
る
。

　
　
　
　
し
ム
　
　
ヲ
シ
テ
　
セ

使
役
形
「
使
二
～
　
…
こ
が
仮
定
形
に
転
ぜ
ら
れ
る
場
合
、
使
役
形
の
訓
読
を
踏
襲

　
　
　
し
メ
パ
ヲ
シ
テ
セ
し

し
て
、
「
使
二
～
　
…
こ
と
読
む
の
が
常
例
だ
。
使
役
形
に
特
徴
的
な
訓
読
「
使
ム
」

「

ヲ
シ
テ
」
な
ど
は
そ
の
ま
ま
残
る
が
、
実
は
使
役
の
意
味
は
な
く
、
単
な
る
仮
定

形

「
～
が
…
す
る
な
ら
ば
」
の
意
に
解
せ
ば
よ
い
。
紛
ら
わ
し
い
と
言
え
ば
、
甚
だ

紛
ら
わ
し
い
訓
読
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
今
、
な
ぜ
仮
定
形
で
あ
り
な
が
ら
使
役
形

漠
文
訓
読
の
固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古
田

島
洋
介

13
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の

読
み
方

を
踏
襲
す
る
の
か
は
論
じ
な
い
o
差
し
当
た
り
肝
腎
な
の
は
、
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
シ
　
　
　
　
　
　
セ
パ

紛

ら
わ
し
さ
を
嫌
っ
て
、
い
か
に
も
仮
定
形
ら
し
く
、
端
か
ら
「
使
～
…
」
と
訓
読

し
て
し
ま
う
余
地
が
十
分
に
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
た
ぶ
ん
、
「
使
役
形
と
同
じ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
シ
　
　
　
セ
パ

う
に
訓
読
す
る
の
が
ふ
つ
う
だ
が
、
〈
使
～
…
V
と
読
ん
で
も
間
違
い
で
は
な
い
」

と
い
う
答
が
大
半
を
占
め
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ
れ
で
1
つ
の
訓
法
と
な
り
得
る
の

で
あ
る
。

　
句
形
の
読
み
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
訓
読
の
習
慣
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
お
り
、
勝

手
気
儘
な
変
更
は
認
め
ら
れ
な
い
の
が
l
般
だ
。
た
だ
し
、
時
と
し
て
、
句
形
の
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
ニ
　
ノ
ら
ル
　
　
セ

読
に

も
揺
れ
が
生
じ
得
る
。
受
身
形
「
為
～
所
…
」
に
つ
い
て
「
為
レ
～
所
レ
…
」
を

認

め
る
向
き
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
使
役
形
が
仮
定
形
に
転
用
さ
れ
た
と

　
　
　
も
シ
　
　
　
セ
パ

き
、
「
使
～
…
」
を
許
容
す
る
向
き
は
少
な
く
あ
る
ま
い
。
使
役
形
と
の
相
違
を
明

確
に

す
べ
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
採
用
し
よ
う
と
す
る
訓
読
者
も
多
い
は
ず
だ
。

（
3
）
漢
字
の
読
み

　
漢
字
の
読
み

も
、
各
種
の
要
因
に
よ
っ
て
揺
れ
が
生
ず
る
。

　
第
一
は
、
音
読
み
か
訓
読
み
か
の
相
違
だ
。
一
人
称
「
予
」
は
、
音
読
み
「
ヨ
」

で

も
訓
読
み
「
わ
れ
」
で
も
差
し
支
え
な
い
。
同
じ
一
入
称
で
も
、
「
我
／
吾
」
は

訓
読
み

「
わ
れ
」
が
、
「
余
」
は
音
読
み
「
ヨ
」
が
通
例
か
と
思
う
が
。
『
論
語
』
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
さ
ん
　
せ
い
ス
　
ガ
　
ヲ

而

「
吾

日
三
省
吾
身
」
の
「
三
省
」
に
し
て
も
、
「
吾
日
三
コ
省
吾
身
一
」
と
音
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
み
タ
ピ
か
へ
リ
ミ
ル
　
ガ
　
ヲ

す

る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
吾
日
三
省
二
　
吾
身
一
」
と
訓
読
み
す
る
の
か
、
訓
読
者

に

よ
っ
て
差
異
が
生
ず
る
。
同
じ
く
『
論
語
』
学
而
「
亦
可
宗
也
」
の
「
宗
」
を
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
キ
　
そ
ト
フ
ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
　
キ

む

場
合

も
音
と
訓
が
両
つ
な
が
ら
可
能
で
あ
り
、
「
亦
可
レ
宗
　
也
」
も
「
亦
可

む

ね

ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
ま

レ

宗
　
也
」
も
見
か
け
る
。
こ
う
し
た
例
は
枚
挙
に
邊
が
な
い
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
第
二
は
、
音
読
み
に
お
い
て
、
主
と
し
て
漢
音
と
呉
音
の
間
に
生
ず
る
ぶ
れ
だ
。

漢
文
で
は

原
則
と
し
て
漢
音
を
用
い
る
と
言
い
な
が
ら
、
こ
れ
が
予
想
以
上
に
頼
り

な
い
原
則
な
の
で
あ
る
。
前
掲
の
「
兄
弟
」
で
あ
れ
ば
、
呉
音
「
キ
ヤ
ウ
ダ
イ
」
を

捨
て
、
漠
音
「
ケ
イ
テ
イ
」
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
片
が
付
く
。
け
れ

ど
も
「
一
日
」
と
な
る
と
、
簡
単
に
は
片
づ
か
な
い
。
あ
く
ま
で
漢
音
で
読
む
と
の

原
則
を
押
し
通
せ
ば
「
イ
ツ
ジ
ツ
」
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
奇
妙
に
響
き
、
ど
う

に

も
「
あ
る
日
の
こ
と
」
の
意
に
聞
こ
え
な
い
o
そ
こ
で
、
通
常
の
日
本
語
の
習
慣

に

妥
協
し
、
「
一
」
に
つ
い
て
は
呉
音
「
イ
チ
」
を
取
り
、
結
局
は
呉
音
・
漢
音
を

併
用

し
て
、
「
イ
チ
ジ
ツ
」
と
読
む
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。

　
似
た

よ
う
な
こ
と
が
「
明
朝
」
の
「
明
」
に
も
当
て
は
ま
り
、
漢
音
で
「
メ
イ
テ

ウ
」
と
読
む
と
、
「
明
く
る
朝
」
の
意
に
聞
こ
え
な
い
た
め
か
、
一
般
に
は
呉
音
で

「

ミ
ヤ
ウ
テ
ウ
」
と
読
む
慣
わ
し
だ
。
も
っ
と
も
、
ま
っ
た
く
の
同
義
語
で
あ
り
な

が

ら
、
「
明
旦
」
と
な
る
と
、
ふ
だ
ん
日
本
語
で
は
使
わ
な
い
語
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
、

漢
音

で
読
む

と
の
原
則
が
息
を
吹
き
返
し
、
r
メ
イ
タ
ン
L
と
読
む
こ
と
も
多
い
。

と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
呉
音
の
「
ミ
ヤ
ウ
タ
ン
」
が
排
斥
さ
れ
る
わ
け
で

な
く
、
「
メ
イ
タ
ン
」
と
「
ミ
ヤ
ウ
タ
ン
」
の
両
者
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
実
情
だ

ろ
う
。
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
問
題
に
は
、
果
た
し
て
「
明
」
の
漢
音
は
「
メ
イ
」

な
の
か
と
の
問
題
も
絡
ま
っ
て
く
る
。
「
明
」
は
「
ベ
イ
」
が
本
来
の
漢
音
で
、
「
メ

ィ
」
は
慣
用
音
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
説
も
有
力
だ
か
ら
だ
。

　
第
三
は
、
訓
読
み
に
お
い
て
、
主
と
し
て
意
味
解
釈
の
相
違
か
ら
、
読
み
が
揺
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
ラ

ぐ
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
論
語
』
学
而
の
冒
頭
に
見
え
る
「
人
不
レ
知
而
不

レ

温
」
の
末
尾
二
字
「
不
レ
温
」
の
訓
読
だ
。
鄭
注
（
〔
後
漢
〕
鄭
玄
の
注
釈
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
つ
ら

「
温
」
を
「
怨
」
と
説
く
の
に
従
え
ば
「
温
み
ず
」
、
い
わ
ゆ
る
古
注
が
「
温
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
き
ど
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か

「
怒
」
と
解
す
る
の
に
従
え
ば
「
温
ら
ず
」
ま
た
は
「
温
ら
ず
」
と
な
り
、
現
在
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
ま

も
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
が
通
用
し
て
い
る
。
類
例
は
、
や
は
り
枚
挙
に
逞
が
な
い
だ
ろ

A

フ
e



　
第
四
は
、
訓
読
み
に
お
い
て
、
定
訓
を
用
い
ず
、
意
味
解
釈
を
そ
の
ま
ま
訓
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
テ
　
　
フ
こ
れ
ヲ

と
し
て
充
て
る
場
合
だ
。
典
型
は
、
『
論
語
』
学
而
の
冒
頭
「
学
而
時
習
レ
之
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
ニ

見

え
る
「
時
」
の
読
み
方
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
は
、
定
訓
を
用
い
て
「
時
」
と
読
み
、

古
注
「
以
時
」
に
従
っ
て
「
適
切
な
折
り
に
」
ま
た
は
新
注
「
時
時
」
に
従
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ら
ピ

r常
に
L
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
問
題
が
生
ず
る
。
「
時
一
こ

と
い
う
日
本
語
は
、
だ
れ
の
耳
に
も
「
時
折
り
／
と
き
ど
き
」
の
意
味
に
響
き
、
決

し
て
r
適
切
な
折
り
に
L
や
r
常
に
L
の
意
に
は
聞
こ
え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

定
訓

と
解
釈
と
の
あ
い
だ
に
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の

種
の
食
い
違
い
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
、
訓
読
は
訓
読
、
解
釈
は
解
釈
と
割
り
切

る
態
度
も
あ
り
、
実
際
、
大
半
の
『
論
語
』
の
注
釈
書
が
そ
の
よ
う
な
態
度
で
臨
ん

で

い

る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
「
常
に
」
と
解
釈
す
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
と
ム
ピ

や

は
り
訓
読
「
時
二
」
と
の
不
一
致
が
気
に
な
る
こ
と
も
事
実
だ
。
そ
こ
で
、
定
訓

と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

r
時
二
L
を
採
ら
ず
、
い
き
な
り
「
時
一
こ
と
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
不
可
能
で
は

な
い
。
い
さ
さ
か
強
引
な
の
は
承
知
の
う
え
で
、
の
っ
け
か
ら
意
味
解
釈
を
そ
の
ま

ま
訓
読
み
と
し
て
し
ま
う
わ
け
だ
。

　
興
味
深
い
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
凍
結
」
す
な
わ
ち
固
定
性
を
訓
読
の
最
大
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

特
徴

と
考
え
て
い
る
加
地
伸
行
氏
が
、
こ
の
解
釈
訓
「
時
一
こ
を
採
用
し
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　

と
で
あ
る
。
訓
読
の
揺
れ
を
防
い
で
固
定
性
を
高
め
る
に
は
、
定
訓
が
最
も
都
合
が

よ
い
。
だ
れ
が
訓
読
し
て
も
、
同
l
の
訓
と
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
か
ら
だ
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

か

し
、
加
地
氏
は
、
敢
え
て
定
訓
「
時
一
こ
を
捨
て
、
解
釈
訓
「
時
一
こ
を
取
っ
た
。

想

い
見

る
べ
し
、
解
釈
訓
の
導
入
を
許
容
す
れ
ば
、
漢
字
の
読
み
に
関
す
る
訓
読
者

の
自
由
裁
量
権
は
存
外
に
幅
広
い
の
で
あ
る
。

　
第
五
は
、
品
詞
解
釈
に
よ
る
相
違
が
原
因
と
な
っ
て
、
読
み
に
揺
れ
が
生
ず
る
場

合

で

あ
る
。
た
と
え
ば
『
論
語
』
学
而
に
見
え
る
「
恭
近
於
礼
」
だ
。
こ
れ
は
1
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヅ
ケ
パ
　
　
　
ニ

の

条
件
節
で
あ
る
が
、
「
近
」
を
動
詞
と
解
す
れ
ば
「
恭
近
二
於
礼
一
」
と
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
レ
パ
　
　
　
ニ

F
近
L
を
形
容
詞
と
考
え
れ
ば
「
恭
近
二
於
礼
一
」
と
な
る
。
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中

国
語
の
「
近
」
は
、
と
に
か
く
＜
近
い
〉
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
だ
け
だ
。
そ
れ
が
動

作
「
近
づ
く
」
な
の
か
、
状
態
「
近
し
」
な
の
か
、
そ
の
間
の
区
別
は
判
然
と
し
な

い
o
そ
の
結
果
、
訓
読
の
場
に
お
い
て
品
詞
を
特
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
な
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

当
然
の
結
果
と
し
て
、
読
み
に
ば
ら
つ
き
が
生
ず
る
わ
け
だ
。

　
ち
な
み
に
、
先
に
同
じ
一
節
の
末
尾
に
見
え
る
「
亦
可
宗
也
」
の
「
宗
」
を
音
読

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
ト
ス
　
　
む
ね
ト
ス

み

か

訓
読
み
か
の
例
と
し
て
挙
げ
た
が
、
そ
の
さ
い
示
し
た
「
宗
」
「
宗
」
以
外

　
　
　
た
つ
と
ブ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
ト
ス
　
　
む
ね
ト
ス

に

も
「
宗
」
と
い
う
読
み
が
あ
る
。
「
宗
」
「
宗
」
は
、
取
り
敢
え
ず
「
宗
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
つ
と
ブ

名
詞
と
見
な
し
、
そ
れ
に
「
ト
ス
」
を
添
え
て
動
詞
化
し
た
も
の
だ
が
、
「
宗
」
は

r
宗
L
を
純
粋
な
動
詞
と
見
な
し
て
の
読
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
o
漢
文
は
、
漢
字
と

い
う
文
字
の
性
質
上
、
各
語
の
品
詞
が
不
明
確
な
こ
と
も
多
く
、
そ
れ
が
訓
読
に
流

動
性

を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

四

　
固
定
性
と
流
動
性
の
あ
い
だ

　

さ
て
、
訓
読
の
固
定
性
に
引
き
続
き
、
そ
の
流
動
性
の
諸
相
に
つ
い
て
多
少
の
整

理

を
試
み
た
。
こ
れ
以
外
に
も
固
定
性
ま
た
は
流
動
性
を
も
た
ら
す
要
素
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
主
た
る
諸
要
素
は
あ
ら
か
た
把
握
し
て
あ
る
か
と
思
う
。
こ
こ
で
、

固
定
性
と
流
動
性
の
関
係
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。

　
第
一
は
、
漢
文
訓
読
に
お
い
て
は
、
固
定
性
が
主
、
流
動
性
は
あ
く
ま
で
従
に
と

ど
ま
る
点
だ
。
一
見
、
自
由
裁
量
の
利
く
項
目
が
多
い
た
め
、
流
動
す
る
部
分
の
比

率
が
存
外
に
高
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
誤
解
だ
ろ
う
。
自
ら

白
文
を
訓
読
し
た
経
験
の
あ
る
向
き
は
、
固
定
さ
れ
た
部
分
の
な
か
に
、
い
く
ら
か

流
動
す
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
の
が
実
感
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
際
、
漢
文
の
訓
読

は
、
語
順
に
強
い
制
約
が
あ
る
点
で
、
通
常
の
翻
訳
と
は
大
き
く
異
な
る
。
意
味
さ

漠
文
訓
読
の

固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古
田

島
洋
介
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え
通
じ
れ
ば
自
由
に
語
順
を
入
れ
換
え
て
も
よ
い
と
い
う
態
度
で
は
、
ま
っ
た
く
通

用

し
な
い
。
使
え
る
助
詞
や
助
動
詞
も
少
数
に
と
ど
ま
り
、
文
語
文
法
を
存
分
に
駆

使
す

る
わ
け
に
も
ゆ
か
ぬ
o
す
な
わ
ち
、
大
き
な
枠
を
は
め
ら
れ
た
な
か
で
些
少
の

融
通
が

利
く
、
と
い
う
の
が
掛
け
値
な
し
の
実
態
だ
ろ
う
。
言
を
換
え
れ
ば
、
巨
視

的
に

は

固
定
性
が
目
立
ち
、
微
視
的
に
は
流
動
性
を
発
揮
で
き
る
余
地
が
あ
る
と
概

括
で

き
る
。
細
か
い
点
に
は
各
種
の
揺
ら
ぎ
が
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
大
枠
に
は
自

由
裁
量
の
余
地
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
加
地
伸
行
氏
の
謂
う
「
凍

結
」
だ
ろ
う
。
漢
文
訓
読
に
お
い
て
は
、
固
定
性
と
流
動
性
が
同
等
の
資
格
で
並
存

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
固
定
性
の
な
か
に
流
動
性
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。　

第
二
は
、
固
定
性
と
流
動
性
の
境
界
が
曖
昧
な
点
だ
。
漢
文
訓
読
は
、
何
ら
か
の

明
文
化
さ
れ
た
規
定
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
o
訓
読
者
そ
れ
ぞ
れ
が
自

ら
の
漢
文
訓
読
に
対
す
る
認
識
あ
る
い
は
理
解
に
基
づ
い
て
行
う
性
質
の
営
み
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
訓
読
者
に
と
っ
て
は
動
か

し
が
た
い
固
定
要
素
が
、
他
の
訓
読
者
に
と
っ
て
は
実
は
別
種
の
固
定
要
素
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
流
動
要
素
に
変
ず
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
だ
。

　
た

と
え
ば
、
漢
文
訓
読
の
「
凍
結
」
を
主
張
す
る
加
地
氏
が
、
そ
の
『
論
語
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

注
釈
に

お

い

て
、
定
訓
「
時
二
」
を
捨
て
、
解
釈
訓
「
時
一
こ
を
取
っ
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
た
が
、
加
地
氏
は
同
じ
『
論
語
』
の
注
釈
の
な
か
で
、
「
中
」
を
「
な
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
く
　
リ
　
　
ノ
な
か
ニ
　
　
　
　
　
リ
　
る
い
せ
つ
　
　
な
か
ニ
　
　
　
　
シ
ミ
ま
た
　
リ
　
　
ノ
な
か
ニ

と
訓
じ
て
い
る
。
「
禄
在
二
其
中
一
　
」
「
在
二
線
綾
之
中
一
」
「
楽
亦
在
二
其
中
一
　
」

　
　
リ
　
ノ
た
か
t
l
　
（
6
）

r
仁
在
二
其
中
一
　
L
と
い
う
旦
ハ
合
だ
。
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
私
の
理
解
に
よ
れ

ば
、
こ
う
し
た
類
の
「
中
」
は
「
う
ち
」
と
訓
ず
る
の
が
常
例
で
あ
り
、
「
な
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か

は

少
し
く
異
例
に
響
く
。
も
し
学
生
が
「
中
」
と
読
ん
だ
な
ら
ば
、
た
ぶ
ん
私
は

う
ち

r
中
L
と
読
み
直
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
訓
読
な
ら
で
は
の
読
み
方
な
の
だ
、
と
。

　
こ

の

一
事

を
見
れ
ば
、
漠
文
訓
読
の
固
定
性
な
る
も
の
が
時
と
し
て
い
か
に
頼
り
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う
ち

な
い
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
私
に
と
っ
て
は
「
中
」
に
固
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か

の

が
、
加
地
氏
に
あ
っ
て
は
「
中
」
に
固
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
「
中
」
の

訓
読
み
が
流
動
性
を
帯
び
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
就
中
」
は
、
私
と
て

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

必
ず
「
な
か
ん
つ
く
」
と
訓
読
す
る
の
だ
が
。

　
要
す

る
に
、
固
定
性
と
流
動
性
は
載
然
と
分
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
訓
読
に
お

け
る
固
定
性
と
流
動
性
は
、
固
定
性
の
最
大
値
す
な
わ
ち
〈
絶
対
に
こ
う
訓
読
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
部
分
か
ら
、
流
動
性
の
最
大
値
す
な
わ
ち
〈
こ
う
読
ん

で

も
、
あ
あ
読
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
〉
と
い
う
部
分
ま
で
が
、
あ
た
か
も
ス
ペ
ク
ト

ル
の
ご

と
く
連
続
し
た
分
布
を
成
し
て
お
り
、
ど
こ
ま
で
が
固
定
さ
れ
た
箇
所
で
、

ど
こ
か
ら
が
流
動
す
る
箇
所
な
の
か
、
そ
の
境
界
は
不
鮮
明
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

訓
読
の
厄
介
な
と
こ
ろ
で
あ
る
と
同
時
に
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
気
軽
に
も
感
じ

ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
〈
絶
対
に
こ
う
訓
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
部
分
さ

え
わ
き
ま
え
て
お
け
ば
、
あ
と
は
大
な
り
小
な
り
自
由
裁
量
が
利
き
、
〈
こ
う
読
ん

で

も
、
あ
あ
読
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
〉
と
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
か
ら
。

五
　
流
動
性

を
つ
か
む
－
複
数
訓
読
共
存
原
理

　

さ
て
、
漢
文
訓
読
に
お
い
て
、
大
な
る
固
定
性
と
小
な
る
流
動
性
が
連
続
し
て
層

を
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
納
得
し
て
も
ら
え
た
か
と
思
う
。
最
後
に
確
認
し
て

お

く
べ
き
は
、
そ
の
流
動
性
の
内
実
だ
。

　
右
に

述
べ
た
と
お
り
、
訓
読
の
流
動
性
は
固
定
性
の
な
か
で
の
流
動
性
に
す
ぎ
ず
、

し
か
も
固
定
性
と
の
境
界
が
明
確
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
流
動
性
と

は

い

え
、
訓
読
者
が
ま
っ
た
く
勝
手
気
儘
を
発
揮
す
る
と
い
う
意
味
で
の
流
動
性
で

は

な
く
、
せ
い
ぜ
い
些
少
の
範
囲
内
に
お
い
て
自
由
裁
量
が
利
く
と
い
う
程
度
の
意

味
で
の
流
動
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
理
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。



　
事
実
、
自
由
裁
量
の
余
地
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
返
り
点
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど

融
通
が
利
か
ず
、
よ
ほ
ど
特
殊
な
場
合
に
お
い
て
の
み
、
返
り
点
の
付
け
方
に
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
規
定
が
な
い
た
め
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ぶ
れ
が
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
o
そ
れ
に
比
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
ば
、
送
り
仮
名
の
ほ
う
が
ば
ら
つ
き
の
幅
は
明
ら
か
に
大
き
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ

れ
で

も
、
限
定
さ
れ
た
助
詞
・
助
動
詞
を
用
い
て
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
以
上
、
自
ず

と
自
由
裁
量
の
幅
は
限
ら
れ
て
い
る
。
せ
い
ぜ
い
一
箇
所
に
つ
い
て
二
つ
三
つ
の
選

択
肢
が

あ
る
だ
け
だ
。
漠
字
の
読
み
に
つ
い
て
も
、
た
い
て
い
は
音
読
み
か
訓
読
み

か

を
選
択
す
る
に
と
ど
ま
り
、
い
か
に
も
自
由
裁
量
ら
し
い
措
置
と
呼
べ
る
の
は
、

定
訓

を
捨
て
て
解
釈
訓
を
充
て
た
り
、
通
常
の
句
形
の
読
み
に
変
更
を
加
え
た
り
す

る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　
つ

ま
り
、
漢
文
訓
読
の
習
慣
を
重
ん
じ
て
訓
読
す
る
か
ぎ
り
、
自
由
裁
量
の
幅
は

狭

く
、
時
と
し
て
解
釈
訓
を
用
い
た
り
、
句
形
の
読
み
に
新
味
を
加
え
た
り
す
る
だ

け
な
の
で
あ
る
。
や
た
ら
に
解
釈
訓
を
用
い
た
り
、
何
か
に
つ
け
て
句
形
の
読
み
を

変
更
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
訓
読
と
し
て
成
立
し
な
い
か
ら
だ
。

あ
く
ま
で
標
準
的
な
訓
読
を
推
し
進
め
る
な
か
で
、
例
外
的
な
読
み
方
が
、
ほ
と
ん

ど
薬
味
の
ご
と
く
、
ぱ
ら
ぱ
ら
っ
と
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
で

は
、
こ
う
し
た
流
動
性
の
内
実
を
ど
う
と
ら
え
る
か
。
こ
こ
で
提
唱
し
た
い
の

が
、
訓
読
の
場
に
お
け
る
複
数
訓
読
共
存
原
理
で
あ
る
。

　

一
般

に
、
訓
読
者
は
何
か
新
奇
な
訓
読
を
生
み
出
す
べ
く
努
力
す
る
わ
け
で
は
な

い

o
訓
読
の
習
慣
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
少
数
の
選
択
肢
か
ら
、
自
ら
の
解
釈
ま
た

は

好
み
に
ム
ロ
う
も
の
を
取
り
出
し
、
そ
の
選
択
を
重
ね
て
ゆ
く
過
程
で
、
選
択
肢
と

選
択
肢

と
の
調
整
を
図
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
音
読
み
ば
か
り
が
続
く
と
意
味
が
わ

か

り
づ
ら
い
の
で
、
特
に
初
心
者
に
向
け
て
訓
読
を
呈
示
す
る
場
合
は
、
故
意
に
訓

読
み

を
多
め
に
し
て
、
意
味
が
取
り
や
す
い
よ
う
に
配
慮
し
た
り
す
る
。
ま
た
、
接

続
助
詞

F
テ
L
を
連
発
し
な
い
よ
う
、
置
き
字
「
而
」
の
あ
る
箇
所
以
外
は
、
適
宜

に

「

テ
」
を
省
い
た
り
す
る
。
す
で
に
他
の
訓
読
者
が
訓
読
を
ほ
ど
こ
し
た
漠
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ

改

め
て
訓
読
す
る
と
き
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
同
l
で
あ
る
と
何
と
な
く
気
が
退
け
る

の

で
、
い
く
つ
か
の
字
句
に
つ
い
て
敢
え
て
異
な
っ
た
訓
読
を
忍
び
込
ま
せ
た
り
す

る
。
こ
れ
が
訓
読
作
業
の
偽
ら
ざ
る
実
態
だ
。

　
選
択
肢
が

限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
初
か
ら
選
択
肢
が
用
意
さ
れ
て
い

る
の
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
選
択
肢
を
選
び
取
る
と
き
、
特
に
解
釈
上

の

配
慮
が
働
か

な
い
か
ぎ
り
は
、
複
数
の
選
択
肢
が
同
等
の
資
格
で
存
在
し
、
た
ま

た

ま
1
つ
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
選
択
は
決
し
て
排
他
的
な
も
の
で
は
な

く
、
執
筆
の
時
点
で
、
便
宜
上
、
1
つ
に
絞
り
込
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
ほ

と
ん
ど
偶
然
に
1
つ
の
訓
読
が
表
面
に
現
れ
て
い
る
だ
け
で
、
実
は
そ
の
裏
に
他
の

選
択
肢
も
訓
読
の
候
補
と
し
て
残
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
状
態
を
複
数
訓
読

の

共
存
状
態

と
呼
び
た
い
。
い
わ
ば
、
複
数
の
訓
読
候
補
の
織
り
成
す
波
が
、
執
筆

と
い
う
行
為
に
出
く
わ
し
て
、
一
点
に
収
縮
し
た
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
選
び
取

ら
れ
た
訓
読
と
と
も
に
、
他
の
訓
読
も
実
は
選
択
可
能
な
要
素
と
し
て
蔭
な
が
ら
に

存

在
し
て
い
る
ー
こ
の
複
数
訓
読
の
共
存
状
態
こ
そ
が
、
訓
読
の
流
動
性
の
内
実

で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
複
数
訓
読
共
存
原
理
を
明
確
に
把
握
し
て
い
た
だ
く
べ
く
、
平
明
な
例
を
掲
げ
て
、

訓
読
作
業
の
実
際
を
観
察
し
て
み
よ
う
。
『
茶
経
』
巻
上
の
冒
頭
に
見
え
る
一
文
で

あ
る
。

茶
者
南
方
之
嘉
木
也
。

　
g
i
R
　
1
字
　
r
茶
L
に
つ
い
て
は
、
「
チ
ヤ
」
と
「
サ
」
の
二
音
が
思
い
浮
か
ぶ
。
実

は

漢
文
の
原
則
た
る
漠
音
は
「
サ
」
だ
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
で
は
一
般
に
慣
用
音

「
チ

ヤ
」
を
用
い
る
。
訓
読
み
の
可
能
性
こ
そ
捨
て
て
か
か
れ
る
も
の
の
、
の
っ
け

漢
文
訓
読
の
固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古
田
島
洋
介
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か

ら
音
読
み
に
つ
い
て
迷
う
わ
け
だ
。
慣
用
に
妥
協
し
て
し
ま
え
ば
よ
い
と
割
り
切

れ
ば

「
チ

ヤ
」
と
な
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
漠
音
に
固
執
す
れ
ば
、
「
サ
」
と

読

ま
ざ
る
を
得
な
い
。
果
た
し
て
、
い
ず
れ
を
用
い
る
か
。
選
択
肢
は
二
つ
で
あ
る
。

　
第
二
字
「
者
」
は
、
末
尾
の
「
也
」
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
説
明
の
句
形
「
～
者

…
也
　
J
を
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
～
は
…
で
あ
る
」
と
の
意
で
あ
り
、
甚
だ
わ
か

り
や
す
い
。
た
だ
し
、
訓
読
に
つ
い
て
は
、
少
し
事
が
面
倒
だ
。
ま
ず
は
「
～
ハ
…

ナ

リ
」
と
い
う
読
み
方
が
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
「
ハ
」
を
「
者
」
に
充
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

か
否
か

で
訓
読
の
形
式
は
二
つ
に
分
か
れ
、
「
者
」
に
「
ハ
」
を
充
て
れ
ば
「
茶
者
」

と
な
り
、
充
て
な
い
と
な
れ
ば
、
「
者
」
は
置
き
字
と
し
て
r
ハ
L
を
送
り
仮
名
に

回
し
、
「
茶
者
」
と
な
る
。
厄
介
な
の
は
、
「
者
」
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
二
つ
の
訓
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の

が

可
能

な
点
だ
。
一
つ
は
「
～
ト
イ
フ
者
ハ
」
、
も
う
1
つ
は
「
～
ナ
ル
者
ハ
」
と

い
う
読
み
方
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
読
み
も
、
決
し
て
排
斥
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は

簡
潔

を
旨
と
す
べ
く
、
た
と
え
ば
「
茶
者
」
と
訓
読
し
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
そ

れ

と
同
等
の
訓
読
候
補
と
し
て
両
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
「
者
」
を
め

　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
ト
イ
フ
　
ハ
　
　
　
ナ
ル
　
ハ

ぐ
っ
て
は
、
「
茶
者
」
「
茶
者
」
「
茶
　
者
」
「
茶
者
」
の
四
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
こ

と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
ぱ
う
の
　
か
　
ぼ
く

　
第
三
～
七
字
「
南
方
之
嘉
木
」
は
、
ほ
ぼ
「
南
方
之
嘉
木
」
に
落
ち
着
く
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
み
ノ
か
た

「
南

方
」
を
訓
読
み
し
て
r
南
　
方
L
、
「
之
」
は
置
き
字
と
し
て
扱
い
「
ノ
」
を
送

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
タ
き

り
仮
名
に
回
し
て
「
之
」
、
「
嘉
木
」
を
や
は
り
訓
読
み
し
て
「
嘉
木
」
、
さ
ら
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
イ
き

れ

を
イ
音
便
に
し
て
r
嘉
木
」
と
す
る
読
み
方
も
、
そ
れ
ぞ
れ
完
全
に
排
斥
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
今
日
の
訓
読
様
式
と
し
て
は
奇
異
に
響
く
。

も
っ
と
も
、
「
自
分
の
耳
に
は
奇
異
に
響
か
な
い
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
だ
。

大

ま
か
に
見
れ
ば
選
択
肢
は
一
つ
と
は
い
え
、
細
か
く
異
を
立
て
れ
ば
「
南
方
」
に

つ
い
て

二

つ
、
「
之
」
に
つ
い
て
も
二
つ
、
r
嘉
木
L
に
つ
い
て
は
I
I
I
つ
の
w
a
択
肢
が

存
在
す
る
。

　
第
八
字
「
也
」
に
つ
い
て
も
、
「
者
」
や
「
之
」
と
同
様
の
事
情
が
存
在
し
、

な
リ
　
　
　
　
　
　
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り

r
也
L
と
「
　
也
」
の
二
種
が
可
能
で
あ
る
。
今
日
で
は
「
也
」
が
標
準
と
は
い
え
、

何
か
確
実
な
統
計
に
基
づ
い
て
標
準
と
称
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
記
憶
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ

頼
っ
た
主
観
的
な
判
断
で
あ
り
、
「
　
也
」
を
誤
り
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
o
す

な
わ
ち
、
選
択
肢
は
二
つ
存
在
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
「
茶
者
南
方
之
嘉
木
也
」
は
、
返
り
点
を
1
つ
も
必
要
と
し

な
い
平
明
な
短
文
で
あ
り
な
が
ら
、
大
き
く
見
て
も
N
×
《
×
」
×
N
1
1
民
通
り
の
訓

読
が
可
能
で
あ
り
、
第
三
～
七
字
「
南
方
之
嘉
木
」
に
関
し
て
細
か
く
異
を
立
て
る

こ

と
を
認
め
れ
ば
、
な
ん
と
N
×
《
×
N
×
N
×
ω
×
N
‖
ピ
Φ
N
通
り
の
訓
読
が
可
能
と
な

っ

て

し
ま
う
の
だ
。
一
つ
ひ
と
つ
の
語
の
選
択
肢
が
少
数
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
数

語
に
わ

た

っ

て
積
み
重
な
れ
ば
、
た
だ
ち
に
順
列
の
総
数
は
膨
大
に
な
る
。
万
l
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
た
か
き
ち

「
南
方
」
に
つ
い
て
、
要
ら
ず
も
が
な
の
解
釈
訓
「
南
方
」
（
暖
か
き
地
）
な
ぞ
を

思

い
浮
か
べ
た
り
す
れ
ば
、
訓
読
の
順
列
総
数
は
2
8
8
通
り
に
跳
ね
上
が
る
わ
け
だ
。

け
れ
ど
も
、
い
ざ
稿
を
起
こ
し
て
訓
読
を
記
す
と
な
れ
ば
、
通
常
は
1
つ
の
訓
読
を

呈
示

す
る
に
と
ど
ま
る
。
親
切
心
か
ら
注
を
加
え
、
「
×
×
と
も
訓
読
で
き
る
」
と

記

す
に
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
1
つ
か
二
つ
の
訓
読
候
補
を
掲
げ
る
の
が
限
界
だ
ろ
う
。

そ

の
他
の
多
数
の
訓
読
は
、
ま
っ
た
く
蔭
に
隠
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
が
決

し
て
誤
り
で
は
な
い
と
し
て
も
。

　
訓
読
に
不
慣
れ
な
学
生
た
ち
が
、
す
で
に
訓
読
を
ほ
ど
こ
し
た
漢
文
の
書
物
を
見

れ

ば
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
訓
読
が
あ
た
か
も
唯
l
絶
対
の
正
解
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
そ
の
裏
に
多
数
の
訓
読
が
共
存
し
て
お
り
、
た
ま

た

ま
そ
の
な
か
の
1
つ
が
表
面
に
現
れ
、
活
字
と
し
て
定
着
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

の

で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
生
に
漢
文
訓
読
を
教
え
る
と
き
は
、
必
ず
微
視
的
に

は

複
数
の
訓
読
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
複
数
訓
読
共
存
原
理

は
、
訓
読
の
流
動
性
の
内
実
を
そ
の
ま
ま
字
句
に
表
し
た
性
質
の
原
理
で
あ
り
、
漢



文
訓
読
を
教
え
る
者
が
必
ず
明
確
に
意
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
必
須
の
事
項
と
考

え
る
。
ゆ
め
ゆ
め
l
つ
の
訓
読
だ
け
を
頭
ご
な
し
に
押
し
付
け
る
よ
う
な
教
え
方
を

し
て
は
な
る
ま
い
。

注（
1
）
　
私
見
に
よ
れ
ば
、
現
行
の
漢
文
訓
読
の
原
理
は
r
原
文
を
暗
記
す
る
た
め
の
記
憶
術
と
規
定
で
き

　
　
る
。
本
誌
第
五
号
（
平
成
九
年
三
月
）
所
載
の
拙
論
「
漢
文
訓
読
の
〈
割
引
率
＞
1
記
憶
術
と
し

　
　
て
の
定
位
」
お
よ
び
第
六
号
（
平
e
s
十
年
l
l
l
月
）
所
載
の
拙
論
「
〈
摸
文
訓
読
1
1
記
憶
術
〉
論
　
再

　
　
検
証
」
を
参
照
。

（
2
）
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
十
三
号
（
平
成
十
七
年
三
月
）
所
載
の
拙
論
「
漠
文
訓
読
に
お
け
る

　
　
送
り
仮
名
ー
体
系
的
説
明
の
試
み
ー
」
中
、
助
動
詞
に
関
し
て
は
二
八
頁
以
下
を
、
助
詞
に
関

　
　
し
て
は
三
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
3
）
　
加
地
仲
行
『
〈
教
養
〉
は
死
ん
だ
か
1
日
本
人
の
古
典
・
道
徳
・
宗
教
』
（
P
H
P
新
書
、
平
成

　
　
十
l
i
l
年
）
　
1
0
五
～
一
〇
八
頁
。

（
4
）
　
赤
塚
忠
『
大
学
・
中
庸
』
（
明
治
書
院
《
新
釈
摸
文
大
系
》
2
、
昭
和
四
十
二
年
）
五
三
頁
。
便

　
　
宜
上
、
漠
字
は
常
用
字
体
に
統
一
し
た
。

（
5
）
　
加
地
伸
行
［
全
訳
注
］
『
論
語
』
（
《
講
談
社
学
術
文
庫
》
、
平
成
十
六
年
）
　
一
七
頁
。

（
6
）
　
同
右
書
／
四
六
・
九
六
・
一
五
三
・
四
二
九
頁
。

漢
文
訓
読
の

固
定
性
と
流
動
性
（
初
稿
）

古
田

島
洋
介
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