
『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

漢
文
の
基
本
構
文
㎜
』
（
三
省
堂
、
平
成
三
年
）
九
～
l
o
頁
か
ら
借
用
し
た
も
の

で

あ
つ
た
。
い
つ
れ
に
つ
い
て
も
注
記
を
逸
し
た
非
礼
を
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

ー
陳
謝
・
回
答
・
懸
念
ー

（
1
）
加
地
氏

　
　
　
　
　
　
　
　

古
田
島
洋
介

　
拙
著
『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
　
　
入
門
か
ら
応
用
ま
で
　
　
』
（
新
典
社
、

平
成
二
十
一
年
）
を
刊
行
後
、
問
題
点
の
指
摘
も
頂
戴
し
、
質
問
も
寄
せ
ら
れ
、
ま

た

看
過

し
が
た
い
気
が
か
り
も
ふ
く
ら
ん
で
き
た
。
文
字
ど
ほ
り
の
拙
著
と
な
れ
ば
、

か

う
し
た
事
態
は
避
け
ら
れ
ぬ
と
は
い
へ
、
返
り
点
に
関
す
る
説
明
の
体
系
化
を
意

図
す
る
身
と
し
て
、
黙
つ
て
遣
り
過
ご
す
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
o
こ
こ
に
後
始
末
と
題

し
て
、
陳
謝
と
回
答
、
そ
し
て
懸
念
を
記
す
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。

陳
謝

　

ま
つ
は
加
地
仲
行
氏
と
吉
沢
康
夫
氏
に
お
詫
び
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
拙
著
八
三
～

八
五
頁

の

二
つ
の
例
文
は
、
二
畳
庵
主
人
こ
と
加
地
伸
行
氏
の
『
漢
文
法
基
礎
』
（
増

進
会

出
版
社
、
昭
和
五
十
二
年
／
〔
新
訂
版
第
三
刷
〕
昭
和
六
十
三
年
）
八
二
頁
か

ら
拝
借
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
拙
著
九
l
頁
の
例
文
は
、
吉
沢
康
夫
氏
の
『
新

　
加
地
伸
行
氏
の
二
つ
の
例
文
は
、
大
学
で
担
当
す
る
漢
文
学
の
授
業
に
お
い
て
長

年
に
わ
た
り
愛
用
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
長
年
と
言
つ
て
も
、
授
業
で
使
用
し
た

資
料
を
年
ご
と
に
き
ち
ん
と
整
理
し
て
保
存
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
い
つ

か

ら
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
手
も
と
に
残
つ
て
ゐ
る
授
業
用
資
料
を
見
る
か
ぎ
り
、

平
成
七
年
度
か
ら
用
ゐ
て
ゐ
た
こ
と
は
確
実
だ
。

　
例
年
、
返
り
点
の
指
導
に
さ
い
し
て
は
、
予
備
校
で
講
師
を
務
め
て
ゐ
た
こ
ろ
か

ら
書
き
溜
め
て
ゐ
る
覚
書
に
基
づ
き
、
適
切
と
思
は
れ
る
例
文
を
抜
き
書
き
し
て
練

習
用
の
課
題
と
し
て
ゐ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
覚
書
は
、
単
に
「
こ
れ
は
返
り
点
の
練

習
問
題
に
使
へ
さ
う
だ
」
と
思
つ
た
例
文
を
書
き
留
め
た
だ
け
の
も
の
で
、
出
典
は

お

ろ
か
、
ど
の
書
物
で
目
に
し
た
例
文
な
の
か
も
ほ
と
ん
ど
記
し
て
ゐ
な
い
。
今
に

し
て
思
へ
ば
、
ま
つ
た
く
軽
率
な
話
で
あ
る
。
加
へ
て
、
授
業
で
出
題
す
べ
く
p
t
　
’
－

プ

ロ

に

打

ち
込
ん
だ
覚
書
は
破
棄
し
た
り
、
級
く
ち
や
に
な
つ
た
覚
書
は
書
き
直
し

た

り
し
て
ゐ
る
の
で
、
新
旧
の
区
別
す
ら
定
か
で
な
い
．
か
う
し
た
怪
し
げ
な
覚
書

に
頼
つ
た
の
が
失
敗
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
そ
　
　
た
い
ふ
　
あ

　
第
一
例
「
有
楚
大
夫
於
此
」
（
此
に
楚
の
大
夫
有
り
／
拙
著
八
三
頁
）
L
は
、
三
字

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

の

名
詞
を
二
つ
の
連
読
符
号
で
つ
な
げ
て
し
ま
ふ
方
法
と
語
構
成
に
応
じ
て
返
り
点

を
付
け
る
方
法
と
の
二
種
が
可
能
な
例
で
あ
る
。

有
三
楚
コ
大
－
夫
於
此
i

有
。
楚
二
大
ヨ
夫
於
此
i

こ

こ

　

　
そ
　
　
た
い
ふ
　
あ

此
に

楚
の
大
夫
有
り
。

　
（
同
右
）

v
こ

れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田
島
洋
介
＊
言
語
文
化
学
科
　
教
技
　
日
中
比
較
文
学

v



明
星
大
学
研
究
紀
要

【
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】
第
十
八
号
　
二
〇
一
〇
年

　
同
じ
く
三
字
の
名
詞
に
返
る
例
と
し
て
、

は

た
し
か
だ
。

今
臣
生
十
コ
ニ
ー
歳
於
薮
一
　

庸
知
三
其
年
之
先
コ
後
－
生
於
吾
一
乎

次

の

二
つ
の

文

も
覚
書
に
見
え
る
こ
と

い

ま
　
し
ん
　
う
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
じ
ふ
に
　
さ
い

今
臣
生
ま
れ
て
莚
に
十
二
歳
な
り
。

い
つ
　
　
　
　
　

そ

　
　

と
し
　
　
わ
れ
　
　
　
せ
ん
こ
う
せ
い

庸
く
ん
ぞ
其
の
年
の
吾
よ
り
先
後
生
な

　
　
し

る
を
知
ら
ん
や
。

　
語
構
成
に

応

じ
て
返
り
点
を
付
け
る
「
有
匹
楚
二
大
ヨ
夫
於
此
こ
の
や
う
な
方
法
を

そ

の

ま
ま
適
用
す
れ
ば
、
こ
の
二
文
に
つ
い
て
も
「
十
二
歳
」
「
先
後
生
」
が
持
つ

「
1
1
字
＋
　
1
字
」
の
語
構
成
す
な
は
ち
「
十
二
＋
歳
」
　
r
先
後
＋
生
L
に
応
じ
て
、
左

の
ご

と
き
返
り
点
も
付
け
ら
れ
る
は
ず
だ
。

今
臣
生
十
コ
ニ
歳
三
於
滋
一
　

庸
知
四
其
年
之
先
コ
後
生
三
於
吾
一
乎

（同
前
）

（同
前
）

　
し
か
し
、
　
1
つ
め
の
「
十
二
歳
」
は
、
「
歳
」
か
ら
「
十
二
」
を
飛
び
越
え
て
、

さ
ら
に
上
の
字
に
四
点
で
返
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
「
歳
」
で
読
み
が
切
れ
る

と
な
れ
ば
、
「
歳
」
に
付
け
た
三
点
が
い
か
に
も
虚
し
く
、
甚
だ
心
も
と
な
い
o
そ

れ
に

対

し
て
、
二
つ
め
の
「
先
後
生
」
は
、
三
点
の
「
生
」
か
ら
四
点
で
「
知
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ

返

る
た
め
、
抵
抗
が
少
な
く
て
す
む
。
た
だ
し
、
「
楚
の
大
夫
」
（
楚
大
夫
）
と
は
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

な
り
、
い
つ
れ
も
「
十
二
の
歳
」
　
（
十
1
］
歳
）
　
f
先
後
の
生
L
　
（
先
後
生
）
と
「
の
」

を
入
れ
て
訓
ず
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
敢
へ
て
下
l
字
を
切
り
離
す
必
然
性
が
感

じ
ら
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
右
の
1
1
つ
の
文
を
二
種
の
返
り
点
が
付
け
ら
れ
る
例
と

し
て
持
ち
出
す
の
は
揮
ら
れ
る
の
だ
。
そ
こ
で
、
三
字
の
名
詞
「
楚
大
夫
」
が
F
］

2

字
“
二
字
L
の
語
構
成
を
持
ち
、
上
一
字
と
下
二
字
と
を
助
詞
　
F
の
」
に
よ
つ
て
明

確
に

分
か

つ

「
有
楚
大
夫
於
此
」
を
、
ほ
ぼ
決
め
打
ち
に
近
い
感
覚
で
掲
げ
た
次
第

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
ニ
（
－
）
　
い
ち
じ
　
　
ひ
　
け
ん
せ
つ
し
よ
う

　
v
a
l
l
例
　
r
比
f
f
肩
接
ヨ
踵
一
時
一
L
（
一
時
に
比
肩
接
踵
す
／
拙
著
八
五
頁
）
は
、
四

字
句
を
二
字
ご
と
に
切
り
、
二
点
の
下
に
三
点
を
打
つ
例
外
措
置
の
一
文
で
あ
る
。

覚
書
に
は
左
の
や
う
な
例
文
も
あ
り
、
類
例
は
少
な
く
な
い
o

諸
嶺
綿
コ
延
屏
ヨ
列
其
左
右
一

厭
コ
聞
飲
ヨ
聴
其
人
民
之
事
一

馴
コ
致
服
ヨ
習
天
下
之
心
一

し
よ
れ
い
　
そ
　
　
さ
　
い
う
　
　
め
ん
え
ん
へ
い
れ
つ

諸
嶺

其
の
左
右
に
綿
延
屏
列
す
。

そ
　
　
　
じ
ん
み
ん
　
　
ニ
と
　
　
え
ん
ぷ
ん
よ
ち
カ
う

其
の
人
民
の
事
を
厭
聞
飲
聴
す
。

て

ん

か

　
　
　
こ
こ
ろ
　
じ
ゆ
ん
ち
ふ
く
し
ふ
（
2
）

天
下
の

心
を
馴
致
服
習
す
。

　
か

う
し
た
例
文
の
な
か
か
ら
特
に
「
比
肩
接
踵
l
時
」
を
選
ん
で
練
習
問
題
と
し

て
ゐ

る
の
は
、
説
明
に
至
便
の
一
文
で
あ
る
か
ら
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
四
字
句
「
比
肩

接

踵
」
を
二
字
つ
つ
に
分
解
し
た
と
き
、
「
比
肩
」
と
「
接
踵
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
　
　
か
た
　
　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
び
す
　
せ
つ

r
比
レ
肩
L
（
肩
を
比
ぶ
）
「
接
レ
踵
」
　
（
踵
を
接
す
）
の
ご
と
く
、
レ
点
の
用
法
の
確
認

も
兼
ね
て
解
説
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
三
例
に
は
、
こ
の
説
明
方
法
が

適

用
で
き
な
い
o
そ
の
う
へ
「
比
肩
接
踵
一
時
」
は
「
比
」
字
の
指
導
に
も
役
立
つ
。

と
い
ふ
の
も
、
近
年
「
比
」
を
誤
つ
て
五
画
で
書
く
学
生
が
と
み
に
増
え
て
ゐ
る
か

ら
だ
。
小
学
校
や
中
学
校
で
「
活
字
の
と
ほ
り
に
書
け
」
と
い
ふ
不
見
識
な
指
導
が

行
は

れ
て
ゐ

る
の
が
原
因
か
と
推
測
す
る
が
、
む
ろ
ん
「
比
」
は
四
画
で
書
く
の
が

正
し
い
。

　

な
ほ
、
「
比
肩
接
踵
一
時
」
の
ご
と
き
四
字
の
動
詞
に
関
は
る
返
り
点
は
、
拙
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
ニ

八
五
頁
に
記
し
た
と
ほ
り
、
「
比
コ
肩
接
ヨ
踵
一
時
こ
と
「
比
コ
肩
－
接
－
踵
一
時
一
」
の

二
種
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
説
明
し
た
拙
著
の
記
述
は
、
例
文
の
拝
借
を
割
り

引
い
た
と
し
て
も
、
加
地
氏
の
『
漢
文
法
基
礎
』
八
二
頁
に
見
え
る
指
摘
と
趣
旨
を



同
じ
く
し
て
を
り
、
こ
れ
ま
た
甚
だ
申
し
訳
な
い
思
ひ
だ
が
、
例
年
、
私
が
漢
文
学

の

授
業
で

口
に
し
て
ゐ
る
内
容
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
字
句
で
、
現
に
二
種
の
返
り
点

が
通
用
し
て
ゐ
る
以
上
、
趣
旨
が
一
致
す
る
の
も
已
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
だ
。
た
だ

し
、
拙
著
の
記
述
は
数
年
来
ず
つ
と
気
に
か
け
て
ゐ
る
返
り
点
の
実
例
を
踏
ま
へ
て

の

話

で
、
結
論
に
関
し
て
は
加
地
氏
の
説
明
と
い
さ
さ
か
相
違
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

詳
細
に

つ
い
て
は

次
節
の
【
回
答
1
】
で
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ち
な
み
に
、
右
に
論
じ
た
二
つ
の
例
文
「
有
楚
大
夫
於
此
」
「
比
肩
接
踵
一
時
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
、
拙
著
の
下
書
き
と
称
す
べ
き
旧
稿
に
お
い
て
も
、
や
は
り
注
記
な
し
に
拝
借
し

て
ゐ

た
。
裁
に
重
ね
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

　

さ
て
、
余
談
め
く
が
、
こ
こ
で
他
の
二
つ
の
例
文
に
つ
い
て
些
少
の
説
明
を
補
つ

て
お

か
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
ど
　
ぼ
く
し

　
1
つ
め
は
「
奴
コ
僕
－
視
之
一
」
（
之
を
奴
僕
視
す
／
拙
著
八
二
頁
）
だ
。
こ
れ
は
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

字
か
ら
成
る
動
詞
を
二
つ
の
連
読
符
号
で
結
ぶ
例
だ
が
、
類
例
と
し
て
次
の
例
文
も

覚
書
に
見
え
る
。

児
コ
童
－
視
之
一

こ

れ

　
　
じ
　
ど
う
し

之

を
児
童
視
す
。

　
こ

の

一
文

は
、
か
つ
て
授
業
中
に
小
試
験
の
問
題
と
し
て
用
ゐ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
じ
ど
う
こ
れ
　
み

F児
童
視
レ
之
」
　
（
児
童
之
を
視
る
）
と
返
り
点
を
付
け
る
学
生
が
続
出
し
た
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
じ
　
ど
う
し

以
来
、
問
題
か
ら
取
り
下
げ
た
。
「
〈
之
を
児
童
視
す
〉
と
訓
読
す
る
な
ら
ば
、
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ど
う
こ
れ
　
み

返

り
点
を
付
け
る
か
？
」
と
い
ふ
問
題
な
の
だ
が
、
「
で
も
〈
児
童
之
を
視
る
〉
と

も
読
め
る
ぢ
や
な
い
ス
か
」
と
不
平
を
述
べ
る
学
生
が
多
く
、
事
が
面
倒
に
な
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　
ぽ
く

の

で
、
出
題
を
取
り
や
め
た
と
記
憶
す
る
。
む
ろ
ん
、
「
奴
僕
視
之
」
で
も
「
奴
僕

こ

れ
　
　
み

之

を
視
る
」
と
読
め
る
は
ず
だ
が
、
な
ぜ
か
こ
の
一
文
に
つ
い
て
は
不
満
が
出
な
い
．

「
児
童
」
よ
り
も
「
奴
僕
」
の
は
う
が
字
面
が
重
々
し
く
、
か
つ
学
生
に
と
つ
て
は

難

し
い
「
奴
僕
」
の
読
み
に
気
を
取
ら
れ
る
せ
ゐ
だ
ら
う
か
。
惜
し
む
ら
く
は
、

F
奴
僕
視
レ
之
L
と
返
り
点
を
打
ち
、
「
奴
僕
と
し
て
之
を
視
る
」
ま
た
は
「
奴
隷
の

ご

と
く
之
を
視
る
」
と
読
む
学
生
が
一
人
も
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
読
み
の
指
定
を

素
通
り
す
る
な
ら
ば
、
か
う
し
た
訓
読
も
可
能
な
は
ず
な
の
だ
が
。

　

な
ほ
、
こ
の
「
奴
僕
視
之
」
は
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
l
1
1
）
三
月
二
十
九
日

〈
官
報
〉
所
載
の
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
に
「
返
点
法
」
第
三
の
例
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

（
七
）
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
当
時
の
こ
と
ゆ
ゑ
連
読
符
号
は
付
け
ず
、
た

だ
素
つ
気
な
く
「
奴
二
僕
視
之
一
」
と
返
り
点
を
打
つ
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
か
つ
　
　
く
わ
ん
れ
い
　
た
ん
そ
く
つ
う
こ
ん

　
二
つ
め
は
「
未
五
嘗
不
四
歎
コ
息
痛
ヨ
恨
於
桓
霊
一
也
」
（
未
だ
嘗
て
桓
霊
に
歎
息
痛
恨

せ

ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
／
拙
著
一
〇
〇
・
1
1
七
t
u
）
だ
。
実
は
こ
の
一
文
も
加

地
氏
の

『
漢
文
法
基
礎
』
八
三
頁
に
見
え
る
が
、
か
ね
て
か
ら
特
異
な
返
り
点
を
持

つ
有
名
な
例
と
心
得
て
ゐ
る
も
の
で
、
加
地
氏
の
例
文
を
拝
借
し
た
わ
け
で
は
な
い
o

か

つ
て
大
手
予
備
校

K
塾
で
漠
文
を
教
へ
て
ゐ
た
と
き
、
帰
り
が
け
に
漠
文
の
科
目

統
括
役
を
務
め
て
ゐ
た
ナ
ガ
シ
マ
氏
（
「
長
島
」
か
「
永
島
」
か
は
失
念
し
た
。
あ

る
い
は
「
島
」
も
「
嶋
」
か
F
鴬
L
だ
つ
た
か
も
し
れ
ぬ
）
と
喫
茶
店
で
雑
談
し
た

さ
い
、
「
君
、
こ
ん
な
文
の
返
り
点
の
付
け
方
、
知
つ
て
る
？
」
と
示
さ
れ
た
の
が
、

他
で
も
な
い
、
こ
の
一
文
で
あ
つ
た
。
恥
つ
か
し
な
が
ら
、
ど
う
返
り
点
を
付
け
れ

ば

よ
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
ナ
ガ
シ
マ
氏
が
笑
ひ
な
が
ら
書
い
て
く
れ
た
正
解
を
持
ち

帰
り
、
あ
わ
て
て
諸
書
を
調
べ
た
と
記
憶
す
る
。
果
た
し
て
、
そ
の
正
解
が
「
未
五

嘗
不
巨
歎
コ
息
痛
ヨ
恨
於
桓
霊
一
也
」
で
あ
つ
た
か
、
そ
れ
と
も
「
未
囚
嘗
不
三
歎
コ
息
－
痛

－
恨
於
桓
霊
一
也
」
で
あ
つ
た
か
は
忘
れ
て
し
ま
つ
た
が
、
と
に
か
く
「
ひ
ね
く
れ
た

問
題
が
あ
る
も
の
だ
」
と
呆
れ
た
こ
と
だ
け
は
よ
く
覚
え
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
〔
三

国
・
蜀
〕
諸
葛
亮
「
前
出
師
表
」
に
見
え
る
一
文
で
、
有
名
な
文
章
に
現
れ
る
だ
け

に

複
雑

な
返
り
点
の
例
と
し
て
目
立
つ
ら
し
く
、
古
く
は
前
掲
の
明
治
四
十
五
年

「
漠
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
に
「
返
点
法
」
第
三
の
例
文
（
十
）
と
し
て
掲

『
こ

れ

な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田
島
洋
介

3
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4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

げ

ら
れ
て
を
り
（
た
だ
し
「
歎
」
を
「
嘆
」
に
作
り
、
連
読
符
号
は
付
け
ず
、
「
未
五

嘗
不
四
嘆
二
息
痛
三
恨
於
桓
霊
一
也
」
と
返
り
点
を
打
つ
の
み
）
、
漢
和
辞
典
や
参
考
書

　
　
　
　
　
　
（
4
）

の

類
に

も
散
見
す
る
。
漢
文
学
習
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
謂
は
ば
返
り
点
の
常
連
客
と

も
言
ふ
べ
き
存
在
だ
。

　
面
白
い
の
は
、
小
林
信
明
『
漠
文
研
究
法
』
一
四
頁
に
見
え
る
返
り
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
　
　
か
つ
　
く
わ
ん

や
は

り
有
名
な
例
文
だ
か
ら
で
あ
ら
う
、
こ
の
一
文
を
取
り
上
げ
て
「
未
だ
嘗
て
桓

れ
い
　
　
た

ん

そ
く
つ
う
ニ
ん

霊
に

歎
息
痛
恨
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
り
き
」
と
訓
読
し
（
文
末
「
也
」
は
置
き
字
扱

ひ
）
、
左
の
や
う
に
返
り
点
を
打
つ
。

る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ

　
た

だ

し
、
〔
旧
式
〕
に
は
無
視
で
き
ぬ
問
題
が
ま
つ
は
る
。
右
に
コ
ニ
つ
の
連
読

フ
　
　
ン

符
号

で

つ
な
い
だ
〈
歎
－
息
－
痛
－
恨
〉
を
仮
に
一
字
と
見
な
せ
ば
L
と
記
し
た
が
、

実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
仮
定
は
単
な
る
仮
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
侮
り
が
た
い
懸
念
に
結

び

つ

く
の
だ
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
出
の
「
三
　
懸
念
」
で
述
べ
る
こ
と
に

し
よ
う
。

（
2
）
吉
沢
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

未
二
嘗
不
。
歎
コ
息
－
痛
－
恨
於
桓
霊
一
也

　
レ

点
の
規
定
が
緩
か
つ
た
往
時
に
お
い
て
は
、
か
う
し
た
返
り
点
も
許
さ
れ
て
ゐ

“
l
o
　
r
恨
L
か
ら
「
歎
息
痛
」
の
三
字
を
飛
び
越
え
て
「
不
」
に
返
る
の
だ
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

あ
ま
り
に
も
遠
さ
う
だ
が
、
三
つ
の
連
読
符
号
で
つ
な
い
だ
「
歎
－
息
－
痛
－
恨
」
を

仮
に

一
字

と
見
な
せ
ば
、
レ
点
で
「
不
」
に
返
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
暫
く
旧

式
と
称
す
れ
ば
、
結
局
、
こ
の
例
文
に
は
少
な
く
と
も
次
の
三
種
の
返
り
点
が
存
在

す

る
こ
と
に
な
る
。

　
吉
沢
康
夫
氏
の
例
文
は
、
拙
著
九
〇
～
九
二
頁
に
記
し
た
や
う
に
、
甲
乙
点
と
天

地
人
点
の
順
序
を
逆
転
さ
せ
た
例
で
あ
る
。
上
中
下
点
と
甲
乙
点
の
順
序
を
逆
転
さ

せ

る
例
は
決
し
て
少
な
く
な
い
が
、
甲
乙
点
と
天
地
人
点
の
順
序
を
逆
転
さ
せ
る
例

は
、
ま
つ
見
か
け
た
記
憶
が
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
吉
沢
氏
の
提
供
す
る
例
文
は
甚

だ
貴
重
な
の
で
あ
る
。
か
つ
て
当
該
の
例
文
を
拝
借
し
た
と
き
は
注
を
付
し
て
ゐ
た

の
だ

が
、
拙
著
に
お
い
て
は
注
を
落
と
し
て
し
ま
つ
た
。
こ
こ
に
非
礼
を
お
詫
び
し

た

い
。
そ
の
例
文
は
次
の
と
ほ
り
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
拙
著
九
一
頁
そ
の
ま
ま
に

書
き
下
し
文
を
添
へ
て
お
く
。

〔現
行
〕

　
未
五
嘗
不
四
歎
コ
息
痛
ヨ
恨
於
桓
霊
一
也
　
〔
主
流
〕

　
未
四
嘗
不
三
歎
コ
息
－
痛
－
恨
於
桓
霊
一
也
　
〔
傍
流
〕

〔旧
式
〕

　
未
二
嘗
不
。
歎
コ
息
－
痛
－
恨
於
桓
霊
一
也

右
の

〔主
流
〕
と
〔
傍
流
〕
に
関
し
て
は
、
や
は
り
次
節
の
【
回
答
1
】
で
論
じ

何
不
レ
令
丁
入
謂
二
韓
公
叔
一
日
是
秦
之
敢
絶
レ
周
而
伐
レ
韓
者
、
信
二
東
周
一
也
、
公

何
不
下
与
二
周
地
一
発
二
質
使
一
之
“
楚
、
秦
必
疑
レ
楚
、
不
レ
信
レ
周
、
是
韓
不
w
a
伐
也
、

又
謂
レ
秦
日
が
韓
彊
与
二
周
地
べ
将
三
以
疑
二
周
於
秦
一
也
、
周
不
乙
敢
不
i
t
t
s
受
。

　
な
ん
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
か
ん
　
　
ニ
う
し
ゆ
く
　
い
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
あ
　
　
　
　
し
う
　
　
わ
た
　
　
　
か
ん
　
　
う

　
何
ぞ
人
を
し
て
韓
の
公
叔
に
謂
ひ
て
「
秦
の
敢
へ
て
周
を
絶
つ
て
韓
を
伐
た

　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
し
う
　
　
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
う
な
ん
　
　
し
う
　
　
ち
　
　
あ
た
　
　
　
ち
　
し

　
ん

と
す
る
は
、
東
周
を
信
ず
れ
ば
な
り
、
公
何
ぞ
周
に
地
を
与
へ
、
質
使
を

　
は
つ
　
　
　
そ
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
か
な
ら
　
そ
　
　
う
た
が
　
　
し
う
　
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
発

し
て
楚
に
之
か
し
め
ざ
る
、
秦
必
ず
楚
を
疑
ひ
、
周
を
信
ぜ
ざ
ら
ん
、
是

　
　
か
ん
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
ま
た
し
ん
　
　
い
　
　
　
　
　
　
か
ん
し
　
　
　
　
し
う
　
ち
　
　
あ
た

　
れ
韓
伐
た
れ
ざ
ら
ん
」
と
日
ひ
、
又
秦
に
謂
ひ
て
「
韓
彊
ひ
て
周
に
地
を
与



　
　
　
　
ま
さ
　
　
も
つ
　
　
し
う
　
　
し
ん
　
　
う
た
が

ふ

る
は
、
将
に
以
て
周
を
秦
に
疑
は
し
め
ん
と
す
る
な
り
、

ず
ん
ば
あ
ら
ず
L
と
日
は
し
め
ざ
る
。

し
う
あ
　
　
　
　
　
う

周
敢
へ
て
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
く
み

　
こ

れ

ま
た
拙
著
九
二
頁
に
同
じ
く
、
レ
点
を
省
い
て
、
数
多
く
の
一
二
点
を
一
組

だ
け
残
し
、
そ
の
他
の
返
り
点
を
書
き
抜
け
ば
、
次
の
や
う
に
な
る
。
甲
乙
点
と
天

地
人
点
の
順
序
が
逆
転
し
て
ゐ
る
こ
と
は
l
目
瞭
然
だ
ら
う
。

丁

地

下

二

一

上

天

丙

乙

甲

［

　
な
ほ
、
か
つ
て
吉
沢
氏
の
例
文
を
借
用
し
た
と
き
に
付
け
て
ゐ
た
注
は
、

す

と
ほ
り
で
あ
る
。

左

に

録

吉
沢
康
夫
『
新
漢
文
の
基
本
構
文
㎜
』
（
三
省
堂
、
平
成
三
年
）
九
～
l
o
頁
。

書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
表
記
の
変
更
等
を
加
え
た
。
な
お
、
吉
沢

氏
が

〈
天
地
人
点
〉
を
「
甲
乙
丙
点
を
飛
ば
し
て
下
か
ら
上
へ
返
っ
て
読
む
と

き
に
使
い
ま
す
」
（
八
頁
）
と
解
説
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
例
外
措
置
の
講

じ
ら
れ
た
例
文
を
特
に
断
り
書
き
も
な
く
＜
天
地
人
点
〉
の
用
例
と
し
て
挙
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
真
意
は
不
明
で
あ
る
。

　
文
中
の
「
例
外
措
置
」
と
は
、
甲
乙
点
と
天
地
人
点
を
用
ゐ
る
順
序
が
逆
転
し
て

ゐ

る
こ
と
を
指
す
。

　
た
だ

し
、
吉
沢
氏
の
示
し
た
訓
読
は
、
合
計
六
十
六
字
か
ら
成
る
原
文
を
一
続
き

に

訓
じ
て
ゐ
る
た
め
、
い
か
に
も
冗
長
な
印
象
で
は
あ
る
。
簡
潔
を
旨
と
す
る
訓
読

『
こ

れ

な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田
島
洋
介

の

常
識
に
照
ら
せ
ば
、
作
為
で
は
と
の
疑
ひ
す
ら
生
じ
か
ね
ま
い
。
な
ぜ
六
十
六
字

も
の
原
文
を
一
文
に
ま
と
め
て
訓
読
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
？
　
適
宜
に
切
つ
て
訓

読

す
る
の
が
常
識
で
は
な
い
の
か
？
　
甲
乙
点
や
天
地
人
点
の
使
用
例
を
呈
示
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

v
故
意
に
長
々
し
く
訓
読
し
て
み
せ
た
や
ら
せ
で
は
な
い
の
か
？
ー
と
。

　
け
れ
ど
も
、
構
文
と
い
ふ
観
点
に
立
つ
か
ぎ
り
、
右
の
訓
読
は
理
に
か
な
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
冒
頭
の
「
何
不
令
人
」
が
、
中
間
に
見
え
る
「
又
」
で

累
加
さ
れ
た
二
つ
の
要
素
「
謂
韓
公
叔
日
」
と
「
謂
秦
日
」
の
双
方
に
掛
か
つ
て
ゐ

る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
「
何
不
令
人
」
の
管
到
（
当
該
四
字
が
支
配
す
る

部
分
）
を
重
ん
ず
れ
ば
、
く
だ
ん
の
訓
読
は
必
然
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
念
の
た
め

に

構
文
の
骨
格
を
整
理
し
て
お
く
と
ー

何
不
令
人

叶⌒
馨
鰯
鷲
『
バ
芭

　
「
何
不
令
人
」
が
「
謂
韓
公
叔
日
」
と
「
謂
秦
日
」
の
両
者
に
掛
か
る
以
上
、
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
か
ん
　
　
こ
う

能

な
ら
ば
「
何
不
令
人
」
を
二
回
に
わ
た
つ
て
訓
読
し
、
〈
何
ぞ
人
を
し
て
韓
の
公

し
ゆ
く
　
い
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ん
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
い
　
　
　
　
い

叔
に

謂
ひ

て
日

は

し
め
ざ
る
「
…
…
」
と
、
又
何
ぞ
人
を
し
て
秦
に
謂
ひ
て
日
は
し

め
ざ
る
「
…
…
」
と
〉
と
読
み
た
い
と
こ
ろ
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
許
さ
れ
ま
い
。

r
何
不
令
入
L
四
字
を
仮
に
と
は
い
へ
再
読
文
字
の
ご
と
く
扱
ふ
の
は
、
訓
読
の
常

識
に

反
す

る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
つ
は
「
何
…
…
人
」
か
ら
入
り
、
〈
謂
韓

公

叔
日
「
…
…
」
＋
又
＋
謂
秦
日
「
…
…
」
〉
全
体
を
訓
読
し
て
か
ら
、
遠
く
さ
か

の

ぼ

つ
て

「
…
不
令
…
」
に
返
る
の
が
、
「
何
不
令
人
」
の
管
到
に
忠
実
た
ら
ん
と

す

る
せ
め
て
も
の
対
応
策
と
な
る
わ
け
だ
。
吉
沢
氏
の
示
し
た
訓
読
は
、
か
う
し
て

立

ち
現
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
改
め
て
調
べ
て
み
れ
ば
、
吉
沢
氏
が
掲
げ5



明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
・
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k
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1
1
0
1
O
年

6

た

訓
読
は
、
吉
田
賢
抗
［
注
釈
］
『
史
記
』
（
一
）
本
紀
（
明
治
書
院
《
新
釈
漢
文
大

系
》
3
8
、
昭
和
四
十
八
年
）
の
〈
周
本
紀
〉
二
一
七
頁
に
見
え
、
や
は
り
甲
乙
点
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

天
地
人
点
の
順
序
が
逆
転
し
て
ゐ
る
。
決
し
て
独
り
吉
沢
氏
に
よ
る
や
ら
せ
訓
読
で

は
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
左
の
ご
と
く
句
読
を
短
め
に
切
れ
ば
、
簡
潔
な
印
象
の
訓
読
に
は
な

る
。

何
不
レ
令
下
入
謂
二
韓
公
叔
一
日
上
秦
之
敢
絶
レ
周
而
伐
レ
韓
者
、
信
二
東
周
一
也
、
公

何
不
下
与
二
周
地
一
発
二
質
使
一
之
“
楚
、
秦
必
疑
レ
楚
、
不
レ
信
レ
周
、
是
韓
不
レ
伐
也
。

又
謂
レ
秦
日
、
韓
彊
与
二
周
地
ハ
将
三
以
疑
二
周
於
秦
一
也
、
周
不
二
敢
不
ワ
受
。

　
な
ん
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
か
ん
　
　
こ
う
し
ゆ
く
　
い
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
　
　
あ
　
　
　
　
し
う

　
何
ぞ

人

を
し
て
韓
の
公
叔
に
謂
ひ
て
日
は
し
め
ざ
る
、
「
秦
の
敢
へ
て
周
を

　
わ
た
　
　
　
か
ん
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
し
う
　
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
う
な
ん
　
し
う
　
ち

　
絶
つ
て
韓
を
伐
た
ん
と
す
る
は
、
東
周
を
信
ず
れ
ば
な
り
、
公
何
ぞ
周
に
地

　
　
あ
た
　
　
ち
し
　
は
つ
　
　
そ
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
し
ん
か
な
ら
そ
　
う
た
が
　
し
う

　

を
与
へ
、
質
使
を
発
し
て
楚
に
之
か
し
め
ざ
る
、
秦
必
ず
楚
を
疑
ひ
、
周
を

　
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
か
ん
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
し
ん
　
　
い
　
　
　
　
い

　
信
ぜ
ざ
ら
ん
、
是
れ
韓
伐
た
れ
ざ
ら
ん
」
と
。
又
秦
に
謂
ひ
て
日
は
し
め
よ
、

　
　
か
ん
し
　
　
　
　
し
う
　
ち
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
も
つ
　
　
し
う
　
し
ん
　
う
た
が

　
「
韓
彊
ひ
て
周
に
地
を
与
ふ
る
は
、
将
に
以
て
周
を
秦
に
疑
は
し
め
ん
と
す

　
　
　
　
　
し
う
あ
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　

る
な
り
、
周
敢
へ
て
受
け
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
。

　
た
だ

し
、
こ
の
や
う
に
切
る
と
、
訓
読
と
し
て
は
、
「
何
不
令
人
」
（
何
ぞ
人
を
し

て

…
…
し
め
ざ
る
）
が
r
又
L
に
続
く
「
謂
秦
日
」
に
掛
か
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ

た

め
、
些
少
と
も
本
来
の
意
味
合
ひ
を
表
出
す
べ
く
、
「
謂
秦
日
」
を
敢
へ
て
「
秦

に
謂
ひ

て
日

は

し
め
よ
」
と
使
役
命
令
に
訓
じ
て
み
た
。
も
つ
と
も
、
か
う
訓
読
し

た

と
て
、
「
何
不
令
人
」
が
「
謂
秦
日
」
に
も
掛
か
つ
て
ゐ
る
や
う
に
は
響
く
ま
い
。

簡
潔
さ
と
い
ふ
点
で
は
優
る
も
の
の
、
構
文
の
明
示
と
い
ふ
点
で
は
憾
み
を
遺
す
。

こ

れ

を
嫌
へ
ば
、
簡
潔
さ
を
犠
牲
に
し
て
も
、
吉
沢
氏
の
示
し
た
訓
読
す
な
は
ち
吉

田

賢
抗
氏
が
試
み
た
訓
読
を
採
る
し
か
な
い
だ
ら
う
。

　
た

と
ひ
当
該
の
訓
読
に
つ
い
て
「
訓
読
と
し
て
簡
潔
さ
に
欠
け
る
」
と
の
評
言
は

あ
り
得
て
も
、
決
し
て
r
訓
読
と
し
て
誤
り
だ
L
と
は
言
へ
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の

訓
読
が
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
吉
沢
氏
の
呈
示
し
た
例
文
は
、
甲
乙
点
と
天
地
入
点

の

順
序

を
逆
転
さ
せ
る
「
例
外
措
置
」
が
講
じ
ら
れ
た
稀
少
な
例
と
し
て
、
そ
れ
相

応
の
価
値
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
加
地
氏
と
吉
沢
氏
に
対
す
る
お
詫
び
を
兼
ね
て
の
補
足
説
明
で
あ
る
。
加

地
氏
の

例
文
は
拙
著
が
基
づ
い
た
旧
稿
の
時
点
で
す
で
に
拝
借
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ

り
、
吉
沢
氏
の
例
文
は
旧
稿
に
付
し
て
ゐ
た
注
記
を
落
と
し
て
し
ま
つ
た
も
の
だ
。

ま
つ
た
く
罪
作
り
な
話
で
あ
る
。

　

な
ほ
、
吉
沢
氏
の
例
文
を
も
含
め
、
い
つ
れ
に
つ
い
て
も
加
地
氏
か
ら
私
信
を
以

て

問
題
点
を
御
指
摘
い
た
だ
い
た
。
薮
に
記
し
て
改
め
て
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、

返

り
点
に
関
す
る
考
察
を
さ
ら
に
深
め
る
機
会
を
賜
つ
た
こ
と
に
対
し
て
衷
心
よ
り

御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　
む

ろ
ん
、
右
以
外
の
例
文
も
、
今
と
な
つ
て
は
、
ど
こ
か
ら
書
き
写
し
た
も
の
な

の

か
知
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
同
様
の
非
礼
を
犯
し
て
ゐ
る
可
能
性
に
鑑
み
、
こ
こ

で
予

め
ま
と
め
て
お
詫
び
を
申
し
述
べ
て
お
く
。

二
　
質
問
と
回
答

（
1
）
主
流
と
傍
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
じ
　
　
　
ひ
　
け
ん

　
【
質
問
一
】
　
（
拙
著
）
八
五
～
八
六
頁
に
、
「
比
肩
接
踵
一
時
」
を
「
一
時
に
比
肩

せ

つ
し
よ
う

接
踵
す
」
と
訓
読
す
る
場
合
、
「
比
コ
肩
接
ヨ
踵
一
時
一
」
式
の
返
り
点
を
「
主
流
」
と

し
、
「
比
”
肩
－
接
－
踵
l
時
一
」
式
の
返
り
点
を
傍
流
と
す
る
か
の
や
う
な
記
述
が
見



え
る
が
、
前
者
を
「
主
流
」
と
判
断
す
る
根
拠
は
何
か
？

　
【
回
答
一
】
　
こ
れ
は
雑
談
の
席
で
某
氏
か
ら
発
せ
ら
れ
た
質
問
で
あ
る
。
某
氏
は

特
に
質
問
と
は
意
識
し
て
ゐ
な
か
つ
た
や
う
だ
が
、
や
は
り
説
明
を
要
す
る
問
題
だ

と
思
は
れ
た
。
そ
も
そ
も
、
い
は
ゆ
る
文
系
の
学
問
は
、
確
か
な
統
計
に
基
づ
い
て

議
論
す
る
こ
と
な
く
、
自
身
の
知
識
や
経
験
に
従
つ
て
断
案
を
下
す
こ
と
が
少
な
く

な
い
。
な
る
ほ
ど
、
統
計
資
料
を
1
つ
も
示
さ
ず
、
に
は
か
に
「
主
流
」
と
言
つ
た

と
て
、
根
拠
の
な
い
当
て
推
量
と
し
か
聞
こ
え
な
い
だ
ら
う
。
も
つ
と
も
、
恥
つ
か

し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
貧
弱
な
統
計
す
ら
提
供
で
き
な
い
の
が
実
情
だ
。
日
本
全
国

で
行
は

れ
て
ゐ

る
諸
氏
の
訓
読
作
業
を
実
見
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
統
計

を
取
れ
と
い
ふ
の
も
応
じ
か
ね
る
相
談
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
切
の
根
拠
な
く
、
恣

意
に
「
主
流
」
の
二
字
を
言
挙
げ
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
れ

ば

こ

そ

「
主
流
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
現
行
の
返
り
点
法
の
基
礎
を
成
す
明
治
四
十
五
年
（
一
九
l
1
1
）
三
月

二
十
九

日
〈
官
報
〉
所
載
の
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
が
、
「
返
点
法
」

第
三
の
例
文
（
九
）
に
「
欲
四
取
二
捨
魁
三
酌
之
一
」
と
い
ふ
返
り
点
を
示
し
て
ゐ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
フ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
フ
ン

ら
だ
。
当
時
の
こ
と
ゆ
ゑ
、
連
読
符
号
は
付
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
今
、
連
読
符
号
を
補

へ
ば

ー

て
ゐ

る
こ
と
だ
。
刊
行
時
期
が
古
き
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
も
あ
り
、
『
大
漠
和
辞
典
』

　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

も
連
読
符
号
を
付
け
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
、
次
の
や
う
な
返
り
点
を
見
れ
ば
、
「
比
”

肩
接
ヨ
踵
一
時
一
」
式
の
返
り
点
を
採
用
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ら
う
。
書
き
下

し
文
を
添
へ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

梁
武
帝
造
レ
寺
、
命
二
瀟
子
雲
一
飛
二
白
大
三
書
一
瀟
字
i

　
　
り
や
う
　
ぶ
　
て
い
　
て
ら
　
　
つ
く
　
　
　
せ
う
し
　
う
ん
　
　
め
い
　
　
　
い
つ

　
　
梁
の
武
帝
寺
を
造
り
、
蒲
子
雲
に
命
じ
て
l
の

　
　
せ
し
む
。

今
、

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

必
要

な
部
分
だ
け
連
読
符
号
を
補
つ
て
掲
げ
れ
ば

飛
コ
白
大
ヨ
書
一
爺
字
一

せ

う
　
　
じ
　
　
　
ひ
　
は
く
た
い
し
よ

〈箭
〉
字
を
飛
白
大
書

い
つ
　

　

　

せ

う
　
　
じ
　
　
ひ
　
は
く
た
い
し
よ

一
の

〈蒲
〉
字
を
飛
白
大
書
す
。

　
む

ろ
ん
、
『
大
漢
和
辞
典
』
は
「
比
肩
接
踵
一
時
」
そ
の
も
の
に
も
左
の
ご
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

返

り
点
を
付
す
。
や
は
り
連
読
符
号
を
加
へ
て
示
せ
ば
ー

比
n
肩
接
ヨ
踵
於
1
時
一

一
1
；

時じ

に
比ひ

肩Pt

接；

踵k
すk

° LO

欲
四
取
コ
捨
魁
ヨ
酌
之
一

ニ

れ

　
し
ゆ
し
や
し
ん
し
や
く
　
　
　
　
ほ
つ

之

を
取
捨
魁
酌
せ
ん
と
欲
す
。

　
「
漠
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
は
、
右
の
流
儀
の
返
り
点
し
か
呈
示
し
て
ゐ

な
い
。
当
該
報
告
書
を
見
る
か
ぎ
り
、
「
欲
三
取
コ
捨
－
魁
ー
酌
之
こ
式
の
返
り
点
を
打

つ
余
地
は

な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
は
し

　
第
二
は
、
日
本
の
代
表
的
な
漢
和
辞
典
た
る
諸
橋
大
漢
和
す
な
は
ち
諸
橋
轍
次

『
大
漠
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
）
が
r
比
コ
肩
接
ヨ
踵
一
時
二
式
の
返
り
点
を
採
つ

　
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
『
大
漠
和
辞
血
ハ
』
の
後
継
に
し
て
縮
約
版
と
も
称
す
べ
き

『
広
漠
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
）
も
同
じ
方
式
の
返
り
点
を
採
つ
て
ゐ
る
。
縮
約
版

ゆ
ゑ
に
か
「
飛
二
白
大
三
書
一
薫
字
一
」
は
見
え
な
い
が
、
「
比
”
肩
接
ヨ
踵
於
一
時
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

は

『
大

漢
和
辞
典
』
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
ゐ
る
。
さ
ら
に
他
の
例
に
就
け
ば
次

の

と
ほ
り
だ
。
す
で
に
引
い
た
例
文
だ
が
、
弦
に
再
掲
す
る
。

諸
嶺
綿
コ
延
屏
ヨ
列
其
左
右
一

し
よ
れ
い
　
そ
　
　
こ
　
い
う
　
　
め
ん
え
ん
へ
い
れ
つ

諸
嶺
其
の
左
右
に
綿
延
屏
列
す
。

『
こ

れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田
島
洋
介

7
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厭
コ
聞
飲
ヨ
聴
其
人
民
之
事
一

馴
コ
致
服
ヨ
習
天
下
之
心
一

そ
　
　
じ
ん
み
ん
　
　
こ
と
　
え
ん
ぷ
ん
よ
ち
カ
ト
う

其
の
人
民
の
事
を
厭
聞
飲
聴
す
。

て

ん
か

　
L
b
J
う
　
じ
ゆ
ん
ち
ふ
く
し
ふ
（
2
1
）

天
下
の

心
を
馴
致
服
習
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

　
『
大
漢
和
辞
典
』
と
異
な
り
、
『
広
漢
和
辞
典
』
は
例
文
に
連
読
符
号
も
送
り
仮
名

も
付
け
て
ゐ
る
の
で
、
甚
だ
便
利
で
あ
る
。
今
、
特
に
必
要
が
な
い
た
め
、
送
り
仮

名
は
省
略
に
従
つ
た
が
。

　
こ
の
や
う
に
『
大
漢
和
辞
典
』
も
『
広
漢
和
辞
曲
ハ
』
も
「
比
”
肩
接
ヨ
踵
一
時
一
」

式
の
返
り
点
を
採
つ
て
を
り
、
「
比
”
肩
－
接
－
踵
一
時
一
」
流
の
返
り
点
は
採
用
し
て

ゐ

な
い
o
『
広
漠
和
辞
典
』
が
『
大
漢
和
辞
曲
ハ
』
と
並
ぶ
日
本
の
代
表
的
な
漠
和
辞

典
で

あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
だ
ら
う
。
こ
れ
を
敢
へ
て
退
け
、
「
比
コ
肩
－
接
－
踵

一
時
一
」
式
の
返
り
点
を
主
流
と
す
る
の
は
た
め
ら
は
れ
る
。

　
第
三
は
、
漢
文
の
参
考
書
と
し
て
至
便
の
辞
典
す
な
は
ち
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武

夫

『
漠
文
解
釈
辞
典
』
が
、
や
は
り
「
比
コ
肩
接
ヨ
踵
一
時
一
」
式
の
返
り
点
を
採
用

し
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
四
字
の
動
詞
に
返
る
例
文
は
同
書
に
稀
で
あ
る
が
、
次
の
や
う

に

返
り
点
を
付
け
て
ゐ
る
。

未
五
嘗
不
四
歎
”
息
痛
ヨ
恨
於
桓
霊
一
也

　
　
い
ま
　
　
か
つ
　
　
く
わ
ん
れ
い
　
た
ん
そ
く
つ
う
こ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔦
）

　
　
未
だ
嘗
て
桓
霊
に
歎
息
痛
恨
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
り
き
。

こ

れ
に

つ
い
て

も
必
要
箇
所
だ
け
を
録
せ
ば
、
左
の
と
ほ
り
だ
。

歎
コ
息
痛
ヨ
恨
於
桓
霊
一

く
わ
ん
れ
い
　
た
ん
そ
く
つ
う
ニ
ん

桓
霊
に

歎
息
痛
恨
す
。

　
漢
文

学
習
者
に
と
つ
て
至
便
の
一
書
た
る
『
漢
文
解
釈
辞
典
』
が
右
の
返
り
点
を

採
用
し
、
F
歎
コ
息
－
痛
－
恨
於
桓
霊
一
L
式
の
返
り
点
を
用
ゐ
て
ゐ
な
い
こ
と
も
、
「
主

8

流
L
と
し
た
根
拠
の
一
で
あ
る
。

　
こ

の

ほ

か
、
乾
一
夫
『
漢
文
入
門
』
も
「
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
つ
き
、
熟
語
の
四
字
を
読
み
下
る
よ
う
に
な
っ
て

（1
）

い

る
」
と
記
し
、
実
際
、
右
の
『
漢
文
解
釈
辞
典
』
に
同
じ
く
、
r
未
五
嘗
不
四
歎
コ
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

痛
ヨ
恨
於
桓
霊
一
也
L
と
返
り
点
を
打
つ
。

　
で

は
、
な
ぜ
か
う
し
た
事
実
に
も
拘
は
ら
ず
、
あ
く
ま
で
「
比
コ
肩
接
ヨ
踵
l
時
一
」

を
「
主
流
」
と
す
る
に
と
ど
め
、
「
比
コ
肩
－
接
－
踵
l
時
一
」
の
ご
と
き
返
り
点
を
も

認

め
る
の
か
o
そ
れ
は
、
後
者
の
方
式
の
返
り
点
も
厳
然
と
し
て
通
用
し
て
ゐ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
来
、
私
が
最
も
気
に
か
け
て
き
た
の
は
、
村
井
章
介
［
校

注
］
宋
希
環
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
に
見
え
る
次
の
例
だ
。

収
コ
蔵
－
愛
－
惜
之
一

区
コ
処
－
分
－
置
倭
人
一

こ

れ

　
　
し
う
ざ
う
あ
い
せ
き

之

を
収
蔵
愛
惜
す
。

わ

　
じ
ん
　
く
　
し
よ
ぷ
ん
ち
（
6
1
）

倭
人
を
区
処
分
置
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

　
第
一
例
は
、
「
之
」
か
ら
［
収
L
に
一
二
点
で
返
り
、
三
つ
の
連
読
符
号
で
四
字

の

動
詞

「
収
蔵
愛
惜
」
を
順
に
下
つ
て
ゆ
く
o
ま
さ
に
「
比
コ
肩
－
接
－
踵
l
時
一
」
式

の

返

り
点
だ
。
第
二
例
も
同
様
で
あ
る
。
か
う
し
た
返
り
点
が
現
に
出
回
つ
て
ゐ
る

以

上
、
ひ
た
す
ら
「
比
コ
肩
接
ヨ
踵
一
時
二
式
の
返
り
点
の
み
を
推
し
て
事
足
れ
り

と
い
ふ
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
実
際
、
前
掲
の
二
畳
庵
主
人
こ
と
加
地
伸
行
氏
の
『
漢

文
法
基
礎
』
は
、
「
比
コ
肩
－
接
－
踵
一
時
一
」
式
の
返
り
点
に
つ
い
て
「
私
は
こ
の
方

法

を
す
す
め
る
」
と
し
て
か
ら
、
「
し
か
し
、
別
の
方
法
も
あ
る
」
と
述
べ
て
「
比
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

肩
接
ヨ
踵
l
時
二
式
の
返
り
点
を
紹
介
し
て
ゐ
る
く
ら
ゐ
だ
。
私
見
と
は
異
な
り
、

加
地
氏
は
「
比
コ
肩
－
接
－
踵
l
時
一
」
が
主
流
、
「
比
コ
肩
接
ヨ
踵
一
時
こ
こ
そ
傍
流
と

見

な
し
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
果
た

し
て
「
比
コ
肩
接
ヨ
踵
一
時
こ
と
「
比
”
肩
－
接
－
踵
l
時
一
」
と
の
相
違
は
、



新
旧
の
差
異
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
は
教
育
用
と
専
門
家
用
と
の
差
異
に
由
来

す
る
の
か
o
そ
れ
と
も
学
派
・
流
派
な
ど
の
差
異
が
関
係
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。

次
節
で
述
べ
る
ご
と
く
、
少
な
く
と
も
古
文
書
学
の
領
域
で
は
「
比
コ
肩
ー
接
－
踵
一

時
一
」
式
の
返
り
点
が
好
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
四
字
か
ら
成
る
動
詞
に
つ
い
て

1I種
の
返
り
点
が
併
存
・
通
行
し
て
ゐ
る
経
緯
の
詳
細
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

今
有
三
撲
コ
玉
於
此
一

い

ま
　
こ
こ
　
は
く
ぎ
よ
く
あ

今

此
に
撲
玉
有
り
。

　
す
で
に
お
気
づ
き
の
向
き
も
少
な
く
な
か
ら
う
、
二
種
の
返
り
点
が
可
能
な
例
と

し
て
示
し
た
前
掲
の
一
文
も
、
実
は
同
じ
構
文
な
の
で
あ
る
。
左
に
再
録
す
れ
ば

（
2
）
訓
読
の
優
劣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ニ
　
　
び
ぎ
よ
く

　
【
質
問
二
】
　
（
拙
著
）
四
九
頁
に
「
有
三
美
コ
玉
於
斯
一
n
斯
に
美
玉
有
り
」
と
あ
り
、

五
〇
頁
に

「
（
そ

の

や

う
に
）
訓
読
す
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
記
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
ほ
し
か
つ
た
。
一
六
頁
に
示
さ
れ
た

注
意
「
返
り
点
は
簡
略
を
旨
と
す
べ
し
」
に
従
へ
ば
、
こ
の
一
文
は
五
〇
頁
に
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ぎ
よ
く
こ
こ

る
ご
と
く
「
有
二
美
玉
於
斯
一
1
1
美
玉
斯
に
有
り
」
と
訓
読
す
る
の
が
正
し
い
は
ず
で

あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
簡
略
な
返
り
点
に
よ
る
訓
読
が
排
斥
さ
れ
、
複
雑
な
返
り
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ
　
　
び
ぎ
よ
く

持
つ
「
有
三
美
コ
玉
於
斯
一
1
1
斯
に
美
玉
有
り
」
の
は
う
が
正
し
い
と
さ
れ
る
の
か
？

　
【
回
答
二
】
　
こ
れ
は
我
が
恩
師
の
一
た
る
平
川
砧
弘
氏
か
ら
の
質
問
だ
。
こ
の
質

問
へ
の
回
答
は
、
漢
文
訓
読
の
原
理
に
立
ち
入
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
手
短
か
に
す

ま
せ
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
拙
著
で
は
説
明
を
省
い
て
し
ま
つ
た
の
だ

が
、
以
下
、
な
る
べ
く
簡
潔
に
回
答
を
記
し
て
み
よ
う
。

　
ま
つ
は
訓
読
の
実
態
を
確
認
し
て
お
く
o
改
め
て
問
題
の
1
文
を
掲
げ
れ
ば

有
三
美
コ
玉
於
斯
一

斯：

に

美9
玉｛

有あ

ら

　
こ
れ
は
『
論
語
』
子
牢
に
見
え
る
一
文
で
、
一
般
に
は
右
の
や
う
に
訓
読
さ
れ
て

ゐ

る
。
『
孟
子
』
梁
恵
王
下
に
も
類
例
が
あ
り
、
そ
の
訓
読
も
同
様
だ
。

有
三
楚
コ
大
－
夫
於
此
一

有
。
楚
二
大
ヨ
夫
於
此
一

こ

こ

　
そ

　

た

い
ふ

あ

此
に
楚
の
大
夫
有
り
。

　
（
同
右
）

　
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
、
こ
の
種
の
構
文
に
つ
い
て
、
右
以
外
の
訓
読
の
可
能
性
を

示

し
た
書
物
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
最
近
の
漠
文
注
釈
書
は
、
原
文
に
句

読
点
だ
け
を
付
け
て
、
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
き
、
書
き
下
し
文
を
添
へ
る
体
裁

を
採
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
o
と
な
れ
ば
、
返
り
点
が
か
ら
ま
る
訓
読
の
形
式
上
の

問
題
に
つ
い
て
筆
を
及
ぼ
さ
な
い
の
も
当
然
だ
ら
う
。

　
け
れ
ど
も
、
虚
心
に
考
へ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
不
可
解
に
映
る
訓
読
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
三
例
と
も
次
の
や
う
に
訓
読
す
れ
ば
、
拙
著
二
〇
頁
に
記
し
た
「
な
る

べ

く
原
文
の
語
順
を
変
え
ず
に
読
む
」
原
理
に
か
な
ひ
、
結
果
と
し
て
返
り
点
も
簡

略
に
す
む
か
ら
だ
。

有
二
美
玉
於
斯
一

今
有
二
瑛
玉
於
此
一

有
一
楚
大
夫
於
此
一

び

ぎ
よ
く
ニ
こ
　
あ

美
玉
斯
に
有
り
。

い

ま
　
は
く
ぎ
よ
く
こ
こ
　
あ

今
撲
玉
此
に
有
り
。

そ
　
　
　
た
い
ふ
　
こ
ニ
　
　
あ

楚
の
大
夫
此
に
有
り
。

一
見

し
て
看
て
取
れ
る
や
う
に
、
い
つ
れ
も
「
有
…
…
於
此
〔
斯
〕
」
と
い
ふ
構

『
こ

れ

な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田
島
洋
介

9



明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
こ
三
口
語
文
化
学
科
】
第
十
八
号
　
二
〇
一
〇
年

文

だ
。
と
な
れ
ば
、
最
も
容
易
な
の
は
、
「
〈
有
…
…
於
此
〔
斯
〕
〉
型
の
構
文
に
つ

い
て

は
、
ま
つ
末
尾
の
〈
此
（
斯
〕
〉
を
訓
じ
、
そ
れ
か
ら
上
の
〈
有
〉
に
返
つ
て

ゆ
く
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
」
と
の
説
明
だ
ら
う
。
し
か
し
、
こ
の
や
う
な
「
さ
う
読

む

こ

と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
さ
う
読
ん
で
お
き
な
さ
い
」
式
の
解
説
は
、
私

の

好

ま
ぬ
と
こ
ろ
だ
。
こ
れ
で
は
解
説
に
非
ず
、
ほ
と
ん
ど
説
教
に
近
い
。
漢
文
が

語
学
教
育

と
し
て
の
体
裁
を
成
さ
ず
、
ひ
た
す
ら
衰
退
の
一
途
を
た
ど
つ
て
ゐ
る
の

は
、
意
識
す
る
に
せ
よ
意
識
し
な
い
に
せ
よ
、
か
う
し
た
態
度
を
取
つ
て
ゐ
る
場
面

が
少
な
く
な
い
の
も
一
因
か
と
愚
考
す
る
。

　
唯
l
こ
の
問
題
に
関
し
て
説
明
を
試
み
て
ゐ
る
の
は
、
私
が
知
る
か
ぎ
り
、
前
掲

の

多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』
だ
け
だ
。
同
書
は
、
「
有
レ
人
二
於

　
　
　
　
こ
こ
　
　
ひ
と
あ

此
一
1
1
此
に
人
有
り
」
そ
の
他
の
類
例
を
掲
げ
て
か
ら
、
次
の
や
う
な
解
説
を
加
へ

る
。

こ

の

よ
う
に
読
み
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
有
レ
閣
［
圃
二
於
此
一
と
、
下
か
ら
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
ひ
と
　
　
こ
ニ
ニ

詞
に

返
読
す
る
の
は
お
か
し
い
と
し
て
、
　
r
有
二
人
於
此
一
L
（
入
コ
コ
ニ
有
リ
）

な
ど
と
読
む
人
も
あ
る
が
、
翻
訳
即
ち
訓
読
は
時
に
無
理
の
あ
る
こ
と
は
仕
方

　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の

な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
す
が
に
、
至
便
の
漢
文
学
習
書
だ
け
の
こ
と
は
あ
る
。
自
ら
掲
げ
た
訓
読
「
有

　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
ひ
と
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
こ
こ
　
　
あ

レ

人
二
於
此
一
1
1
此
に
人
有
り
」
以
外
に
、
時
と
し
て
r
有
二
人
於
此
一
1
1
入
此
に
有

り
L
と
い
ふ
訓
読
も
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
そ
の
良
心
的
な

態
度
は
賞
讃
に
値
す
る
だ
ら
う
。

　
し
か
し
、
こ
れ
で
も
相
変
は
ら
ず
説
明
に
な
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

「
翻
訳

即
ち
訓
読
は
時
に
無
理
の
あ
る
こ
と
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
」
と
言
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と

れ
て

も
、
読
み
手
は
と
ま
ど
つ
て
し
ま
ふ
に
違
ひ
な
い
。
な
ぜ
「
有
二
人
於
此
一
n
人

10

こ

こ

　
　
あ

此
に

有

り
L
と
い
ふ
訓
読
で
は
翻
訳
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
か
、
ど
の
や
う
な

「
時

に
」
お
い
て
「
無
理
」
を
冒
す
必
要
が
生
ず
る
の
か
、
ま
つ
た
く
見
当
が
つ
か

な
い
か
ら
で
あ
る
。
右
の
字
句
で
は
、
あ
く
ま
で
説
明
の
試
み
に
と
ど
ま
り
、
や
は

り
明
確
な
解
説
と
呼
ぶ
に
は
程
遠
い
だ
ら
う
。

　
で

は
、
ど
う
考
へ
れ
ば
よ
い
の
か
o
こ
こ
で
改
め
て
主
張
し
た
い
の
が
、
我
が
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

論
た

る
〈
漢
文
訓
読
1
1
記
憶
術
〉
論
だ
。
す
で
に
詳
細
に
論
じ
た
経
緯
が
あ
る
の
で
、

今
は

骨
子

を
記
す
に
と
ど
め
る
。
要
す
る
に
、
漠
文
訓
読
と
は
、
訓
読
を
通
じ
て
原

文
た

る
漢
文
を
記
憶
す
る
た
め
に
行
は
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
訓
読
文
の
暗
諦
を
通

じ
て
原
文
を
記
憶
す
る
と
い
ふ
二
重
の
手
続
き
を
踏
む
記
憶
術
な
の
だ
。
そ
し
て
、

r
訓
読
文

の

暗
講
を
通
じ
て
原
文
を
記
憶
す
る
L
と
は
、
旦
ハ
体
的
に
は
復
文
の
作
業

を
指
す
。
暗
諦
し
た
訓
読
文
か
ら
原
文
を
復
元
す
る
手
続
き
こ
そ
が
、
訓
読
と
い
ふ

営
為
の
要
諦
な
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
訓
読
は
、
原
文
の
復
元
に
有
利
な
や
う
に
、

つ

ま
り
正
確
な
復
文
が
で
き
る
や
う
に
行
ふ
必
要
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
意
味
の
解
釈
は
、
あ
く
ま
で
訓
読
文
お
よ
び
原
文
を
記
憶
す
る
た
め
の
手
段

で

あ
り
、
訓
読
の
目
的
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
や
う
な
記
憶

術

と
し
て
の
見
地
か
ら
、
改
め
て
問
題
の
訓
読
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
一
般
形
で
記
せ
ば
、
考
察
の
対
象
は
「
有
N
於
此
」
（
N
は
名
詞
）
と
い
ふ
型
を

持
つ
文
章
の
訓
読
だ
。
も
し
意
味
の
解
釈
を
目
的
と
し
て
訓
読
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ
あ

「
有
レ
N
二
於
此
一
1
1
此
に
N
有
り
」
に
せ
よ
「
有
二
N
於
此
一
1
1
N
此
に
有
り
」
に
せ
よ
、

い
つ
れ

も
似
た
や
う
な
も
の
だ
と
の
結
論
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
か
。
日
本

語

と
し
て
の
意
味
の
表
出
の
度
合
ひ
は
、
五
十
歩
百
歩
と
い
ふ
の
が
正
直
な
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ニ

だ

ら
う
。
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
簡
潔
な
返
り
点
で
す
む
後
者
「
有
二
N
於
此
一
1
1
N
此

　
あに

有

り
」
の
は
う
を
採
り
た
い
、
と
の
意
見
が
出
る
の
も
当
然
だ
。
そ
の
は
う
が
む

し
ろ
自
然
な
選
択
だ
と
も
言
へ
る
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
記
憶
術
と
し
て
の
視
点
を
導
入
す
れ
ば
、
果
た
し
て
ど
う
だ



ら
う
か
。
訓
読
の
優
劣
は
、
訓
読
に
基
づ
い
て
正
確
な
復
文
作
業
が
で
き
る
か
否
か

に

よ
つ
て
測
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
つ
は
前
者
の
訓
読
す
な
は
ち
フ

次

の
1
1
つ
の
原
文
が
生
じ
得
る
。

此
有
レ
N

有
レ
N
二
於
此
一

」
こ

に

N
あ
り
L
だ
o
こ
れ
を
復
文
す
れ
ば
、

そ

れ

と
も
「
於
」
を
伴
つ
て
文
末
に
置
か
れ
る
の
か
は
、
訓
読
の
音
列
す
な
は
ち
聴

覚
記
憶
を
頼
り
に
す
る
だ
け
で
は
確
定
で
き
な
い
o
そ
の
確
定
に
は
視
覚
記
憶
ま
で

動

員
せ
ざ
る
を
得
ず
、
「
た
し
か
、
下
の
は
う
に
〈
此
〉
が
あ
つ
た
は
ず
だ
」
な
ど

と
想
ひ
見
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
右
の

一
般
形
に
よ
る
考
察
を
前
掲
の
例
文
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
。
も
し
「
ビ
ギ

ヨ

ク
こ
こ
に
あ
り
」
「
い
ま
バ
ク
ギ
ヨ
ク
こ
こ
に
あ
り
」
「
ソ
の
タ
イ
フ
　
こ
こ
に
あ

り
」
と
訓
読
す
る
と
、
い
つ
れ
も
次
の
や
う
に
復
文
さ
れ
て
し
ま
ふ
可
能
性
が
高
い
。

　
次
に
後
者
の
訓
読
す
な
は
ち
「
N
こ
こ
に
あ
り
」
に
つ
い
て
復
文
を
行
ふ
と
、
こ

れ

は
1
つ
の
原
文
に
決
ま
る
だ
ら
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
文
頭
に
「
N
」

が

あ
る
た
め
、
同
じ
「
あ
り
」
で
も
、
「
有
」
で
は
な
く
、
r
在
L
を
充
て
る
こ
と
に

な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
場
所
・
位
置
を
表
す
語
を
「
P
」
と
置
け
ば
、
「
P
に
N
あ
り
」

を
「
P
有
N
」
に
、
　
r
N
P
に
あ
り
L
を
「
N
在
P
」
に
復
元
す
る
の
は
、
復
文
に

お

け
る
常
識
だ
か
ら
だ
。

美
玉
在
斯

今
撲
玉
在
此

楚
大
夫
在
此

　
原
文

の

「
有
」
が
や
は
り
「
在
」
に
化
け
て
し
ま
ふ
た
め
、
こ
れ
で
は
困
る
。
そ

こ

で

「
こ

こ

に

ビ
ギ
ヨ
ク
あ
り
」
「
い
ま
こ
こ
に
バ
ク
ギ
ヨ
ク
あ
り
」
「
こ
こ
に
ソ
の

タ
イ
フ
あ
り
」
と
訓
読
し
て
お
け
ば
、
次
の
や
う
に
復
文
で
き
る
だ
ら
う
。

N
在
レ
此

　

さ
て
、
こ
こ
で
検
討
を
加
へ
て
み
る
と
、
一
見
、
二
つ
の
選
択
肢
が
生
ず
る
前
者

が
劣
り
、
原
文
が
一
つ
に
決
ま
る
後
者
の
は
う
が
優
つ
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
思
は
れ

る
。
し
か
し
、
後
者
の
致
命
的
な
欠
陥
は
、
も
と
「
有
」
で
あ
る
は
ず
の
「
あ
り
」

が

「
在
」
に
化
け
て
し
ま
ふ
点
だ
。
こ
れ
は
原
文
の
記
憶
に
と
つ
て
甚
だ
危
ふ
い
話

で

あ
る
。
復
文
す
る
と
原
文
の
字
が
他
の
字
に
変
は
つ
て
し
ま
ふ
や
う
な
訓
読
で
は
、

記
憶
術

と
し
て
役
に
立
た
な
い
o
と
な
れ
ば
、
二
つ
の
選
択
肢
に
分
か
れ
て
し
ま
ふ

と
は
い
へ
、
必
ず
「
有
」
を
用
ゐ
る
こ
と
に
な
る
前
者
こ
そ
が
、
訓
読
と
し
て
は
優

る
の
で
あ
る
。
御
明
察
の
と
ほ
り
、
「
此
」
が
「
有
」
の
上
に
冠
せ
ら
れ
る
の
か
、

斯
有
美
玉
　
　
ま
た
は

今
此
有
撲
玉
　
ま
た
は

此
有
楚
大
夫
　
ま
た
は

有
美
玉
於
斯

今
有
撲
玉
於
此

有
楚
大
夫
於
此

　

そ
こ
で
視
覚
記
憶
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
上
段
の
文
を
消
去
す
れ
ば
、
左
の
ご
と

v
正
確
な
原
文
が
得
ら
れ
る
わ
け
だ
。
同
訓
異
字
た
る
「
此
」
と
「
斯
」
の
区
別
も
、

視
覚
記
憶
に
頼
つ
て
復
元
す
る
し
か
な
い
が
o

有
美
玉
於
斯

『
こ

れ

な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田
島
洋
介

1
1
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今
有
撲
玉
於
此

有
楚
大
夫
於
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
こ
　
　
び
ぎ
よ
く
あ

　
以
上

に

よ
つ
て
、
な
ぜ
「
有
美
玉
於
斯
」
を
「
有
三
美
コ
玉
於
斯
一
1
1
斯
に
美
玉
有

り
」
と
訓
読
す
る
の
か
、
あ
ら
ま
し
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
ふ
。
こ
の

「
こ

こ

に

ビ
ギ
ヨ
ク
あ
り
」
と
い
ふ
訓
読
が
、
あ
く
ま
で
原
文
「
有
美
玉
於
斯
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ぎ
よ
く
こ
ニ
　
あ

復
元
に
有
利
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
「
有
二
美
玉
於
斯
－
美
玉
斯
に
有
り
」
と
訓
読

し
て
r
ビ
ギ
ヨ
ク
こ
こ
に
あ
り
L
と
暗
請
す
る
と
、
原
文
を
誤
つ
て
r
美
玉
在
斯
L

と
再
現
し
て
し
ま
ふ
危
険
性
が
高
い
。
こ
の
誤
謬
を
防
ぐ
た
め
の
深
謀
遠
慮
が
、

r
こ

こ

に

ビ
ギ
ヨ
ク
あ
り
L
と
い
ふ
訓
読
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
　
　
あ

　
さ
ら
に
補
足
す
る
と
、
「
有
N
於
此
」
を
「
有
レ
N
二
於
此
一
1
1
此
に
N
有
り
」
と
訓

読
す

る
こ
と
に
し
て
お
け
ば
、
前
掲
の
次
の
二
つ
の
文
の
訓
読
に
つ
い
て
も
語
順
の

う
へ
で
整
合
性
が
保
て
る
。

今
臣
生
十
コ
ニ
ー
歳
於
莚
一
　

庸
知
三
其
年
之
先
コ
後
－
生
於
吾
一
乎

い

ま
　
し
ん
　
う
　
　
　
　
　
　
こ
ニ
　
　
じ
ふ
に
　
さ
い

今
臣
生
ま
れ
て
薮
に
十
二
歳
な
り
。

い
つ
　
　
　
　
　
そ

　
　

と
し
　
わ
れ
　
　
　
せ
ん
ニ
う
せ
い

庸
く
ん
ぞ
其
の
年
の
吾
よ
り
先
後
生
な

　
　
し

る
を
知
ら
ん
や
。

生
於
吾
一
乎
1
1
庸
く
ん
ぞ
其
の
年
の
先
後
生
吾
よ
り
す
る
を
知
ら
ん
や
L
と
で
も
訓

ず
る
し
か
な
く
な
り
、
い
か
に
も
無
理
な
響
き
が
伴
ふ
o
す
な
は
ち
暗
諦
し
づ
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ニ
ざ
　
　
　
　
あ

な
る
。
か
う
し
た
点
か
ら
も
、
「
有
レ
N
二
於
此
一
1
1
此
に
N
有
り
」
と
い
ふ
訓
読
が
支

持
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
ら
う
。

（
3
）
返
り
点
の
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
ラ
ン
ト
　
タ
レ

　
【
質
問
三
】
（
拙
著
）
九
一
頁
に
「
…
…
是
韓
不
呂
伐
也
」
と
あ
る
が
、
「
不
」

に

付
い
て
ゐ

る
天
点
は
、
文
末
の
「
也
」
に
打
つ
べ
き
で
は
な
い
の
か
？

　
【
回
答
三
】
　
こ
れ
は
一
人
の
読
者
か
ら
編
集
部
に
寄
せ
ら
れ
た
質
問
で
あ
る
。
す

で
に
編
集
部
を
通
じ
て
回
答
済
み
で
は
あ
る
が
、
現
行
の
返
り
点
法
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
く
べ
き
内
容
を
含
ん
で
ゐ
る
た
め
、
こ
こ
に
再
び
回
答
の
大
略
を
記
し
、
以

て
広

く
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
つ
質
問
の
対
象
と
な
つ
た
拙
著
の
返
り
点
の
必
要
な
箇
所
の
み
返
り
点
・
送
り

仮
名
を
付
け
て
示
せ
ば
、
次
の
や
う
に
な
る
。

A

ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
ラ
ン
ト
　
タ
レ

日
是
…
…
…
…
是
韓
不
香
伐
也

　
こ

の

二
文
に

は
「
有
」
が
見
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
右
の
や
う
に
訓
読
す
る
し

か

な
い
の
で
あ
る
が
、
か
う
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
末
尾
の
「
於
鼓
」
「
於
吾
」
か

ら
上
の
名
詞
に
せ
り
上
が
つ
て
読
む
と
い
ふ
l
貫
性
が
生
ず
る
の
だ
。
こ
の
や
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ニ
　
　
　
　
　
あ

訓
読
の
語
順
に
関
す
る
整
合
性
か
ら
見
て
も
、
「
有
レ
N
二
於
此
一
u
此
に
N
有
り
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
　
　
あ

は

う
が
好
都
合
だ
と
言
へ
る
だ
ら
う
。
も
し
「
有
二
N
於
此
一
1
1
N
此
に
有
り
」
と
い

ふ
訓
読
を
も
容
認
し
、
そ
の
語
順
に
準
じ
よ
う
と
す
る
と
、
右
の
二
文
は
「
今
臣

生
二
十
二
歳
於
弦
一
　
1
1
今
臣
十
二
歳
藪
に
生
ま
れ
た
り
」
「
庸
知
二
其
年
之
先
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
か
ん
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
拙
著
当
該
頁
の
書
き
下
し
文
に
〈
…
…
是
れ
韓
伐
た
れ
ざ
ら
ん
L
と
日
ひ
〉
と
あ

る
と
ほ
り
、
拙
著
の
訓
読
に
お
い
て
は
、
当
該
「
是
韓
不
伐
也
」
の
末
字
「
也
」
は

読

ま
ず
に
置
き
字
扱
ひ
と
し
、
r
不
L
↓
「
日
」
と
返
り
読
み
し
て
ゐ
る
の
で
、

「
不
」
に
天
点
を
、
「
日
」
に
地
点
を
付
け
て
あ
る
。

　
現
行
の

返

り
点
法
で
は
、
「
天
・
地
」
点
を
付
け
れ
ば
、
天
点
を
付
け
た
字
す
な

は
ち
「
不
」
か
ら
、
地
点
を
付
け
た
字
す
な
は
ち
「
日
」
へ
と
読
み
進
め
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
置
き
字
と
し
て
扱
ふ
「
也
」
に
返
り
点
を
付
け
る
こ
と
は
な
い
。
引
用



の

終
結
を
示
す
助
詞
「
ト
」
は
、
引
用
部
分
の
読
み
の
末
尾
す
な
は
ち
「
ラ
ン
」
に

付
け
、
「
ラ
ン
ト
」
と
す
る
の
が
現
行
の
一
般
的
な
様
式
で
あ
る
。

　
た

だ
し
、
か
つ
て
は
、
引
用
の
終
結
を
示
す
助
詞
「
ト
」
を
、
引
用
部
分
（
「
日
」

の

管
到
す
な
は
ち
「
日
」
が
支
配
す
る
部
分
）
の
末
尾
に
機
械
的
に
打
つ
様
式
も
珍

し
く
な
か
つ
た
。
そ
れ
に
従
へ
ば
、
左
の
や
う
な
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
付
け
る
こ

と
と
な
る
。

B

ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
ラ
ン
　
タ
レ
　
ト

日
k
…
…
…
…
是
韓
不
レ
伐
也
天

　
「
也
」
を
読
ま
ず
に
置
き
字
扱
ひ
し
て
ゐ
て
も
、
と
に
か
く
引
用
部
分
の
末
尾
で

あ
る
が
ゆ
ゑ
に
「
也
」
に
「
ト
」
を
付
け
、
右
の
や
う
に
返
り
点
を
打
つ
て
ゐ
た
わ

け
だ
。
質
問
に
見
え
る
〈
天
点
は
、
文
末
の
「
也
」
に
打
つ
べ
き
で
は
な
い
の
か
？
〉

は
、
か
う
し
た
体
裁
を
念
頭
に
置
い
て
の
話
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
。

　
実
際
、
前
節
で
、
吉
沢
康
夫
氏
の
示
し
た
当
該
の
一
文
が
吉
田
賢
抗
氏
の
訓
読
に

見

え
る
と
記
し
た
が
、
吉
沢
氏
が
A
方
式
に
よ
つ
て
「
不
」
に
天
点
を
加
へ
て
ゐ
る

の

に

対
し
、
吉
田
氏
は
B
方
式
に
則
つ
て
r
也
L
に
天
点
を
付
け
て
ゐ
る
の
だ
。
往

時
は
B
方
式
を
採
る
訓
読
者
も
多
く
、
た
と
へ
ば
漢
文
の
教
科
書
と
し
て
今
日
な
ほ

も
版
を
重
ね
る
内
田
泉
之
助
［
編
］
『
論
語
新
紗
』
（
明
治
書
院
、
昭
和
二
十
八
年
）

lo
頁

は
、
次
の
や
う
に
送
り
仮
名
を
付
け
て
ゐ
る
。

B
　
　
ク
　
ミ
ヲ
ヘ
パ
キ
ヲ
ノ
　
ス
オ
し
ニ
ト

曾
子

日
、
慎
レ
終
追
レ
遠
、
民
徳
帰
レ
厚
　
。
（
『
論
語
』
学
而
）

　
　
そ
う
し
　
い
は
　
　
　
を
は
り
　
つ
つ
し
　
と
ほ
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
た
み
　
　
と
く
　
あ
つ
　
　
　
き

　
　
曾
子
曰

く
「
終
を
慎
み
遠
き
を
追
へ
ば
、
民
の
徳
厚
き
に
帰
す
」

　
　
と
。

引
用
の
終
結
を
示
す
助
詞
「
ト
」
が
、
置
き
字
「
　
」
に
付
け
て
あ
る
こ
と
は
一

目
瞭
然
だ
。
か
う
い
ふ
付
け
方
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
現
行
の
返
り
点
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

置

き
字
「
左
ハ
」
で
は
な
く
、
読
み
の
最
後
に
当
た
る
「
帰
」
に
「
ト
」
を
添
へ
る
の

が

一
般
で
あ
ら
う
。
念
の
た
め
に
示
し
て
お
け
ば
ー

A’

　
　
ク
　
ミ
ヲ
ヘ
バ
キ
ヲ
ノ
　
ス
ト
キ
ニ

曾
子

日
、
慎
レ
終
追
レ
遠
、
民
徳
帰
レ
厚
　
。

　
た

だ
し
、
も
し
旧
套
に
従
つ
て
「
　
」
に
「
ト
」
を
付
け
る
訓
読
者
が
ゐ
れ
ば
、

そ

れ

ま
で
の
話
だ
。
返
り
点
と
同
じ
く
、
送
り
仮
名
に
つ
い
て
も
、
詳
細
な
統
一
規

定
が

存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
つ
れ
に
せ
よ
、
書
き
下
せ
ば
〈
…
…
民
の
徳

厚

き
に
帰
す
L
と
〉
と
な
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。

　
前
述
の
ご

と
く
、
近
ご
ろ
の
漢
文
注
釈
書
は
、
原
文
に
送
り
仮
名
を
付
け
ず
、
代

は

り
に
書
き
下
し
文
を
添
へ
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
。
書
き
下
し
文
さ
へ
記
し
て
お
け

ば
、
省
略
さ
れ
た
送
り
仮
名
は
自
つ
か
ら
明
ら
か
な
は
ず
だ
、
と
の
算
段
で
あ
る
。

た

し
か
に
、
送
り
仮
名
そ
の
も
の
は
明
白
だ
ら
う
。
し
か
し
、
送
り
仮
名
を
付
け
る

位
置

と
な
れ
ば
、
い
さ
さ
か
話
の
趣
が
異
な
る
。
結
果
と
し
て
、
関
係
者
の
知
ら
ぬ

間
に
、
送
り
仮
名
を
ど
こ
に
付
け
れ
ば
よ
い
の
か
、
つ
い
迷
つ
て
し
ま
ふ
向
き
が
増

え
て
ゐ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
ま
い
。
漢
文
な
ぞ
読
む
の
は
高
齢
者
ば
か
り
、
小
さ

な
字
で
送
り
仮
名
を
付
け
て
も
、
老
眼
に
要
ら
ざ
る
負
担
を
強
ひ
る
だ
け
だ
、
と
踏

み
倒
す
な
ら
ば
、
も
は
や
抗
ふ
べ
き
言
葉
を
失
ふ
が
o

　
要
す
る
に
、
拙
著
が
用
ゐ
た
A
方
式
と
質
問
に
見
え
る
B
方
式
と
の
相
違
は
、
新

旧
の
相
違
と
捉
へ
れ
ば
よ
い
だ
ら
う
。
拙
著
は
八
頁
に
記
し
た
ご
と
く
「
現
行
の
返

り
点
法
」
を
解
説
し
た
性
格
の
一
書
ゆ
ゑ
に
、
新
式
た
る
A
に
従
つ
た
ま
で
で
あ
る
。

質
問
者
の
や
う
に
旧
式
た
る
B
に
基
づ
い
た
と
し
て
も
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
た

ぶ

ん
、
今
日
、
も
し
漠
文
の
試
験
に
臨
む
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
A
方
式
の
は
う
が

無
難
だ
ら
う
と
は
思
ふ
け
れ
ど
も
。

r
こ

れ

な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田
島
洋
介

13



明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】
第
十
八
号
　
二
〇
一
0
年

14

三
　
懸
念

　
最
後
に
、
拙
著
の
刊
行
後
に
い
よ
い
よ
ふ
v
ら
ん
で
已
ま
ぬ
懸
念
を
記
し
て
お
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

う
。
そ
れ
は
、
前
節
ま
で
先
送
り
に
し
て
き
た
問
題
、
す
な
は
ち
連
読
符
号
が
ら
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
ピ
き

の

返

り
点
に
見
ら
れ
る
不
統
一
の
問
題
で
あ
る
。
前
に
「
未
嘗
不
歎
息
痛
恨
於
桓
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ん
そ
く
つ
う
こ
ん

　
　
　
　
　
　
　
く
わ
ん
れ
い

　
　
い
ま
　
　
か
つ

也
＝
＝
未
だ
嘗
て
桓
霊
に
歎
息
痛
恨
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
」
に
関
す
る
返
り
点
を
、

取

り
敢
へ
ず
次
の
三
種
に
ま
と
め
て
お
い
た
。

〔現
行
〕

　
未
五
嘗
不
四
歎
コ
息
痛
ヨ
恨
於
桓
霊
一
也
　
〔
主
流
〕

　
未
四
嘗
不
三
歎
コ
息
－
痛
－
恨
於
桓
霊
一
也
　
〔
傍
流
〕

〔旧
式
〕

　
未
二
嘗
不
。
歎
コ
息
－
痛
－
恨
於
桓
霊
一
也

　
し
か
し
、
そ
の
さ
い
「
暫
く
旧
式
と
称
す
れ
ば
」
と
断
つ
て
お
い
た
や
う
に
、
こ

の

F
旧
式
」
は
あ
く
ま
で
仮
の
呼
称
に
す
ぎ
ず
、
実
は
「
漠
文
学
の
立
場
か
ら
見
れ

ば
、
さ
う
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
ふ
程
度
の
甚
だ
危
ふ
い
話
な

の

で
あ
る
。

　
い

さ
さ
か
必
要
が
あ
つ
て
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
［
編
］
村
井
康
彦
［
編
集
責

任
］
『
古
文
書
を
読
む
』
を
手
に
取
つ
た
と
き
の
こ
と
。
書
中
に
神
津
朝
夫
氏
の
執

筆
に

係

る
「
参
考
①
　
変
体
漢
文
の
読
み
下
し
」
と
い
ふ
記
事
が
あ
り
、
返
の
点
に

関
す
る
説
明
も
見
え
る
の
だ
が
、
そ
の
字
句
に
は
違
和
感
を
禁
じ
得
な
か
つ
た
。

　
ま
つ
は
、
返
り
点
の
分
類
に
疑
問
が
湧
く
。
な
ん
と
神
津
氏
は
、
見
出
し
「
返
読

記
号
」
の
も
と
に
、
「
①
返
り
点
（
レ
点
）
／
②
1
’
二
点
」
と
分
け
て
ゐ
る
の
だ
。

こ

れ
で

は
、
「
返
り
点
」
と
言
へ
ば
レ
点
の
み
を
指
し
、
1
・
二
点
は
含
ま
な
い
や

う
に
見
え
る
。
素
直
に
読
む
か
ぎ
り
、
次
の
ご
と
く
分
類
し
て
ゐ
る
と
し
か
思
へ
な

い
o

返

覧
占

①
返
り
点
n
レ
点

②
1
・
二
点

　
神
津
氏
は
、
本
当
に
自
ら
こ
の
や
う
に
分
類
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
私
の
理
解

で

は
、
「
返
り
点
」
と
「
返
読
記
号
」
は
紛
ふ
か
た
な
き
同
義
語
だ
。
平
仮
名
交
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ヘ
　
　
テ
ン

り
に
し
て
訓
読
み
交
じ
り
の
「
返
り
点
」
は
和
風
の
呼
び
名
、
漢
字
の
み
に
し
て
音

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ン
ド
ク
タ
　
ガ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ン
ド
ク
キ
　
ガ
ウ

読
み
ば

か

り
の
「
返
読
記
号
」
（
ま
た
は
「
返
読
記
号
」
）
は
漢
風
の
呼
称
と
心
得
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
り
よ
み
ヂ
　
ガ
ウ

ゐ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
二
字
に
訓
読
み
を
用
ゐ
て
「
返
読
記
号
」
と
読
め
ば
、
そ
れ

だ

け
和
風
に
傾
き
、
半
和
半
漠
に
響
く
け
れ
ど
も
。

　
こ

れ
以
外

の

返

り
点
、
い
や
r
返
読
記
号
L
に
つ
い
て
は
、
「
複
雑
な
構
文
で
は

さ
ら
に
上
下
点
、
甲
乙
点
な
ど
が
併
用
さ
れ
る
」
と
説
く
の
み
。
「
一
・
二
点
」
（
な

ぜ

か
、
こ
れ
に
だ
け
は
中
黒
〔
・
〕
が
打
つ
て
あ
る
）
と
「
上
下
点
、
甲
乙
点
」
が

ヘ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ど
の
や
う
に
「
併
用
さ
れ
る
」
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
字
も
説
明
が
な
い
。
し
か
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

気
持
ち
が
悪
い
の
は
「
上
下
点
、
甲
乙
点
な
ど
」
と
い
ふ
書
き
方
だ
。
こ
の
「
な

ど
」
は
、
「
上
下
点
、
甲
乙
点
」
と
二
種
の
点
を
挙
げ
た
ゆ
ゑ
の
単
に
複
数
の
要
素

の
列
挙

を
示
す
「
な
ど
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
実
は
「
上
下
点
、
甲
乙
点
」
以
外
に

も
返
り
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
「
な
ど
」
な
の
か
、
ど
う
に
も
判
然
と
し

な
い
o
　
r
天
地
人
点
も
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
後
者
に
決
ま
つ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
L

と
言
ふ
な
か
れ
。
こ
れ
は
初
心
者
向
け
の
解
説
書
な
の
だ
。
い
さ
さ
か
不
親
切
で
は

な
か
ら
う
か
。
一
二
点
が
さ
ら
に
三
・
四
…
…
と
延
び
得
る
こ
と
や
、
上
下
点
が



　
　
　
へ

上
・
中
・
下
の
1
1
1
　
“
か
ら
成
る
こ
と
も
説
明
し
て
ゐ
な
い
。
む
ろ
ん
、
甲
乙
点
が
続

い
て

丙
・
丁
…
…
と
延
び
て
ゆ
く
可
能
性
に
も
、
一
字
す
ら
触
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ

る
。

　
加
へ
て
看
過
で
き
ぬ
の
は
、
そ
の
「
一
・
二
点
」
に
関
す
る
説
明
だ
。
神
津
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
ん

レ

点
に
つ
い
て
　
F
下
の
一
字
か
ら
上
の
一
字
へ
戻
る
L
と
解
説
し
、
r
奉
レ
存
存
じ

た

て

ま
つ

奉

る
L
を
例
文
と
す
る
。
こ
れ
は
問
題
が
な
い
。
し
か
し
、
直
後
に
記
さ
れ
た

F
l

・

二
点
L
に
つ
い
て
の
補
足
説
明
に
は
、
首
を
か
し
げ
て
し
ま
ふ
o
そ
の
字
句

は

左
の
と
ほ
り
だ
。

強
い
つ
な
が
り
を
も
つ
二
字
の
間
を
連
字
符
（
ハ
イ
フ
ン
）
で
つ
な
い
だ
り
、

あ
る
い
は
そ
れ
も
省
略
さ
れ
て
、
そ
こ
に
二
点
を
打
っ
て
そ
の
上
下
の
文
字
を

続

け
て
読
ま
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
や
ゆ
　
　
こ
う
ぎ
や
う
　
　
　
　
　
　
　
さ
う
ら
ふ

　
可
レ
令
レ
興
二
行
茶
湯
一
候
　
　
茶
湯
を
興
行
せ
し
む
べ
く
候
。

　
冒
頭
の
「
強
い
つ
な
が
り
を
も
つ
二
字
」
と
い
ふ
説
明
に
異
を
唱
へ
る
つ
も
り
は

な
い
。
例
文
に
見
え
る
「
興
行
」
な
ら
ば
熟
語
と
呼
び
得
る
も
の
の
、
当
該
二
字
が

熟
語
と
は
言
ひ
切
れ
ぬ
場
合
も
少
な
く
な
い
か
ら
だ
。
ど
こ
と
な
く
暖
昧
な
表
現
に

な
る
の
も
致
し
方
あ
る
ま
い
。

　

け
れ
ど
も
、
右
の
説
明
に
対
し
て
、
ま
つ
は
一
つ
の
軽
い
驚
き
を
覚
え
る
。
そ
れ

　
　
ハ
イ
フ
　
ン

は

「
連
字
符
」
と
い
ふ
名
称
だ
。
こ
の
符
号
に
は
数
多
く
の
呼
称
が
あ
り
、
拙
著
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
せ
ん
　
　
　
た
て
モ
ん
　
　
　
た
て
モ
ん
　
　
　
ハ
イ
フ
ン

一
頁
で
挙
げ
た
「
ハ
イ
フ
ン
」
「
ハ
イ
フ
ォ
ン
」
「
中
線
」
「
縦
線
」
「
竪
線
」
「
縦
線
」

が

ふ
ふ

　
　
　

モ

つ

ぞ
く
せ
ん
　
　
　
れ
ん
ぞ
く
ふ
　
　
　
れ
ん
ど
く
ふ
　
　
　
じ
ウ
く
ご
き
　
が
う

F
合
符
L
「
接
続
線
」
「
連
続
符
」
「
連
読
符
」
「
熟
語
記
号
」
「
つ
な
ぎ
棒
」
そ
し
て
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
フ
ン
　
　
　
　
　
ハ
イ
フ
ン

自
身
が
用
ゐ
て
ゐ
る
「
連
読
符
号
」
に
、
こ
の
「
連
字
符
」
を
も
加
へ
れ
ば
、
計
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
て
ん
　
　
　
せ
つ

四

種

も
の
表
記
に
な
る
。
い
や
、
近
ご
ろ
仕
入
れ
た
知
見
に
よ
れ
ば
、
「
竪
点
」
「
接

ぞ
く
ふ
　
　
　
れ
ん
モ
つ
ふ

続
符
」
「
連
接
符
」
な
ど
と
呼
ぶ
入
も
ゐ
る
ら
し
い
o
と
う
に
十
入
十
色
を
超
え
て

合
計
十
七
種
、
異
称
や
ら
別
称
や
ら
が
乱
れ
飛
ん
で
ゐ
る
の
が
実
情
だ
ら
う
。
さ
す

が

に

百
花
線
乱

と
ま
で
は
ゆ
か
ず
、
そ
も
そ
も
正
規
の
呼
称
が
定
ま
つ
て
ゐ
な
い
現

状
で
は
異
称
も
別
称
も
あ
つ
た
も
の
で
は
な
い
が
。

　
　
一
方
、
「
あ
る
い
は
そ
れ
も
省
略
さ
れ
て
」
と
の
説
明
は
、
訓
点
付
き
漢
文
を
読

む
立
場
か
ら
の
記
述
で
あ
る
と
想
へ
ば
、
そ
の
ま
ま
納
得
で
き
る
。
訓
点
を
付
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

者
が
返

り
点
を
打
ち
つ
つ
も
連
読
符
号
を
省
略
し
て
し
ま
へ
ば
も
は
や
そ
れ
ま
で
、

　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

連
読
符
号
が
省
か
れ
て
ゐ
る
可
能
性
を
警
戒
し
な
が
ら
閲
読
す
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。

拙
著
五
二
～
五
三
頁
に
記
し
た
と
ほ
り
、
漢
文
に
自
ら
訓
点
を
付
け
つ
つ
読
む
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

か

ら
す
れ
ば
、
連
読
符
号
は
必
ず
打
つ
べ
き
だ
と
い
ふ
の
が
私
見
で
あ
る
が
。

　

し
か
し
、
右
に
引
い
た
神
津
氏
の
記
述
に
関
す
る
最
大
の
疑
問
は
、
自
ら
記
し
た

レ

点
に
つ
い
て
の
説
明
「
下
の
1
字
か
ら
上
の
一
字
へ
戻
る
」
と
矛
盾
し
て
ゐ
る
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

で

あ
る
。
例
文
「
可
レ
令
レ
興
コ
行
茶
湯
一
候
」
（
今
、
連
読
符
号
を
付
け
た
）
を
熟
視

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
「
湯
」
か
ら
「
興
」
へ
一
二
点
で
返
る
の
は
定
跡
ど
ほ
り
。

け
れ
ど
も
、
「
興
行
」
か
ら
「
令
」
に
返
る
べ
く
レ
点
を
付
け
て
ゐ
る
点
は
、
ど
う

に

も
納
得
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
神
津
氏
は
レ
点
の
用
法
を
「
下
の
一
字
か
ら
上
の

　
一
字
へ
戻
る
」
と
解
説
し
て
ゐ
た
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
読
ん
で
例
文
「
奉
レ
存

存

じ
奉
る
」
を
見
れ
ば
、
レ
点
は
「
○
レ
○
」
の
ご
と
く
用
ゐ
る
も
の
だ
と
受
け
取

る
の
が
ふ
つ
う
だ
ら
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
国
語
の
教
科
書
と
も
一
致
す
る
の
で
、
何

も
波
風
は
立
た
な
い
。
た
と
へ
ば
高
校
一
年
生
用
の
加
藤
周
一
［
監
修
］
『
国
語
総

ム
ど
改
訂
版
（
教
育
出
版
、
平
成
十
九
年
）
二
七
〇
頁
は
レ
点
の
用
法
を
「
す
ぐ
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
ヲ

の

l
字
か
ら
返
っ
て
読
む
と
き
に
用
い
る
」
と
解
説
し
、
「
読
レ
書
書
を
読
む
」

　
　
　
ル
　
　
ニ

「
登
レ
山
　
山
に
登
る
」
の
例
を
挙
げ
る
。
だ
れ
し
も
レ
点
は
「
○
レ
O
」
の
や
う
に

用
ゐ
る
も
の
だ
と
心
得
て
ゐ
る
だ
ら
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
問
題
の
例
文
で
は
「
令
レ
興
コ
行
茶
湯
一
」
と
な
つ
て
を
り
、
「
行
」
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ピ
も

ら
F
令
L
へ
、
つ
a
r
a
s
s
　
r
o
レ
o
－
O
L
と
用
ゐ
て
ゐ
る
の
だ
。
前
の
レ
点
に
関
す
る

『
こ

れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田

島
洋
介
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文
化
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語
文
化
学
科
】
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二
〇
一
〇
年

解
説

と
実
際
の
用
法
と
が
、
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
レ
点
に
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

つ
て

r
興
L
か
ら
「
令
」
に
返
る
の
か
と
思
ひ
き
や
、
連
読
符
号
に
従
つ
て
「
興
」

か

ら
「
行
」
に
下
り
、
「
行
」
か
ら
「
興
」
を
飛
び
越
え
て
「
令
」
に
返
れ
と
の
指

示

を
レ
点
が
発
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。
た
し
か
に
、
下
の
一
字
「
行
」
か
ら
上
の
一

字

「
令
」
へ
も
ど
つ
て
ゐ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ひ
だ
の
「
興
」
を
飛

び
越

え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
説
明
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
．
こ
の
伝
で
ゆ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
　
ま
さ
　
　
ふ
う
し
　
　
　
も
つ

ば
、
「
天
将
以
夫
子
為
木
鐸
」
（
天
将
下
以
二
夫
子
一
為
中
木
鐸
上
＝
天
将
に
夫
子
を
以
て

ぼ

く
た
く
　
　
な

木
鐸
と
為
さ
ん
と
す
）
に
、
次
の
や
う
な
返
り
点
を
打
つ
学
生
が
続
出
す
る
の
は
目

に
見

え
て
ゐ
る
（
例
文
の
右
上
の
＊
は
非
文
の
意
。
本
稿
で
は
返
り
点
の
誤
り
を
示

す
）
。

＊

天
将
二
以
レ
夫
－
子
為
ワ
木
－
鐸

　
む

ろ
ん
、
神
津
氏
と
て
、
か
う
し
た
返
り
点
を
認
め
る
つ
も
り
は
な
い
の
だ
ら
う
。

な
ぜ
な
ら
、
実
際
、
当
該
『
古
文
書
を
読
む
』
　
一
〇
頁
に
左
の
ご
と
き
返
り
点
が
見

え
る
か
ら
だ
。

可
レ
催
，
1
　
1
興
べ
禁
二
美
麗
一
好
二
倹
豹

い

つ

き
よ
う
も
よ
ほ

一
興
を
催
す
べ
く
、

ヰ

く
　
　
こ
の

約
を
好
む
。

だ
o

れ
に
次

の

や
う
な

返
り

点
を

打

つ

と

は
、

＊
可
レ
催
レ
一
－
興
、
禁
レ
美
－
麗
好
レ
倹
－
約

美び

麗ζ

を

禁え

じ

倹2

や
は

り
神
津
氏
も
許
さ
な
い
は
ず

16

　
で
は
、
右
に
掲
げ
た
「
＊
天
将
二
以
レ
夫
－
子
為
ワ
木
－
鐸
」
や
「
＊
可
レ
＄
　
1
　
－
a
g
、

禁
レ
美
－
麗
好
レ
倹
－
約
」
は
、
い
か
な
る
理
由
で
排
斥
さ
れ
る
の
か
o
そ
れ
を
説
明
し

て
お

か

な
け
れ
ば
、
読
み
手
が
混
乱
す
る
の
は
必
至
で
あ
ら
う
。

　
按
ず
る
に
、
神
津
氏
の
レ
点
に
つ
い
て
の
説
明
と
実
態
と
が
矛
盾
に
陥
ら
な
い
た

め
に
は
、
左
記
の
や
う
な
規
定
を
付
け
加
へ
る
し
か
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
ハ
イ
フ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
フ
ン

中
継
点
に
連
読
符
号
が
付
く
場
合
、
そ
の
連
読
符
号
と
同
居
す
る
中
継
点
の
返

　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

り
点
は
、
連
読
符
号
で
結
ば
れ
た
複
数
の
字
を
一
字
と
見
な
し
て
付
け
る
も
の

と
す
る
。

　
前
掲

「
可
レ
令
レ
興
コ
行
茶
湯
一
候
」
で
あ
れ
ば
、
「
湯
」
か
ら
「
興
」
に
返
り
、
さ

ら
に
「
令
」
へ
と
返
る
た
め
、
「
興
」
に
付
け
た
二
点
は
中
継
点
だ
。
そ
の
中
継
点

　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ

に

連
読
符
号
「
興
ー
行
」
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
同
居
す
る
二
点
は
、
連
読
符

ン号
で
結
ば

れ
た

「
興
－
行
」
の
二
字
を
あ
た
か
も
一
字
で
あ
る
か
の
や
う
に
見
な
し

て
付

け
た
こ
と
に
な
る
。
仮
に
「
興
－
行
」
を
一
字
と
し
て
扱
へ
ば
、
レ
点
で
「
令
」

に

返

つ
て

も
問
題
な
し
と
の
寸
法
だ
。
下
の
1
字
「
興
－
行
」
か
ら
上
の
1
字
「
令
」

に

返

つ
て
ゐ

る
と
考
へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
う
し
た
規
定
が
加
へ
て
あ
れ
ば
、

た

と
へ
ば
佐
藤
進
一
『
〔
新
版
）
古
文
書
学
入
門
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
〔
新
装
版
〕

平
成
十
五
年
）
二
一
七
頁
に
見
え
る
次
の
返
り
点
も
納
得
で
き
る
だ
ら
う
。

令
レ
打
コ
擁
－
刃
－
傷
於
僧
侶
一

そ

う
り
よ
　
ち
や
う
ち
や
く
に
ん
じ
や
う

僧
侶
を
打
榔
刃
傷
せ
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

　
中
継
点
の
二
点
は
、
連
読
符
号
で
結
ば
れ
た
「
打
ー
擦
－
刃
－
傷
」
四
字
を
暫
く
一

字
と
見
な
し
て
付
け
て
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
「
令
」
に
返
る
レ
点
も
「
下
の
1
字
か

ら
上
の
1
字
へ
戻
る
」
機
能
を
発
揮
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
わ
け
だ
。



　
同
じ
規
定
に
よ
つ
て
、
例
の
「
＊
天
将
二
以
レ
夫
－
子
為
p
木
－
鐸
」
や
「
＊
可
レ
催
レ
一

－
興
、
禁
レ
美
ー
麗
好
レ
倹
－
約
」
は
、
た
だ
ち
に
不
可
と
し
て
排
斥
で
き
る
だ
ら
う
。

ハ
　
イ
　
フ
　
ン

連
読
符
号
と
中
継
点
の
返
り
点
と
が
同
居
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　
御
承
知
の
向
き
も
多
い
と
思
ふ
が
、
か
つ
て
江
戸
時
代
に
は
「
＊
天
将
二
以
レ
夫
－

子
為
ワ
木
－
鐸
」
や
「
＊
可
レ
催
レ
一
－
興
、
禁
レ
美
－
麗
好
レ
倹
－
約
」
の
類
の
返
り
点
も

行
は

れ
て
ゐ

た
。
「
○
レ
○
－
O
」
は
、
決
し
て
由
緒
な
き
返
り
点
で
は
な
い
o
今
日
、

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

特
に
必
要
の
な
い
連
読
符
号
は
付
け
ず
に
す
ま
せ
る
方
式
が
一
般
に
な
つ
た
と
い
ふ

ま
で
の
話
で
あ
る
。

　

も
つ
と
も
、
こ
こ
ま
で
の
記
述
を
読
み
な
が
ら
、
肺
に
落
ち
ぬ
想
ひ
を
抱
い
た
向

き
も
少
な
く
あ
る
ま
い
。
と
い
ふ
の
も
、
拙
著
1
I
九
　
・
五
七
頁
で
は
、
レ
点
の
機

能
・
用
法
を
「
連
続
し
た
二
字
の
上
下
を
転
倒
さ
せ
る
」
と
規
定
し
て
、
右
に
引
い

た

「
可
レ
令
レ
興
二
行
茶
湯
一
候
」
（
茶
湯
を
興
行
せ
し
む
べ
く
候
）
や
「
令
レ
打
　
f
i
z
z
－
刃

－
傷
於
僧
侶
こ
（
僧
侶
を
打
擦
刃
傷
せ
し
む
）
の
ご
と
き
返
り
点
を
誤
り
と
し
、
三

点
で
「
令
」
に
も
ど
る
左
の
や
う
な
返
り
点
こ
そ
正
し
い
と
し
た
か
ら
だ
。

可
レ
令
三
興
コ
行
茶
湯
一
候

令
三
打
コ
擦
－
刃
－
傷
於
僧
侶
一

　
私
見
に
よ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
が
現
行
の
返
り
点
法
だ
。
「
行
」
か
ら
「
令
」
へ
、

ま
た
「
傷
」
か
ら
「
令
」
へ
返
る
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
連
続
し
た
二
字
で
は
な
い
の
で
、

絶
対
に
レ

点
は
使
へ
ず
、
い
つ
れ
も
「
令
」
に
も
ど
る
に
は
三
点
が
必
要
だ
、
と
い

ふ
の

が
私
の
認
識
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
者
に
つ
い
て
言
へ
ば
、
前
述
の
ご
と
く
、
次

の

や

う
に
「
打
擁
」
と
「
刃
傷
」
に
分
か
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
返
り
点
を
打
つ
の
が
主

流
だ
ら
う
と
考
へ
る
。

令
四
打
コ
擦
刃
m
傷
於
僧
侶
一

　
で

は
、
な
ぜ
レ
点
で
「
令
」
に
返
る
「
可
レ
令
レ
興
二
行
茶
湯
一
候
」
や
「
令
レ
打
コ
擦

－
刃
－
傷
於
僧
侶
二
を
各
め
立
て
す
る
こ
と
な
く
、
長
々
と
議
論
の
対
象
に
し
て
ゐ

る
の
か
o
す
で
に
朧
気
な
が
ら
も
お
気
づ
き
だ
ら
う
、
ど
う
や
ら
古
文
書
学
の
領
域

で

は
、
か
う
し
た
返
り
点
が
慣
行
と
さ
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
卑
近
な

言
ひ

方
を
す
れ
ば
、
業
界
に
よ
つ
て
返
り
点
の
付
け
方
が
異
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

明
確
に
認
識
し
て
も
ら
ふ
べ
く
、
r
漢
文
学
」
業
界
と
「
古
文
書
学
」
業
界
の
用
法

に

分

け
て
再
掲
す
る
と
、
次
の
や
う
に
な
る
。

〔漠
文
学
〕

　

可
レ
令
三
興
コ
行
茶
湯
一
候

　
令
巨
打
コ
擦
刃
ヨ
傷
於
僧
侶
一

〔古
文
書
学
〕

　
可
レ
令
レ
興
コ
行
茶
湯
一
候

　
令
レ
打
コ
擦
－
刃
－
傷
於
僧
侶
一

ま
た
は
　
令
三
打
コ
榔
－
刃
－
傷
於
僧
侶
一

　
念
の

た

め
日
本
史
学
を
専
攻
す
る
同
僚
の
三
橋
正
氏
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
三
橋

氏

は
「
古
文
書
学
」
流
の
返
り
点
法
に
従
つ
て
ゐ
る
と
の
由
だ
。
な
る
ほ
ど
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
　
な
い

学
生
が
、
か
つ
て
三
橋
氏
の
講
義
で
呈
示
さ
れ
た
例
文
「
朕
欲
興
隆
内
典
」
（
朕
内

て

ん

　
　
こ
う
り
ウ
う
　
　
　
　
お
も

典

を
興
隆
せ
む
と
欲
ふ
／
『
日
本
書
紀
』
推
古
十
四
年
五
月
）
に
、
私
が
漠
文
学
の

授
業

で
教
へ
た
と
ほ
り
「
朕
欲
三
興
ゴ
隆
内
典
一
」
と
返
り
点
を
付
け
た
と
こ
ろ
、
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
　

橋
氏
か
ら
「
朕
欲
レ
興
コ
隆
内
典
一
」
と
訂
正
さ
れ
た
、
と
不
平
を
言
つ
て
き
た
わ
け

だ
。
そ
の
学
生
は
何
と
も
合
点
の
ゆ
か
ぬ
顔
つ
き
だ
つ
た
が
、
改
め
て
考
へ
て
み
れ

ば
、
私
が
「
漠
文
学
」
式
の
返
り
点
を
教
へ
、
三
橋
氏
が
「
古
文
書
学
」
流
の
返
り

『
こ

れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田

島
洋
介
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18

点
で
教
へ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
食
ひ
違
ひ
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
、
差
し
当
た
り

は

い
つ
れ
も
正
解
と
し
か
言
ひ
や
う
が
な
い
だ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

　
し
か
し
、
で
あ
る
。
こ
ん
な
現
状
が
放
置
さ
れ
て
ゐ
て
よ
い
の
か
o
連
読
符
号
の

名
称
が
不
統
一
な
の
は
、
ま
だ
し
も
だ
。
同
じ
楽
曲
を
カ
ト
リ
ッ
ク
系
で
は
「
聖

歌
」
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
で
は
「
賛
美
歌
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
例
も
あ
る
の
だ
か
ら
。

け
れ
ど
も
、
返
り
点
の
用
法
が
学
問
領
域
に
よ
つ
て
異
な
る
と
い
ふ
の
は
、
甚
だ
い

た

だ
け
な
い
話
だ
。
業
界
に
は
業
界
独
特
の
用
語
が
あ
る
と
の
立
場
も
あ
る
と
は
い

へ
、

こ

こ

で

問
題
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
用
語
で
は
な
く
、
用
法
な
の
だ
。
試
み
に
問

ふ
、
数
学
と
物
理
学
と
で
、
数
式
に
使
ふ
符
号
の
用
法
が
異
な
つ
て
ゐ
て
よ
い
の
か
、

実
際
そ
の
や
う
な
例
が
あ
る
の
だ
ら
う
か
。
む
ろ
ん
、
た
と
へ
ば
小
数
点
が
日
英
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
と
で
異
な
る
や
う
な
例
は
あ
る
。
だ
が
、
返
り
点
は
一
に
日
本

の

国
内
間
題
、
そ
れ
も
漠
文
訓
読
の
花
形
と
も
称
す
べ
き
符
号
で
は
な
い
か
。
そ
の

用
法
の

不
統
一
を
等
閑
に
付
し
た
ま
ま
で
ゐ
る
と
は
、
惰
性
以
外
の
何
物
で
も
あ
る

ま
い
。
漢
文
訓
読
に
お
け
る
送
り
仮
名
と
な
れ
ば
、
現
行
の
日
本
語
の
文
章
に
お
け

る
送
り
仮
名
と
否
が
応
で
も
関
連
す
る
た
め
、
漠
文
独
自
の
規
定
を
設
け
て
押
し
通

す

の
は

難

し
い
だ
ら
う
。
た
と
ひ
設
け
た
と
し
て
も
、
一
般
の
日
本
語
の
慣
習
と
異

な
れ
ば
、
有
無
を
言
は
さ
ず
踏
み
倒
さ
れ
て
し
ま
ふ
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
返
り
点
は
謂
は
ば
漢
文
訓
読
の
専
売
特
許
だ
。
そ
の
気
に
な
り
さ
へ
す
れ
ば
一

定
の

基
準
に
よ
る
統
一
が
可
能
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
統
一
し
よ
う
と
す
る
規
範
意

識
を
失
つ
て
は
な
る
ま
い
。

　
返

り
点
法
そ
の
他
の
統
一
基
準
に
つ
い
て
論
ず
る
と
な
れ
ば
、
ま
つ
は
明
治
四
十

五
年

（
一
九
l
二
D
三
月
二
十
九
日
〈
官
報
〉
所
載
の
「
漠
文
教
授
に
関
す
る
調
査

報
告
」
を
挙
げ
る
の
が
常
識
だ
ら
う
。
と
は
い
へ
、
こ
の
報
告
が
世
に
出
て
か
ら
、

ま
も
な
く
百
年
が
経
た
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
の
後
、
中
学
・
高
校
の
国
語
科
の
教
科

書
な
ど
で
、
部
分
的
に
し
て
些
少
と
は
い
へ
創
意
工
夫
に
よ
る
変
更
が
加
へ
ら
れ
て

き
て
ゐ
る
の
も
常
識
だ
。
け
れ
ど
も
、
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
、
新
た
な
統
一
規
定
ら

し
き
も
の
は
明
文
化
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
も
し
漠
文
学
者
と
古
文
書
学
者
と
の
あ
ひ
だ

で
返

り
点
に
つ
い
て
議
論
が
交
は
さ
れ
、
漠
文
学
で
は
「
○
，
i
o
a
o
o
こ
の
は
う

が
合
理
的
、
古
文
書
学
で
は
「
○
レ
○
コ
○
○
一
」
こ
そ
合
理
的
と
の
結
論
が
下
さ
れ

た

の

で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
結
構
な
話
だ
ら
う
。
し
か
し
、
双
方
と
も
旧
習
の

ま
ま
に
流
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
実
情
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
事
が
返
り
点
に
関

は

る
以
上
、
そ
の
第
一
義
的
な
責
任
は
漢
文
学
の
側
に
こ
そ
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う

か
o

　
も
ち
ろ
ん
、
統
一
基
準
ら
し
き
も
の
が
作
成
さ
れ
た
と
て
、
皆
が
そ
れ
に
従
ふ
保

証
は

な
い
。
実
際
、
明
治
四
十
五
年
の
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
に
し
て

も
、
だ
れ
も
が
統
一
基
準
と
し
て
尊
重
し
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
事
実
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
し
ゆ
し
や
　
　
　
　
　
ほ
つ

の

r
返

点
法
L
第
三
の
例
文
（
六
）
に
r
欲
三
取
二
捨
之
こ
（
之
を
取
捨
せ
ん
と
欲

す
）
と
い
ふ
返
り
点
が
示
さ
れ
て
ゐ
た
に
も
拘
は
ら
ず
、
右
で
見
た
や
う
に
、
少
な

く
と
も
古
文
書
学
で
は
今
な
ほ
「
欲
レ
取
”
捨
之
一
」
の
ご
と
き
付
け
方
が
好
ま
れ
て

ゐ

る
。
漠
文
学
者
と
て
、
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
の
呈
示
し
た
返
り
点

法

を
挙
つ
て
規
範
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
つ
だ
け
実
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
1
つ
め
は
、
小
林
信
明
『
漠
文
研
究
法
』
で
あ
る
。
小
林
氏
は
、
返
り
点
の
不
統

一
を
説
明
す
べ
く
、
ま
つ
次
の
二
つ
の
例
を
掲
げ
る

アイ

　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
ニ

聖
入
不
三
凝
二
滞
於
物
i

　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
ニ

聖
人
不
レ
凝
コ
滞
於
物
一

そ

し
て
、
こ
の
二
種
の
返
り
点
に
つ
い
て
、
左
の
や
う
な
解
説
を
加
へ
た
。

「
凝
滞
」
を
一
語
と
し
て
扱
う
限
り
、
「
不
」
へ
の
「
返
り
点
」
は
、
「
三
」
で



あ
ろ
う
と
「
レ
」
で
あ
ろ
う
と
、
実
質
的
に
は
相
違
が
な
い
o
そ
れ
は
、
「
凝

滞
」
の
間
に
「
－
」
が
施
さ
れ
て
い
る
と
い
な
い
と
に
も
関
係
な
く
そ
う
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
不
三
凝
コ
滞
於
物
一
」
・
「
不
三
凝
二
滞
於
物
一
」
も
、
「
不
レ
擬
コ

滞
於
物

こ
・
「
不
レ
凝
二
滞
於
物
一
」
も
、
い
ず
れ
も
「
か
な
混
り
文
」
に
書
き
下

せ

ば
、
「
物
に
凝
滞
せ
ず
」
と
な
る
。
こ
の
ご
ろ
は
、
多
く
は
ア
の
「
返
り
点
」

に

従

う
の
が
常
で
あ
る
が
、
以
前
に
は
イ
の
形
が
通
行
し
て
い
た
か
ら
、
ど
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ら
で
提
示
さ
れ
て
も
驚
か
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

　
注

目
す
べ
き
は
「
こ
の
ご
ろ
は
、
多
く
は
ア
の
〈
返
り
点
〉
に
従
う
の
が
常
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
ニ

る
」
と
い
ふ
字
句
で
あ
る
。
ア
「
聖
人
不
三
凝
二
滞
於
物
一
」
の
返
り
点
は
、
「
漢
文
教

授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
に
見
え
る
前
掲
の
例
文
「
欲
三
取
二
捨
之
こ
の
流
儀
に
従

つ
て
ゐ

る
の
で
、
や
は
り
当
該
報
告
書
は
規
範
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
ゐ
た
の

か

と
思
ひ
き
や
、
実
の
と
こ
ろ
、
小
林
信
明
『
漢
文
研
究
法
』
の
刊
行
は
昭
和
三
十

二
年

（
一
九
五

七
）
の
こ
と
だ
。
「
漠
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
が
印
刷
に
付

さ
れ
た
明
治
四
十
五
年
（
一
九
l
二
）
か
ら
数
へ
れ
ば
、
す
で
に
経
る
こ
と
四
十
五

年
。
そ
の
昭
和
三
十
二
年
の
時
点
で
「
こ
の
ご
ろ
は
」
と
言
ふ
以
上
、
逆
に
当
該
報

告
書
の
規
範
性
が
薄
か
つ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
ゐ
る
と
も
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
小
林
氏
が
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
の
呈
示
し
た
返
り
点
の
打
ち

方
を
規
範
と
し
て
意
識
し
て
ゐ
た
と
は
思
へ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
の
ご
と
く
、

「
漠
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
の
「
返
点
法
」
第
三
の
例
文
（
十
）
に
「
未
五
嘗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
イ
　
フ
　
ン

不
。
嘆
コ
息
痛
ヨ
恨
於
桓
霊
一
也
」
　
（
今
、
連
読
符
号
を
補
つ
た
）
と
あ
る
に
も
拘
は
ら

ず
、
小
林
氏
は
「
未
二
嘗
不
ワ
歎
コ
息
－
痛
－
恨
於
桓
霊
一
也
」
と
返
り
点
を
付
け
て
ゐ
る

　
　
　
　
（
2
）

か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
ア
で
は
な
く
、
イ
の
方
式
に
従
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か

だ

ら
．
“
o
　
r
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
L
の
規
範
性
は
、
微
弱
な
も
の
に
す
ぎ

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
二
つ

め
は
、
木
下
彪
［
謹
解
］
『
大
正
天
皇
御
製
詩
集
』
（
昭
和
三
十
五
年
、
明
徳

出
版
社
）
だ
。
木
下
氏
は
、
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
が
示
し
た
使
役
形

の
訓
法
を
無
視
し
、
使
役
形
に
独
自
の
返
り
点
を
付
け
て
ゐ
る
。

　
使
役
形
に
用
ゐ
ら
れ
る
「
使
」
は
、
か
つ
て
再
読
文
字
と
し
て
扱
は
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
か
つ
た
。
具
体
的
に
は
、
次
の
や
う
な
返
り
点
が
平
然
と
行
は
れ
て
ゐ
た

の

で
あ
る
。

　　
能，

。使．

キ

柾。

　　之

者，

直。

上　ラ

よ
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
も
の
　
　
　
　
　
な
ほ

能
く
柾
が
れ
る
者
を
し
て
直
か
ら
し
む
。

　
現
行
の

返

り
点
法
で
は
、
「
二
下
」
と
い
ふ
複
合
返
り
点
は
許
さ
れ
な
い
。
「
漢
文

教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
は
、
漢
文
に
頻
出
す
る
使
役
形
に
右
の
ご
と
く
煩
は
し

い
返

り
点
を
打
つ
こ
と
を
嫌
つ
た
の
か
、
そ
の
「
返
点
法
」
末
尾
の
注
意
第
二
で

r
能
使
二
柾
者
直
一
L
と
返
り
点
を
ほ
ど
こ
し
、
さ
ら
に
、
再
読
文
字
の
送
り
仮
名
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
ヲ
シ
テ

付

け
方
を
説
明
し
た
「
添
仮
名
法
」
第
七
に
お
い
て
も
、
重
ね
て
「
能
使
二
柾
者

直
一
」
と
記
し
て
ゐ
る
。
使
役
動
詞
「
使
」
を
再
読
文
字
と
し
て
扱
は
ず
、
か
つ
て

の

初
読
「
し
て
」
を
送
り
仮
名
に
回
し
、
再
読
「
し
む
」
を
「
使
」
の
読
み
に
残
し

た

の

だ
つ
た
。
省
略
さ
れ
た
送
り
仮
名
を
補
つ
て
記
せ
ば
、
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

現
行
の
使
役
形
の
訓
法
に
一
致
す
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。

ク
　
ム
　
　
ガ
レ
ル
　
ヲ
シ
テ
　
カ
ラ

能

使
二
柾
者
直
一

（同
右
）

　
と
こ
ろ
が
、
木
下
氏
は
、
こ
の
訓
法
が
気
に
入
ら
な
か
つ
た
の
か
、
ま
つ
た
く
逆

に
、
か
つ
て
の
初
読
「
し
て
」
を
「
使
」
の
読
み
に
充
て
、
再
読
「
し
む
」
の
は
う

を
送
り
仮
名
に
回
し
た
。
同
じ
例
文
を
以
て
木
下
氏
の
訓
法
を
示
せ
ば
ー

『
こ

れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田
島
洋
介

19



明
星
大
学
研
究
紀
要
【
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
】
第
十
八
号
　
二
〇
一
〇
年

ク
　
ロ
ア
　
　
ガ
レ
ル
　
ヲ
　
　
カ
リ
フ
シ
ム

能
使
二
柾
者
一
直

（同
右
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
今
、
木
下
氏
の
訓
法
の
詳
細
は
省
略
に
従
ふ
。
こ
こ
で
肝
腎
な
の
は
、
こ
の
訓
法

を
用
ゐ
た
木
下
彪
［
謹
解
］
『
大
正
天
皇
御
製
詩
集
』
が
昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六

o
）
に
刊
行
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
だ
。
小
林
信
明
『
漢
文
研
究
法
』
の
刊
行
に
遅
れ
る

こ

と
三
年
、
や
は
り
昭
和
三
十
年
代
半
ば
に
な
つ
て
も
「
漠
文
教
授
に
関
す
る
調
査

報
告
」
は
規
範
と
し
て
の
役
目
を
ろ
く
ろ
く
果
た
し
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ

の

や

う
に
叛
旗
を
翻
し
た
実
例
を
目
に
す
る
と
、
「
ど
う
せ
新
た
な
統
一
基
準

を
作
成
し
て
も
空
振
り
に
終
は
り
、
結
局
は
訓
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
身
勝
手
に
返
り
点

を
用
ゐ
る
だ
け
だ
」
と
の
思
ひ
が
つ
の
る
だ
ら
う
。
も
し
か
す
る
と
、
い
さ
さ
か
性

急

な
向
き
は
「
ど
の
や
う
な
返
り
点
を
使
は
う
と
、
訓
読
者
の
自
由
で
は
な
い
か
o

読
み

の
順
序
さ
へ
わ
か
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
だ
」
と
す
ら
考
へ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
我
思
ふ
や
う
、
国
語
科
の
教
科
書
に
新
た
な
統
一
基
準
を
呈
示
す
れ

ば
、
そ
の
普
及
は
容
易
だ
ら
う
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
漢
文
教
育
は
衰
滅
の
危
機
に
瀕

し
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
も
は
や
、
セ
ン
タ
ー
入
試
す
な
は
ち
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
が
実

施
す
る
大
学
入
学
試
験
に
国
語
科
で
出
題
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
除
け
ば
、
た
い
て
い
の

私
立
大

学
で
は
国
語
科
の
入
試
問
題
か
ら
漢
文
を
外
し
て
を
り
、
し
た
が
つ
て
中

学
・
高
校
で
も
ろ
く
に
教
へ
ず
、
一
部
の
予
備
校
で
熱
心
な
授
業
が
行
は
れ
て
ゐ
る

に

す

ぎ
な
い
o
そ
れ
だ
け
教
科
書
の
持
つ
比
重
が
大
き
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ

の

教
科
書
が
一
定
の
返
り
点
法
を
呈
示
す
れ
ば
、
予
備
校
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

セ

ン

タ
ー
入
試
の
出
題
に
さ
い
し
て
も
、
異
な
る
返
り
点
法
が
幅
を
利
か
せ
る
余
地

は

な
く
な
る
だ
ら
う
。
む
ろ
ん
、
実
際
に
書
物
で
見
か
け
る
別
種
の
返
り
点
法
に
つ

い
て

の

配
慮

を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
。

　
一
方
、
読
み
の
順
序
さ
へ
わ
か
れ
ば
、
い
か
な
る
返
り
点
法
も
許
容
す
べ
き
だ
、

と
の
主
張
に
は
、
た
う
て
い
賛
成
し
か
ね
る
。
た
と
へ
ば
次
の
や
う
に
返
り
点
を
付

20

け
た
と
し
て
も
、
読
み
の
順
序
だ
け
は
明
示
で
き
る
た
め
、
誤
り
と
し
て
排
斥
で
き

な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
か
ら
だ
。
一
般
に
は
「
己
所
レ
不
レ
欲
、
勿
レ
施
二
於
人
一
也
」

お

の

れ

　
ほ
つ
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
　
　
ひ
と
　
ほ
ど
ニ
　
　
　
　
な

（己
の
欲
せ

ざ
る
所
は
、
人
に
施
す
こ
と
勿
か
れ
）
と
返
り
点
を
打
つ
一
文
で
あ
る
。

＊
己
所
三
不
二
欲
↓
勿
下
施
申
於
人
上
也

＊
己
所
丙
不
乙
欲
牢
、
勿
人
施
廷
於
人
天
也

　
も
し
本
当
に
読
み
の
順
序
さ
へ
表
出
で
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
韓
国
の
漢
文

入
門
書
風
に
左
の
ご
と
く
数
字
番
号
を
付
け
る
の
が
最
も
明
快
、
返
り
点
な
ぞ
廃
止

し
て
し
ま
へ
、
と
い
ふ
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
い
。

　
1
4
3
2
　
7
6
　
5
（
2
6
）

＊
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
也

　
返

り
点
の
用
法
に
自
由
裁
量
の
余
地
を
主
張
す
る
向
き
も
、
さ
す
が
に
右
の
や
う

な
身
勝
手
は
許
さ
な
い
だ
ら
う
。
「
そ
こ
ま
で
自
由
を
認
め
る
つ
も
り
は
な
い
」
と
。

で

は
、
ど
こ
ま
で
は
自
由
を
制
限
し
、
ど
こ
か
ら
は
自
由
を
許
容
す
る
の
か
。
両
者

を
画
す
る
一
線
を
明
確
に
説
明
し
た
う
へ
で
、
自
由
の
許
容
範
囲
を
も
明
示
せ
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
る
ま
い
。
さ
う
し
た
措
置
を
怠
つ
て
お
き
な
が
ら
、
た
ま
た
ま
返
り
点
に
ぶ
れ
が

生

じ
た
と
き
に
だ
け
「
か
う
い
ふ
付
け
方
も
あ
り
得
る
」
と
言
ふ
の
で
は
、
い
つ
ま

で
経
つ
て
も
体
系
性
を
欠
い
た
場
当
た
り
指
導
に
終
は
つ
て
し
ま
ふ
だ
ら
う
。

　
も
し
か
す
る
と
、
明
治
四
十
五
年
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
が
改
訂
さ

れ
ぬ

ま
ま
今
日
に
至
つ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
官
報
に
掲
載
さ
れ
た
当
該
報
告
の

官
製
臭
に
不
純
さ
を
感
じ
た
り
、
当
該
報
告
の
「
添
仮
名
法
」
第
五
に
皇
室
に
つ
い

て
の

み
敬
語
を
用
ゐ
る
べ
き
旨
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
点
に
反
発
を
覚
え
た
り
す
る
向
き

が
多
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
改
訂
を
怠
る
正
当
な
理
由
に
は
な



ら
な
い
だ
ら
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
は
、
文
部

省
の
依
託
を
受
け
て
、
服
部
宇
之
吉
ほ
か
十
入
の
学
者
が
漢
文
訓
読
法
の
要
点
を
ま

と
め
て
文
部
大
臣
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
官
製
臭
が
漂
ふ
こ
と
は
否
め
な
い
．

そ

の

象
徴
こ
そ
が
皇
室
に
関
す
る
敬
語
の
使
用
を
説
い
た
一
節
だ
、
と
見
る
こ
と
も

で

き
る
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
官
製
に
せ
よ
私
製
に
せ
よ
、
返
り
点
法
を
含
む
漢
文

訓
読
法
に
一
定
の
基
準
が
必
要
で
あ
る
か
ぎ
り
、
当
該
報
告
の
改
訂
を
以
て
明
文
化

を
図
る
の
が
最
も
自
然
な
手
続
き
か
と
愚
考
す
る
。
ど
う
し
て
も
皇
室
へ
の
敬
語

云
々

が

気
に
食
は
な
け
れ
ば
、
省
略
し
て
し
ま
ふ
だ
け
の
こ
と
だ
。
今
日
の
漢
文
訓

読

で
、
皇
室
に
対
す
る
崇
敬
の
念
が
問
題
と
な
る
可
能
性
は
皆
無
に
近
い
の
だ
か
ら
o

　
時
と
し
て
現
れ
る
返
り
点
の
不
s
s
　
1
　
－
こ
の
問
題
を
払
拭
す
る
た
め
に
、
速
や

か
に

明
治
四
十
五
年
「
漢
文
教
授
に
関
す
る
調
査
報
告
」
の
改
訂
を
図
る
べ
き
で
は

な
か
ら
う
か
。
漢
文
関
係
者
が
そ
の
種
の
作
業
に
手
を
着
け
よ
う
と
せ
ぬ
現
状
こ
そ

私
の
最
大
の
懸
念
で
あ
る
と
称
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
今

の

ま
ま
ゆ
け
ば
、
遠
か
ら
ず
漢
文
教
育
は
消
滅
し
て
し
ま
ふ
だ
ら
う
。
「
御
自

慢
の
返
り
点
で
さ
へ
、
き
ち
ん
と
用
法
が
決
ま
つ
て
ゐ
な
い
と
か
。
少
し
複
雑
な
文

に

な
る
と
、
今
で
も
学
者
さ
ん
に
よ
つ
て
付
け
方
が
ば
ら
ば
ら
の
や
う
で
す
ね
え
」

な
ぞ
と
嫌
味
を
言
は
れ
る
ま
へ
に
、
能
ふ
る
か
ぎ
り
教
学
内
容
を
整
然
と
体
系
化
し

て
お

か
ね
ば

な
ら
ぬ
。
万
人
を
し
て
首
肯
せ
し
む
る
教
学
内
容
な
か
り
せ
ば
、
た
う

て

い
教
育
体
制
上
の
危
機
に
対
処
で
き
な
い
だ
ら
う
。
消
滅
の
危
機
が
顕
在
化
し
て

か

ら
返
り
点
の
用
法
を
統
一
せ
ん
と
し
て
も
、
も
は
や
証
文
の
出
し
後
れ
、
だ
れ
も

耳

を
貸
さ
ぬ
こ
と
は
目
に
見
え
て
ゐ
る
。
拙
著
に
お
け
る
返
り
点
の
体
系
化
の
試
み

が
、
そ
の
た
め
の
l
助
と
な
れ
ば
幸
ひ
だ
。
謹
ん
で
関
係
各
位
の
御
支
援
・
御
協
力

を
お
願
ひ
し
た
い
。

注

（
1
）
　
こ
の
一
文
は
、
諸
橋
轍
次
『
大
漠
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
）
巻
六
・
八
o
二
頁
「
比
肩
接
踵
」

　
　
項
お

よ
び
諸
橋
轍
次
ほ
か
『
広
漠
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
）
中
巻
・
七
四
三
頁
「
比
肩
接
踵
」
項

　
　
に

見

え
、
出
典
を
『
日
本
外
史
』
足
利
氏
後
記
／
武
田
氏
・
上
杉
氏
と
す
る
。
今
、
頼
久
太
郎
『
校

　
　
正

日
本
外
史
』
（
頼
氏
蔵
板
、
田
中
太
右
衛
門
ほ
か
発
行
、
明
治
三
十
九
年
〔
再
版
〕
）
五
一
九
頁
を

　
　
検
す
る
に
、
原
文
を
「
比
肩
接
踵
於
一
時
」
に
作
る
。
拙
著
は
r
於
L
　
1
字
を
脱
し
て
を
り
、
二
丑

　
　
庵
主

人
こ

と
加
地
伸
行
『
漠
文
法
基
礎
』
八
二
頁
も
「
於
」
を
記
し
て
ゐ
な
い
。
「
於
」
を
除
い
て

　
　
も
r
訓
読
お
よ
び
返
り
点
に
変
更
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
が
。
な
ほ
r
当
該
『
校
正
日
本
外
史
』

　
　
は

返

り
点
を
「
此
ヨ
肩
接
。
距
於
二
一
時
一
」
と
打
つ
。
こ
れ
は
「
於
」
に
助
詞
「
に
」
を
充
て
て
訓
じ

　
　
て
ゐ

る
た
め
で
、
こ
の
種
の
「
於
」
を
置
き
字
と
し
て
扱
ふ
現
行
の
訓
吐
6
6
法
と
は
異
な
る
。
ち
な
み

　
　

に
、
頼
久
太
郎
は
頼
山
陽
の
通
称
で
あ
る
。

（
2
）
　
改
め
て
検
す
る
に
r
こ
の
1
1
1
つ
の
例
文
は
、
諸
橋
轍
次
ほ
か
『
広
漠
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
）

　
　
上

巻
．
l
o
五
七
頁
「
屏
列
」
項
／
下
巻
・
一
二
四
九
頁
「
飲
聴
」
項
／
下
巻
・
一
二
七
二
頁
「
馴

　
　
致
」
項
か
ら
碧
き
抜
い
た
も
の
か
と
思
し
い
。

（
3
）
　
拙
論
「
返
り
点
を
正
し
く
打
つ
た
め
に
－
現
行
返
り
点
法
の
要
領
l
」
／
『
明
星
大
学
紀

　
　
要
』
〈
日
本
文
化
学
部
二
言
語
文
化
学
科
〉
第
十
四
号
（
平
成
十
八
年
三
月
）
所
収
。

（
4
）
　
諸
橋
轍
次
『
大
漠
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
）
巻
六
・
六
四
四
頁
「
歎
息
」
項
＋
巻
七
・
1
一
七

　
　
五
頁
「
痛
恨
」
項
。
諸
橋
轍
次
ほ
か
『
広
漢
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
）
中
巻
・
一
二
三
八
頁
「
痛

　
　
恨
」
項
。
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漠
文
解
釈
辞
典
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
五
十
四
年
／
〔
新
版
〕

　
　
国
書
刊
行
会
、
平
成
十
年
）
一
二
七
頁
。
乾
一
夫
『
漠
文
入
門
』
（
有
精
堂
、
昭
和
六
十
三
年
）
六

　
　
三
頁
。

（
5
）
　
小
林
信
明
『
漠
文
研
究
法
』
（
洛
陽
社
、
昭
和
三
十
二
年
／
改
訂
二
十
六
版
1
1
昭
和
五
十
四
年
）

　
　
一
四
頁
。
「
桓
・
霊
」
の
並
列
符
号
「
・
」
は
省
略
し
た
。

（
6
）
　
拙
論
「
返
り
点
を
つ
か
む
ー
先
達
が
古
典
に
対
し
て
発
揮
し
た
知
恵
」
（
明
星
大
学
青
梅
校
舎

　
　
日
本
文
化
学
部
共
同
研
究
論
集
・
第
五
輯
『
古
典
と
先
達
』
／
［
編
集
責
任
者
］
小
堀
桂
一
郎
、
明

　
　
星
大
学
日
本
文
化
学
部
、
平
成
十
四
年
）
　
一
五
l
頁
・
注
（
3
）
。

（
7
）
　
馬
持
盈
［
註
］
『
史
記
今
註
』
第
一
冊
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
七
九
年
）
＝
二
九
頁
も
当
該

　
　
箇
所
の
構
文
を
同
様
に
解
釈
し
て
ゐ
る
ら
し
く
、
「
何
不
令
人
謂
韓
公
叔
日
…
…
又
謂
秦
口
…
…
」

　
　
を
「
為
什
度
不
派
人
告
訴
韓
国
的
公
叔
説
…
…
再
派
人
対
秦
国
説
…
…
」
と
現
代
中
国
語
に
訳
す

　
　
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
。

（o
o
）
　
古
典
研
究
会
《
和
刻
本
正
史
》
『
史
記
』
（
一
）
（
汲
古
書
院
、
昭
和
四
十
七
年
）
一
二
三
頁
下
に

　
　
見
え
る
訓
読
文
を
参
照
し
つ
つ
、
卑
見
に
よ
つ
て
変
更
を
加
へ
た
。

（
9
）
　
諸
橋
轍
次
『
大
漠
和
辞
典
』
（
大
修
館
書
店
）
巻
九
・
九
l
1
0
頁
「
蒲
斎
」
項
。
文
中
の
「
飛
白
」

　
　
は
書
法
の
名
で
あ
る
。
な
ほ
、
例
文
に
見
え
る
「
齋
」
は
暫
く
「
茄
」
に
作
つ
た
。

（
1
）
　
同
右
辞
典
／
巻
六
・
八
o
二
頁
「
比
肩
接
踵
」
項
。
「
於
」
字
に
つ
い
て
は
注
（
1
）
を
参
照
。

『
こ

れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
』
後
始
末

古
田
島
洋
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
】
第
十
八
号
　
二
〇
一
〇
年

（
1
1
）
　
諸
橋
轍
次
ほ
か
『
広
漠
和
辞
典
』
（
大
修
館
香
店
）
中
巻
・
七
四
三
頁
「
比
肩
接
踵
」
項
。

（
1
2
）
　
同
右
辞
典
、
注
（
2
）
に
同
じ
。

（
1
3
）
注
（
4
）
所
掲
『
漠
文
解
釈
辞
典
』
一
二
七
頁
。
「
桓
・
霊
」
の
並
列
符
号
「
・
」
は
省
略
し
た
。

（
1
）
　
注
（
4
）
所
掲
『
漠
文
入
門
』
三
三
頁
。

（
1
5
）
　
同
右
書
／
六
三
頁
。

（
1
6
）
　
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

　
　
「
老
松
宋
先
生
日
本
行
録
序
」
／
二
五
九
頁
『
世
宗
実
録
』
抄
・
6
月
1
3
日
条
。

（
1
7
）
　
二
畳
庵
主
人
こ
と
加
地
仲
行
『
漠
文
法
基
礎
』
（
増
進
会
出
版
社
、
昭
和
五
十
二
年
／
新
訂
版
第

　
　
三
刷
1
1
昭
和
六
十
三
年
）
八
二
頁
。

（
1
8
）
　
同
注
（
1
3
）
所
掲
書
／
九
七
頁
。
文
中
、
太
字
で
記
さ
れ
た
「
名
詞
」
は
、
暫
く
並
字
と
し
た
。

（
1
9
）
　
〈
漠
文
訓
読
1
1
記
憶
術
〉
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
の
拙
論
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
・
「
漠
文
訓
読
の
〈
割
引
率
＞
1
記
憶
術
と
し
て
の
定
位
」
／
『
明
星
大
学
紀
要
』
〈
日
本
文
化
学

　
　
部
・
言
語
文
化
学
科
〉
第
五
号
（
平
成
九
年
三
月
）
所
収
。

　
　
・
「
〈
漢
文
訓
読
1
1
記
憶
術
〉
論
　
再
検
証
」
／
『
明
星
大
学
紀
要
』
〈
日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化

　
　
学
科
〉
第
六
号
（
平
成
十
年
三
月
）
所
収
。

　
　
’
「
暗
記
で
き
れ
ば
ま
ず
は
よ
し
i
〈
漠
文
訓
読
1
1
記
憶
術
〉
論
の
検
証
し
／
明
星
大
学
青
梅
校

　
　
舎

日
本
文
化
学
部
共
同
研
究
論
集
・
第
一
輯
『
普
遍
文
明
と
民
族
文
化
－
言
語
現
象
・
造
型
表

　
　
現
・
文
明
論
の
領
域
1
』
（
［
編
集
貴
任
者
］
小
堀
桂
l
郎
、
明
星
大
学
日
本
文
化
学
部
、
平
成
十

　
　
年
）
所
収
。

（
2
0
）
　
以
下
の
引
用
は
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
［
緩
］
村
井
康
彦
［
縞
集
責
任
］
『
古
文
書
を
読
む
』
（
角

　
　
川
書
店
、
平
成
十
四
年
）
一
四
頁
に
見
え
る
神
津
朝
夫
［
執
筆
］
参
考
①
「
変
体
模
文
の
読
み
下

　
　
し
」
の
「
返
読
記
号
」
項
に
墓
つ
く
。
例
文
の
ル
ビ
は
、
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

（
2
1
）
現
に
、
た
と
へ
ば
小
島
憲
之
ほ
か
［
校
注
訳
］
『
日
本
書
紀
』
②
（
小
学
館
《
新
編
日
本
古
典
文

　
　
学
全
集
》
3
、
平
成
八
年
）
五
五
二
頁
は
「
朕
欲
レ
興
一
一
隆
内
典
こ
と
返
り
点
を
付
け
て
ゐ
る
（
連

　
　
　
イ
　
　
フ
　
　
ン

　
　
読
符
号
は

見
え
な
い
）
。

（
2
2
）
　
《
ニ
ュ
ー
ト
．
X
》
　
N
E
W
T
O
N
別
冊
『
虚
数
が
よ
く
わ
か
る
』
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
プ
レ
ス
、
平
成
二
十

　
　
一
年
八
月
）
　
一
九
頁
に
「
現
在
で
も
小
数
の
表
記
方
法
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸

　
　
な
ど
で
は
小
数
点
に
「
－
（
カ
ン
マ
）
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
英
米
や
日
本
な
ど
で
は
「
°
（
ピ
リ
オ

　
　

ド
）
」
が
使
わ
れ
て
い
る
L
と
あ
る
。

（
2
）
　
注
（
5
）
所
掲
『
漢
文
研
究
法
』
一
四
頁
。
便
宜
上
、
二
つ
の
例
文
は
必
要
部
分
の
み
を
切
り
出

　
　
し
、
解
説
文
に
つ
い
て
も
数
個
の
読
点
を
省
い
て
不
要
の
文
字
を
除
き
、
改
行
は
無
視
し
た
。

（
2
）
　
同
右
書
／
同
頁
。

（
2
5
）
　
木
下
氏
の
訓
法
の
詳
細
は
、
拙
著
『
大
正
天
皇
御
製
詩
の
基
礎
的
研
究
』
（
平
成
十
七
年
、
明
徳

　
　
e
s
版
　
±
d
）
　
p
i
　
r
研
究
」
の
二
「
御
製
詩
の
訓
読
を
め
ぐ
つ
て
」
を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
0
　
1
六
八
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～
一
七
一
頁
に
木
下
氏
が
用
ゐ
た
使
役
形
の
訓
法
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

（
2
6
）
　
曹
斗
絃
［
編
著
］
『
模
範
漠
文
入
門
』
（
ソ
ウ
ル
・
一
志
社
、
一
九
七
二
年
）
五
五
頁
。
原
文
の
右

　
　
傍
に
ハ
ン
グ
ル
で
発
音
が
、
左
傍
に
数
字
番
号
で
解
釈
の
順
序
が
付
い
て
ゐ
る
。
便
宜
上
、
発
音
を

　
　
示
す
ハ
ン
グ
ル
を
省
き
、
数
字
番
号
を
右
傍
に
移
し
た
。
数
字
番
号
は
解
釈
の
順
序
を
示
す
が
、
韓

　
　
国
語
と
日
本
語
の
語
順
が
酷
似
し
て
ゐ
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
結
果
と
し
て
は
返
り
点
と
同

　
　
じ
機
6
5
を
発
揮
す
る
。


