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三
字
句
・
四
字
句
へ
の
返
り
点　
　
　

古
田
島
洋
介
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授　

日
中
比
較
文
学

三
字
句
・
四
字
句
へ
の
返
り
点

―

〈
附
説
〉『
論
語
』
陽
貨
「
三
年
之
愛
」
文
の
訓
読
に
つ
い
て

古
田
島
洋
介＊

　

現
行
の
返
り
点
法
は
、
レ
点
の
用
法
を
厳
格
に
規
定
し
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
、
訓

読
者
に
よ
る
ば
ら
つ
き

0

0

0

0

を
ほ
と
ん
ど
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
厳
格
な
規
定
と
は
、

次
の
よ
う
な
内
容
だ
。

　
　

レ
点　

連
続
し
た
二
字
の
上
下
を
転
倒
さ
せ
る
。

　
　
〔
付
帯
事
項
〕

ⅰ
連
続
し
た
二
字
の
上
下
を
転
倒
さ
せ
る
場
合
は
、
必
ず
レ
点
を
用
い
、
他

の
返
り
点
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

ⅱ
連
続
し
た
二
字
の
上
下
を
転
倒
さ
せ
る
以
外
の
場
合
に
、
レ
点
を
用
い
て

は
な
ら
な
）
1
（
い
。

　

一
二
点
そ
の
他
の
用
法
が
ぶ
れ
る
可
能
性
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
返
り
点
に
差

異
が
生
じ
る
場
面
は
、
大
半
が
レ
点
が
ら
み
の
た
め
、
右
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
る

か
ぎ
り
、
だ
れ
が
付
け
て
も
同
じ
返
り
点
に
な
る
は
ず
だ
。
現
行
の
返
り
点
法
は
、

ほ
ぼ
機
械
的
な
処
理
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
例
の
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
が
現
れ
る
と
、
返
り
点
が
ふ
ら
つ
く
お
そ
れ
無
し
と
し

な
い
。
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
は
返
り
点
の
補
助
符
号
と
は
い
え
、
下
か
ら
上
に
返
る
機
能
を
持

つ
返
り
点
に
、
上
か
ら
下
へ
と
つ
な
げ
る
機
能
を
持
つ
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
が
か
ら
む
と
、
つ

い
返
り
点
を
付
け
る
手
も
と
が
狂
い
や
す
い
か
ら
だ
。
右
に
「
ほ
ぼ

0

0

機
械
的
な
」
と

及
び
腰
に
記
し
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
が
ら
み
と
な
れ
ば
、
二
字
句
へ
の
返
り
点
で
も
面
倒
が
起
こ
り
う
る
。

　

・
軽
狽

蔑ス

臣
下ヲ
蚤

（
臣し
ん

下か

を
軽け
い

蔑べ
つ

す
）

　
「
下
」
か
ら
「
軽
」
に
返
る
の
だ
か
ら
、
一
二
点
の
位
置
は
動
か
な
い
。
も
っ
と

も
、
一
二
点
を
打
っ
た
だ
け
で
は
、「
軽
」
と
「
蔑
」
が
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、

「
軽
蔑
」
を
熟
語
と
し
て
読
む
と
な
る
と
、
右
の
よ
う
に
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
付
け
る
し
か

な
い
わ
け
だ
。
単
に
二
字
句
に
返
す
だ
け
で
あ
れ
ば
、
原
則
そ
の
ま
ま
で
解
決
が
利

く
。

　

問
題
が
起
こ
る
の
は
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
付
け
た
二
字
句
か
ら
、
さ
ら
に
上
に
返
る
場

合
で
あ
る
。

　

・
患フ
把

所
狽

以ヲ

立ツ
蚤

（
立た

つ
所ゆ
ゑ
ん以

を
患う
れ

ふ
）

　

一
点
「
立
」
か
ら
二
点
「
所
」
に
返
り
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
「
以
」
に
下お

り
て

「
所ゆ
ゑ
ん以
」
と
読
む
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
「
以
」
か
ら
上
方
の
「
患
」
に
返
る
の
で
あ

る
か
ら
、「
患
」
と
「
以
」
が
連
続
し
た
二
字
で
な
い
以
上
、「
患
」
に
は
三
点
で
進

む
こ
と
に
な
る
。
原
則
ど
お
り
に
事
を
運
べ
ば
、
右
の
よ
う
な
返
り
点
に
な
る
は
ず
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。

　

と
こ
ろ
が
、
殊
に
歴
史
学
・
古
文
書
学
の
方
面
で
は
、
現
に
左
の
よ
う
な
返
り
点

も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

・
患フ
覗

所
狽

以ヲ

立ツ
蚤

（
同
右
）

　

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
結
ん
だ
「
所
以
」
を
一
字
の
ご
と
く
見
な
し
、
レ
点
で
「
患
」
に
返

っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
返
り
点
は
、
レ
点
の
用
法
に
例
外
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
た

め
、
甚
だ
好
ま
し
か
ら
ぬ
印
象
だ
。
レ
点
の
用
法
を
「
連
続
し
た
二
字
の
上
下
を
転

倒
さ
せ
る
」
と
規
定
す
る
か
ぎ
り
、
右
の
レ
点
で
は
「
所
」
か
ら
「
患
」
に
返
す
こ

と
に
な
り
、「
所
以
」
の
「
以
」
か
ら
「
患
」
に
は
返
れ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
）
2
（
る
。

　

な
ぜ
レ
点
の
用
法
く
ら
い
統
一
で
き
な
い
の
か
。
遺
憾
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い

が
、
訓
点
中
の
訓
点
た
る
返
り
点
の
不
統
一
す
ら
問
題
視
さ
れ
ぬ
ほ
ど
漢
文
教
育
が

衰
退
し
て
い
る
の
が
実
情
な
の
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
種
の
問
題
と
て
、
元
は
と
言
え
ば
、
返
り
点
に
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
が
か

ら
ま
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
さ
ら
に

字
数
が
増
え
た
場
合
、
す
な
わ
ち
三
字
句
・
四
字
句
に
返
し
て
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
付
け
る

場
面
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
も
し
三
字
句
・
四
字
句
に
返
り
、
さ

ら
に
上
に
返
す
さ
い
の
合
理
的
な
措
置
が
確
定
で
き
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
二
字
句
か

ら
上
に
返
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
何
ら
か
の
統
一
方
針
が
見
出
だ
せ
る
だ
ろ

う
と
の
算
段
だ
。
理
屈
の
う
え
で
は
五
字
句
・
六
字
句
…
…
も
あ
り
得
る
は
ず
だ
が
、

未
だ
実
例
を
目
に
し
て
い
な
い
。

一　

三
字
句
へ
の
返
り
読
み

　

手
始
め
と
し
て
、
単
に
三
字
句
に
返
す
だ
け
の
場
合
に
つ
い
て
返
り
点
を
確
認
し

て
お
こ
う
。

・
今
臣
生
十
狽

二-

歳
於
茲
蚤

矣
（
今い
ま 

臣し
ん 

生う

ま
れ
て
茲こ
こ

に
十じ
ふ

二に

歳さ
い

な
り
）

　
　

＊
『
戦
国
策
』
秦
五

・
蓋
三
狽

百-

年
于
此
蚤

矣
（
蓋け
だ

し
此こ
こ

に
三さ
ん

百び
や

年く
ね
んな
り
）

　
　

＊
〔
宋
〕
蘇
軾
「
潮
州
韓
文
公
廟
碑
」

　

い
ず
れ
も
数
詞
の
三
字
句
に
返
る
例
で
あ
る
。「
茲
」
か
ら
「
十
」
へ
、
ま
た

「
此
」
か
ら
「
三
」
へ
返
る
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
点
の
位
置
は
不
動
だ
。

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
二
つ
連
用
す
る
の
も
、
三
字
か
ら
成
る
数
詞
を
読
む
に
は
最
も
穏
当
な

措
置
だ
ろ
う
。
厳
密
に
は
二
つ
の
数
詞
と
も
「
十
二
＋
歳
」「
三
百
＋
年
」
す
な
わ

ち
「
○
○
＋
○
」
の
語
構
成
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
切
れ
め
を
重
ん
じ
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
返
り
点
も
打
て
な
く
は
な
い
が
。

　

・
今
臣
生
十
狽

二
歳
把

於
茲
蚤

矣

　

・
蓋
三
狽

百
年
把

于
此
蚤

矣

　

ど
ち
ら
の
三
点
と
も
、
間
が
抜
け
た
よ
う
な
空
振
り
の
印
象
を
否
め
ま
い
。
好
ん

で
付
け
る
類
の
返
り
点
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
例
を
挙
げ
れ
ば

―　

・
奴
狽

虜-
使
之
蚤

（
之こ
れ

を
奴ど

虜り
よ

使し

す
）　

＊
『
史
記
』
項
羽
本
紀

　

や
は
り
一
二
点
の
位
置
は
変
え
よ
う
が
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
名
詞
「
奴
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虜
」
が
副
詞
に
転
用
さ
れ
て
動
詞
「
使
」
に
載
り
、
全
体
と
し
て
動
詞
に
な
っ
た
三

字
句
で
あ
る
た
め
、「
奴
虜
」
に
送
り
仮
名
「
ト
シ
テ
」
ま
た
は
「
ノ
ゴ
ト
ク
」
を

付
け
、
左
の
よ
う
に
訓
読
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

・
奴
虜
使
覗

之
（
奴ど

虜り
よ

と
し
て
之こ
れ

を
使つ
か

ふ
／
奴
虜
の
ご
と
く
之
を
使
ふ
）

　

こ
う
し
た
訓
読
が
許
さ
れ
る
以
上
、「
奴
虜
使
」
が
「
奴
虜
＋
使
」
の
構
成
で
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
切
ら
ず
に
三
字
句
と
し
て
扱
う
さ
い
、
次

の
よ
う
な
返
り
点
を
打
つ
可
能
性
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
前
掲
二
例
と
同
じ
く
、
三

点
が
何
や
ら
間
の
抜
け
た
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
け
れ
ど
も
。

　

・
奴
狽

虜
使
把

之
蚤

（
之こ
れ

を
奴ど

虜り
よ

使し

す
）

　

ま
っ
た
く
同
じ
事
情
が
「
奴
僕
視
之
」
や
「
児
童
視
之
」
に
も
当
て
は
ま
る
。
い

ず
れ
も
副
詞
に
転
用
さ
れ
た
名
詞
「
奴
僕
」「
児
童
」
が
、
動
詞
「
視
」
に
冠
せ
ら

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
単
な
る
確
認
に
す
ぎ
な
い
が
、
右
と
同
一
の
操
作
を
加
え
て
み

れ
ば―・

奴
狽

僕-

視
之
蚤

（
之こ
れ

を
奴ど

僕ぼ
く

視し

す
）

　
　

＊
〔
江
戸
〕
頼
山
陽
『
日
本
外
史
』
巻
一
「
源
氏
前
記
」
平
氏

　
　

↓
奴
僕
視
覗

之
（
奴ど

僕ぼ
く

と
し
て
之こ
れ

を
視み

る
／
奴
僕
の
ご
と
く
之
を
視
る
）

　
　

↓
奴
狽

僕
視
把

之
蚤

（
之
を
奴
僕
視
す
）

・
児
狽

童-

視
之
蚤

（
之こ
れ

を
児じ

童ど
う

視し

す
）

　
　

＊
〔
江
戸
〕
頼
山
陽
『
日
本
外
史
』
巻
二
十
二
「
徳
川
氏
正
記
」
徳
川
氏
五

　
　

↓
児
童
視
覗

之
（
児じ

童ど
う

と
し
て
之こ
れ

を
視み

る
／
児
童
の
ご
と
く
之
を
視
る
）

　
　

↓
児
狽

童
視
把

之
蚤

（
之
を
児
童
視
す
）

　

同
様
に
、「
白
狽

眼-

視
人
蚤

」（
人ひ
と

を
白は
く

眼が
ん

視し

す
）
に
つ
い
て
も
、「
白
眼
視
覗

人
」

（
白は
く

眼が
ん

に
し
て
人
を
視
る
／
白
眼
も
て
人
を
視
る
）
あ
る
い
は
「
白
狽

眼
視
把

人
蚤

」

（
人
を
白
眼
視
す
）
と
変
奏
が
利
き
そ
う
だ
が
、
未
だ
漢
籍
中
に
「
白
眼
視
」
の
用

例
を
見
な
い
。
現
代
中
国
語
な
ら
ば
「
白
眼
看
人
」
と
言
う
と
こ
ろ
だ
が
、
さ
す
が

に
「
白
眼
看
」
を
音
読
み
し
て
「
人ひ
と

を
白は
く

眼が
ん

看か
ん

す
」
と
サ
変
動
詞
扱
い
す
る
気
に
は

な
れ
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
語
と
し
て
、
い
か
に
も
不
自
然
な
響
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

右
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
単
に
三
字
句
に
返
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
連
用
し
て
当
該
三
字
を
音
読
み
し
て
お
く
の
が
最
も
自
然
で
あ
る
。
語

構
成
を
重
ん
じ
て
三
点
ま
で
用
い
る
方
法
を
支
持
す
る
向
き
は
皆
無
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
三
字
句
に
返
っ
た
後
、
さ
ら
に
上
に
返
る
場
合
は
ど
う
か
。

・
越
雖
巴

蛮
夷
芭

其
先
豈
嘗
有
把

大
狽

功-

徳
於
民
蚤

哉
、
何
其
久
也
。

　
　

＊
『
史
記
』
東
夷
列
伝

（
越ゑ
つ

は
蛮ば
ん

夷い

と
雖い
へ
ども

、
其そ

の
先せ
ん 

豈あ

に
嘗か
つ

て
民た
み

に
大だ
い

功こ
う

徳と
く

有あ

り
し
か
、
何な
ん

ぞ
其そ

れ
久ひ
さ

し
き
や
）

　
「
豈
」
が
感
嘆
を
表
す
一
文
で
あ
る
。「
民
」
か
ら
「
大
」
へ
の
一
二
点
は
動
か
な

い
。
そ
し
て
、
単
に
三
字
句
へ
返
っ
た
場
合
と
同
じ
く
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
連
用
し
て

「
大
功
徳
」
三
字
を
つ
な
ぎ
、
そ
こ
か
ら
三
点
で
「
有
」
に
返
し
て
い
る
。
こ
れ
は

こ
れ
で
穏
当
な
返
り
点
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、「
大
功
徳
」
は
、
だ
れ
が
見
て
も
「
大
＋
功
徳
」（
大
い
な
る
功
徳
）

す
な
わ
ち
「
○
＋
○
○
」
と
い
う
語
構
成
だ
。
そ
れ
は
、
類
似
し
た
表
現
を
持
つ

「
有
把

功
狽

徳
於
民
蚤

者
、
加
覗

地
進
覗

律
」（
民た
み

に
功こ
う

徳と
く

有あ

る
者も
の

は
、
地ち

を
加く
は

へ
律り
つ

を
進す
す
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む
／
『
礼
記
』
王
制
）
を
一
瞥
し
て
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
次
の
よ
う
な

返
り
点
も
打
て
る
は
ず
で
あ
る
。

　

・
其
先
豈
嘗
有
播

大
巴

功
杯

徳
於
民
蚤

哉
、
何
其
久
也
。

　

単
に
三
字
句
に
返
す
場
合
は
、
三
点
が
い
か
に
も
虚
し
く
映
っ
た
が
、
こ
こ
で
の

三
点
は
、
返
し
ど
こ
ろ
の
四
点
が
上
方
に
あ
る
だ
け
虚
し
さ
が
減
じ
る
だ
ろ
う
。
似

た
事
情
が
次
の
例
に
も
当
て
は
ま
る
。

　

・
有
把

楚
狽

大-

夫
於
此
蚤

（
此こ
こ

に
楚そ

の
大た
い

夫ふ

有あ

り
）　

＊
『
孟
子
』
滕
文
公
下

　

・
有
播

楚
巴

大
杯

夫
於
此
蚤

（
同
右
）

　

だ
れ
の
目
に
も
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
連
用
し
た
前
者
の
ほ
う
が
読
み
や
す
い
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、「
楚
＋
大
夫
」（
楚
の
大
夫
）
す
な
わ
ち
「
○
＋
○
○
」
と
い
う
語
構
成

を
素
直
に
反
映
さ
せ
た
と
考
え
れ
ば
、
後
者
の
返
り
点
に
も
そ
れ
な
り
の
合
理
性
が

あ
る
わ
け
だ
。
後
者
の
三
点
も
、
落
ち
着
き
先
の
四
点
が
あ
る
だ
け
に
、
空
振
り
の

印
象
は
与
え
な
い
は
ず
だ
。

　

何
や
ら
屁
理
屈
を
こ
ね
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
徒
ら

に
事
を
複
雑
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
に
、
次
の
よ
う
な
例
に
な
る
と
、
四

点
ま
で
用
い
る
方
式
も
な
か
な
か
侮
り
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

・
夫
庸
知
把

其
年
之
先
狽

後-

生
於
吾
蚤

乎　

＊
〔
唐
〕
韓
愈
「
師
説
」

（
夫そ

れ
庸な
ん

ぞ
其そ

の
年と
し

の
吾わ
れ

よ
り
先せ
ん

後こ
う

生せ
い

な
る
を
知し

ら
ん
や
）

　

た
し
か
に
、
取
り
敢
え
ず
は
、
こ
う
し
た
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
の
連
用
方
式
こ
そ
が
穏
当
だ

ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
訓
読
が
意
味
の
表
出
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
か
と
な
る
と
、

甚
だ
眉
唾
物
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
だ
れ
が
読
ん
で
も
「
其
の
年
の
吾
よ

り
先
後
生
な
る
」
が
日
本
語
と
し
て
意
味
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
先
後

生
」
な
ぞ
と
い
う
三
字
熟
語
は
存
在
し
な
い
。
も
し
一
見
し
て
理
解
で
き
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
こ
の
有
名
な
例
文
に
よ
っ
て
、
ど
こ
ぞ
で
解
釈
を
学
ん
だ
こ

と
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。「
先
後
生
」
と
は
、「
先
生
」
と
「
後
生
」
を
合
成
か
つ
縮

約
し
た
表
現
で
、「
或
先
生
或
後
生
」（
或あ
る

い
は
先さ
き

に
生う

ま
れ
或あ
る

い
は
後の
ち

に
生う

ま
る
る

を
）
と
言
う
に
等
し
い
。
要
す
る
に
「（
自
分
よ
り
も
）
年
上
な
の
か
年
下
な
の
か
」

と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
枉
が
り
な
り
に
も
反
映
さ
せ
れ
ば
、
実
際
、
次
の
よ
う

に
訓
読
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

・
夫
庸
知
播

其
年
之
先
狽

後
生
把

於
吾
蚤

乎

（
夫そ

れ
庸な
ん

ぞ
其そ

の
年と
し

の
吾わ
れ

に
先せ
ん

後ご

し
て
生う

ま
る
る
こ
と
を
知し

ら
ん
や
）

　

こ
れ
は
往
時
の
訓
読
で
、
返
り
点
も
右
の
よ
う
に
な
っ
て
い
）
3
（

る
。「
先
後
生
」
を

「
先
後
し
て
生
ま
る
」
す
な
わ
ち
「
先
後
＋
生
」
と
切
り
、「
先
後
」
を
音
読
み
、

「
生
」
を
訓
読
み
し
た
以
上
、「
先
狽

後-

生
」
と
つ
な
げ
て
読
む
気
に
な
れ
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
こ
れ
で
一
つ
の
訓
読
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
訓
読
を
も

許
容
す
る
た
め
に
は
、
三
字
句
を
切
っ
て
三
四
点
を
用
い
る
方
式
を
も
認
め
る
し
か

あ
る
ま
い
。「
と
に
か
く
三
字
句
は
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
連
用
し
て
機
械
的
に
つ
な
い
で
し

ま
え
ば
よ
い
」
で
は
事
が
す
ま
な
い
わ
け
だ
。

　

以
上
、
三
字
句
に
返
る
さ
い
の
方
針
は
、
暫
く
左
の
ご
と
く
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

①
三
字
句
に
返
る
だ
け
の
場
合
は
、
単
に
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
連
用
し
て
三
字
を
つ
な



�

三
字
句
・
四
字
句
へ
の
返
り
点　
　
　

古
田
島
洋
介

げ
れ
ば
よ
い
。

②
三
字
句
に
返
り
、
さ
ら
に
上
へ
と
返
す
場
合
は
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
連
用
し
て
三

字
を
つ
な
げ
て
も
よ
く
、「
○
○
＋
○
」
ま
た
は
「
○
＋
○
○
」
の
語
構
成

に
従
っ
て
切
り
、「
○-

○
」
お
よ
び
「
○
」
そ
れ
ぞ
れ
に
返
り
点
を
付
け
て

も
よ
い
。

二　

四
字
句
へ
の
返
り
読
み

　

四
字
句
に
返
す
の
は
、
か
え
っ
て
三
字
句
よ
り
も
例
が
多
い
か
と
見
受
け
る
。
ま

ず
は
語
構
成
を
重
ん
じ
た
方
式
の
返
り
点
を
以
て
用
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
三
字
句

と
は
異
な
り
、
四
字
句
の
場
合
は
、
四
字
を
語
構
成
に
従
っ
て
二
字
ず
つ
に
切
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
返
り
点
を
打
つ
の
が
一
般
的
か
と
思
わ
れ
る
。
五
つ
だ
け
例
を
挙
げ
て

お
く
。

・
三
狽

令
五
杯

申
之
蚤　

＊
『
史
記
』
孫
子
呉
起
列
）
4
（

伝

　
　
（
之こ
れ

に
三さ
ん

令れ
い

五ご

申し
ん

す
）

・
其
畏
狽

悪
厳
杯

尊
秦
蚤

也
明
矣　

＊
『
戦
国
策
』
魏
二

　
　
（
其そ

の
秦し
ん

を
畏ゐ

悪を

厳げ
ん

尊そ
ん

す
る
や
明あ
き

ら
か
な
り
）

・
重
狽

賞
尊
杯

爵
之
蚤　

＊
『
六
韜
』
文
韜
「
上
賢
」

　
　
（
之こ
れ

を
重
ぢ
ゆ
う

賞し
や
う

尊そ
ん

爵し
や
くす

）

・
或
掣
狽

掣
洩
杯

洩
於
裸
人
之
国
芭

或
汎
狽

汎
愁
杯

愁
於
黒
歯
之
邦
蚤

　
　

＊
〔
晋
〕
木
華
「
海
賦
」

　
　
（
或あ
る

い
は
裸ら

人じ
ん

の
国く
に

に
掣せ
い

掣せ
い

洩え
い

洩え
い

し
、
或あ
る

い
は
黒こ
く

歯し

の
邦く
に

に
汎は
ん

汎は
ん

愁い
う

愁い
う

す
）

・
鱷
魚
之
涵
狽

淹
卵
杯

育
於
此
芭

亦
固
其
所　

＊
〔
唐
〕
韓
愈
「
鰐
魚
文
」

　
　
（
鱷が
く

魚ぎ
よ

の
此こ
こ

に
涵か
ん

淹え
ん

卵ら
ん

育い
く

す
る
も
、
亦ま

た
固も
と

よ
り
其そ

の
所と
こ
ろな
り
）

　

も
っ
と
も
、
前
述
の
ご
と
く
、
時
と
し
て
異
な
っ
た
返
り
点
法
を
用
い
る
歴
史

学
・
古
文
書
学
の
方
面
で
は
、
や
は
り
異
な
る
方
式
が
一
般
の
よ
う
だ
。
左
の
ご
と

き
返
り
点
の
ほ
う
が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。

　

・
収
狽

蔵-

愛-

惜
之
蚤　

（
之こ
れ

を
収し
う

蔵ざ
う

愛あ
い

惜せ
き

す
）

　

・
区
狽

処-

分-

置
倭
人
蚤

（
倭わ

人じ
ん

を
区く

処し
よ

分ぶ
ん

置ち

す）5
（

）

　

こ
の
方
式
に
則
れ
ば
、
右
掲
の
五
例
も
次
の
よ
う
に
返
り
点
を
打
つ
こ
と
に
な
ろ

う
。
い
ず
れ
も
訓
読
に
変
更
は
生
じ
ず
、
書
き
下
し
文
も
完
全
に
一
致
す
る
が
。

　

・
三
狽

令-

五-

申
之
蚤

　

・
其
畏
狽

悪-

厳-

尊
秦
蚤

也
明
矣

　

・
重
狽

賞-

尊-

爵
之
蚤

　

・
或
掣
狽

掣-

洩-

洩
於
裸
人
之
国
芭

或
汎
狽

汎-

愁-

愁
於
黒
歯
之
邦
蚤

　

・
鱷
魚
之
涵
狽

淹-

卵-

育
於
此
芭

亦
固
其
所

　

四
字
句
の
返
り
点
は
、
た
と
え
二
字
ず
つ
に
切
っ
て
も
、
二
字
ゆ
え
に
音
読
み
し

て
し
ま
う
の
が
通
例
で
あ
り
、
訓
読
み
を
交
え
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
語

構
成
を
重
ん
じ
て
二
字
ず
つ
に
切
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
返
り
点
を
付
け
る
か
、
ま
た
は

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
三
つ
連
用
し
て
四
字
す
べ
て
を
つ
な
げ
て
し
ま
う
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
。
二
種
の
方
式
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
け
ば
十
分
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
了
解
が
ぐ
ら
つ
き
、
現
に
珍
妙
な
返
り
点
が
飛
び
出
す
場

面
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
こ
う
。
決
し
て
珍
本
と
称
す
べ
き
書
籍
に
見

ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
。
何
と
『
論
語
』
の
一
節
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
常
識
を
踏
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み
に
じ
る
よ
う
な
返
り
点
が
出
回
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
左
の
一
文
で
あ
る
。

・
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎　

＊
『
論
語
』
陽
貨

（
其そ

の
父ふ

母ぼ

に
三さ
ん

年ね
ん

の
愛あ
い

有あ

る
か
）

　

こ
れ
も
四
字
句
に
返
る
例
の
一
た
る
を
失
わ
な
い
。「
其
父
母
」
か
ら
四
字
句

「
三
年
之
愛
」
に
返
り
、
さ
ら
に
上
の
「
有
」
へ
と
返
す
例
で
あ
る
。
字
を
逐
え
ば
、

「
母
」
に
一
点
、「
三
」
に
二
点
を
打
ち
、
三
つ
の
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
「
三
年
之
愛
」
四
字

を
連
結
、
最
後
に
三
点
で
「
有
」
に
返
す
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
は
ず
だ
。

　

・
有
把

三
狽

年-

之-

愛
於
其
父
母
蚤

乎

　

も
し
ぶ
れ

0

0

が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、「
三
年
之
愛
」
に
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
付
け
る
場
面
だ

け
に
違
い
な
い
。
四
字
ゆ
え
二
字
ず
つ
に
切
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
下
二
字
「
之

愛
」
が
熟
語
と
は
言
い
が
た
い
の
で
、「
三
狽

年
之
杯

愛
」
と
返
り
点
を
付
け
て
み
て

も
、
さ
す
が
に
不
自
然
な
印
象
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、「
三
年
＋
之
＋
愛
」
と
切
る

と
、
語
構
成
に
こ
そ
忠
実
な
も
の
の
、
ま
す
ま
す
返
り
点
が
複
雑
化
し
て
「
三
狽

年

之
把

愛
播

」
と
な
っ
て
し
ま
い
、
こ
れ
ま
た
甚
だ
し
い
違
和
感
を
拭
え
な
い
。
そ
こ
で
、

や
は
り
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
連
用
し
、
結
局
「
三
狽

年-

之-

愛
」
で
妥
協
し
て
お
く
の
が
穏

当
な
態
度
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
で
あ
る
。
巷
間
の
『
論
語
』
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
ま
っ
た
く
基
本

を
わ
き
ま
え
な
い
返
り
点
が
横
行
し
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
返
り

点
で
あ
る
（
例
文
の
右
肩
に
付
け
た
＊
は
、
現
行
の
返
り
点
法
に
鑑
み
て
、
誤
っ
た

返
り
点
を
意
味
す
る
）。

・
＊
有
把

三-

年-

之-

愛
巴

於
其
父
母
蚤

乎）6
（
　

（
其そ

の
父ふ

母ぼ

に
三さ
ん

年ね
ん

の
愛あ
い

有あ

る
か
）

　
「
母
」
に
一
点
を
付
け
て
お
き
な
が
ら
、
次
に
読
ん
で
い
る
「
三
」
に
二
点
を
打

た
ず
、
な
ん
と
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
連
結
し
た
「
三-

年-

之-

愛
」
の
「
愛
」
に
二
点
を
添

え
て
い
る
。
こ
の
伝
で
ゆ
け
ば
、
例
の
「
吾 

日
に
吾
が
身
を
三
省
す
」（『
論
語
』

学
而
）
の
返
り
点
も
「
＊

吾
日
三-

省
巴

吾
身
蚤

」
と
な
り
そ
う
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
正
し
く
「
吾
日
三
狽

省
吾
身
蚤

」
と
付
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
腑
に
落
ち
ぬ
話
だ
。

注
解
者
が
自
身
で
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
連
用
し
た
四
字
句
「
三-

年-

之-

愛
」
に
自
ら
驚
き
、

混
乱
を
来
た
し
た
結
果
、
つ
い
二
点
を
打
つ
と
き
に
手
も
と
が
狂
っ
た
と
し
か
思
え

な
い
。

　

ま
た
、
他
の
一
書
も
「
そ
の
父
母
に
三
年
の
愛
有
る
か
？
」
と
書
き
下
し
な
が
ら
、

な
ぜ
か
左
の
よ
う
に
返
り
点
を
打
っ
て
い
る
。

　

・
＊
有
巴

三
年
之
愛
於
其
父
母
蚤

乎）7
（

　

こ
の
返
り
点
に
従
っ
て
「
そ
の
父
母
に
三
年
の
愛
有
る
か
？
」
と
訓
読
で
き
る
と

す
れ
ば
、
神
業
な
ら
ぬ
離
れ
業
で
あ
ろ
う
。
憶
測
す
る
に
、
当
初
は
「
三
年
の
愛
を

そ
の
父
母
に
有
す
る
か
？
」
と
で
も
書
き
下
し
、
そ
れ
に
符
合
す
る
返
り
点
を
付
け

て
お
き
な
が
ら
、
後
日
、
書
き
下
し
文
を
「
そ
の
父
母
に
三
年
の
愛
有
る
か
？
」
に

変
更
、
た
だ
し
返
り
点
は
改
め
る
の
を
失
念
し
た
、
と
い
う
仕
儀
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
右
の
二
書
は
、
誤
り
が
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
点
で
、
ま
だ
し
も
で

あ
る
。
な
に
し
ろ
、
少
し
時
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
書
き
下
し
文
も
通
釈
も
な
い
ま
ま
、

単
に
次
の
よ
う
な
返
り
点
を
示
し
た
だ
け
の
書
物
さ
え
あ
る
の
だ
か
ら
。



�

三
字
句
・
四
字
句
へ
の
返
り
点　
　
　

古
田
島
洋
介

　

・
＊
有
播

三
杯

年
之
愛
巴

於
其
父
母
蚤

乎）8
（

　

正
直
な
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
に
訓
読
し
て
い
る
の
か
、
私
に
は
理
解
で
き
な
い
。

律
儀
に
返
り
点
を
逐
え
ば
、「
之こ
れ

其
の
父
母
を
愛
す
る
こ
と
三
年
有
り
や
」
と
で
も

読
む
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
一
瞬
も
っ
と
も
ら
し
く
響
く
か
も
し
れ
ぬ
が
、
文
法
上
は

無
理
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
読
み
方
だ
。
た
ぶ
ん
、
二
点
と
三
点
が
誤
植
ゆ
え
に

入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
本
来
は
「
有
播

三
狽

年-

之-

愛
把

於
其
父
母
蚤

乎
」
す
な
わ
ち

「
其そ

の
父ふ

母ぼ

に
三さ
ん

年ね
ん

の
愛あ
い

有あ

る
か
」
と
訓
読
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る

が
。
こ
の
想
像
が
正
鵠
を
射
て
い
る
と
す
れ
ば
、
吟
味
す
べ
き
は
「
愛
」
に
三
点
を

付
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
だ
け
と
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
行
の
返
り

点
法
に
よ
れ
ば
、「
愛
」
の
三
点
は
不
要
と
の
結
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
返
り
点
の
誤
謬
が
漢
籍
の
代
表
中
の
代
表
と
も
称
す

べ
き
『
論
語
』
に
見
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
ま
こ
と
に
暗
澹
た
る
心
持
ち
で
あ
る
。
せ

め
て
各
種
の
文
庫
版
『
論
語
』
が
正
し
い
返
り
点
を
提
供
し
て
い
て
く
れ
れ
ば
と
思

う
の
だ
が
、
文
庫
版
は
文
庫
ゆ
え
の
紙
面
の
制
約
が
あ
る
た
め
か
、
訓
点
す
な
わ
ち

返
り
点
や
送
り
仮
名
を
省
略
し
て
い
る
の
が
常
態
だ
。
も
し
当
該
の
一
文
に
つ
い
て

返
り
点
に
関
す
る
疑
問
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
た
だ
ち
に
何
ら
か
の
書
物
で
解
決
で

き
る
か
ど
う
か
。
ま
さ
に
現
今
の
漢
文
学
習
の
衰
弱
を
象
徴
す
る
よ
う
な
お
寒
い
話

で
あ
る
。三　

ま
と
め

　

現
行
の
返
り
点
法
は
、
お
そ
ら
く
漢
文
の
教
員
で
さ
え
大
半
が
目
に
し
た
こ
と
の

な
い
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
二
十
九
日
付
《
官
報
》
第
八
六
三
○
号
所

載
の
文
部
省
「
漢
文
教
授
ニ
関
ス
ル
調
査
報
）
9
（

告
」
に
基
づ
き
、
あ
と
は
適
宜
に
訓
読

者
が
工
夫
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
を
去
る
こ
と
一
百
年
と
な
れ
ば
、

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
な
ぞ
初
心
者
の
た
し
な
み
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
省
略
、
当
該
報
告
書
の

〔
返
点
法
〕
第
三
が
提
供
す
る
返
り
点
計
十
例
の
う
ち
、
例
文
（
七
）（
九
）（
十
）

は
三
字
句
・
四
字
句
へ
の
返
り
点
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

・
奴
巴

僕
視
之
蚤

・
欲
播

取
巴

捨
斟
把

酌
之
蚤

・
未
覇

嘗
不
播

嘆
巴

息
痛
把

恨
於
桓
霊
蚤

也

　

第
一
例
は
、
す
で
に
三
字
句
の
例
と
し
て
採
り
上
げ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を

付
け
て
書
き
下
し
文
を
添
え
れ
ば
、
左
の
ご
と
く
に
な
ろ
う
。

・
奴
狽

僕-

視
之
蚤

（
之こ
れ

を
奴ど

僕ぼ
く

視し

す
）

・
欲
播

取
狽

捨
斟
杯

酌
之
蚤

（
之こ
れ

を
取し
ゆ

捨し
や

斟し
ん

酌し
や
くせ

ん
と
欲ほ
つ

す
）

・
未
覇

嘗
不
播

嘆
狽

息
痛
杯

恨
於
桓
霊
蚤

也

　
　

（
未い
ま

だ
嘗か
つ

て
桓く
わ

霊ん
れ
いに

歎た
ん

息そ
く

痛つ
う

恨こ
ん

せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
）

　

要
す
る
に
、
三
字
句
に
つ
い
て
は
「
単
に
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
連
用
し
て
三
字
を
つ
な

げ
」、
四
字
句
に
つ
い
て
は
「
二
字
ず
つ
熟
語
に
分
か
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号

を
付
け
よ
」
と
の
指
示
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
《
諸
橋
大
漢
和
》
す
な
わ
ち
『
大
漢
和

辞
典
』（
大
修
館
書
店
）
や
『
広
漢
和
辞
典
』（
同
）
を
は
じ
め
、
諸
々
の
辞
典
・
書

籍
が
原
則
と
し
て
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
右

の
二
種
の
指
示
は
互
い
に
異
な
っ
た
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
。

　

三
字
句
に
関
す
る
指
示
の
原
理
は
、
い
わ
ば
便
宜
主
義
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
。
と
に

か
く
三
字
句
を
読
み
下
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
事
足
れ
り
、
片
や
〈
○
○
＋
○
〉
の
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
号　

二
〇
一
二
年

語
構
成
に
よ
る
「
奴
僕
＋
視
」
あ
る
い
は
「
十
二
＋
歳
」「
三
百
＋
年
」「
奴
虜
＋

使
」「
児
童
＋
視
」「
先
後
＋
生
」
に
せ
よ
、
片
や
〈
○
＋
○
○
〉
の
語
構
成
に
よ
る

「
大
＋
功
徳
」「
楚
＋
大
夫
」
に
せ
よ
、
す
べ
て
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
つ
な
げ
て
し
ま
え
ば
よ

い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
四
字
句
に
関
す
る
指
示
の
原
理
は
、
い
わ
ば
語
構
成
主
義
と
呼

べ
る
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
四
字
句
を
二
つ
の
熟
語
に
分
け
て
〈
○
○

＋
○
○
〉
の
語
構
成
と
し
、「
取
捨
＋
斟
酌
」「
嘆
息
＋
痛
恨
」
ま
た
は
「
三
令
＋
五

申
」「
畏
悪
＋
厳
尊
」「
掣
掣
＋
洩
洩
」「
重
賞
＋
尊
爵
」「
涵
淹
＋
卵
育
」
の
よ
う
に

解
す
る
わ
け
だ
。

　

そ
し
て
、
三
字
句
・
四
字
句
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
、
す
べ
て
右
の
二
つ
の
原
理
間

の
矛
盾
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
有
把

楚
狽

大-

夫
於
此
蚤

」（
此こ
こ

に
楚そ

の
大た
い

夫ふ

有あ

り
）
は
便
宜
主
義
に
よ
る
返
り
点
、

「
有
播

楚
巴

大
杯

夫
於
此
蚤

」（
同
）
は
語
構
成
主
義
に
よ
る
返
り
点
だ
。「
…
先
狽

後-

生

於
吾
蚤

乎
」（
吾わ
れ

よ
り
先せ
ん

後こ
う

生せ
い

な
る
を
…
）
と
「
…
先
狽

後
生
把

於
吾
蚤

乎
」（
…
吾わ
れ

に
先せ
ん

後ご

し
て
生う

ま
る
る
こ
と
を
）
に
つ
い
て
も
事
の
本
質
に
違
い
は
な
く
、
前
者
は
便
宜

主
義
、
後
者
は
語
構
成
主
義
に
基
づ
く
返
り
点
で
あ
る
。

　

ま
た
、
歴
史
学
・
古
文
書
学
な
ど
が
採
用
し
て
い
る
「
収
狽

蔵-

愛-
惜
之
蚤

」（
之こ
れ

を
収し
う

蔵ざ
う

愛あ
い

惜せ
き

す
）「
区
狽

処-

分-

置
倭
人
蚤

」（
倭わ

人じ
ん

を
区く

処し
よ

分ぶ
ん

置ち

す
）
な
ど
は
、
三
字

句
に
つ
い
て
の
便
宜
主
義
を
四
字
句
に
も
適
用
し
た
だ
け
の
方
式
に
す
ぎ
な
い
。

『
論
語
』
陽
貨
「
有
把

三
狽

年-

之-

愛
於
其
父
母
蚤

乎
」（
其そ

の
父ふ

母ぼ

に
三さ
ん

年ね
ん

の
愛あ
い

有あ

る

か
）
で
諸
書
の
返
り
点
が
よ
ろ
け
た
の
も
、
熟
語
を
頼
み
と
す
る
語
構
成
主
義
が

「
三
年
之
愛
」
に
は
今
一
つ
通
じ
ぬ
た
め
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
前

掲
の
服
部
宇
之
吉
氏
の
手
に
成
る
「
＊
有
播

三
杯

年
之
愛
巴

於
其
父
母
蚤

乎
」
と
い
う
返

り
点
だ
。
何
を
隠
そ
う
、
服
部
氏
は
「
漢
文
教
授
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
」
に
お
け
る

調
査
員
の
代
表
者
な
の
で
あ
る
。
二
つ
の
熟
語
に
分
か
つ
語
構
成
主
義
が
「
三
年
之

愛
」
に
通
用
し
な
か
っ
た
こ
と
を
自
ら
告
白
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
こ
う

し
た
『
論
語
』
の
例
す
ら
念
頭
に
置
か
ぬ
ま
ま
報
告
に
及
ん
だ
と
し
か
言
い
よ
う
が

あ
る
ま
い
。

　

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
服
部
氏
を
難
じ
る
つ
も
り
は
毫
も
な
い
。
難
ず
べ
き
は
、
そ

れ
を
百
年
に
も
わ
た
っ
て
何
も
考
え
る
こ
と
な
く
放
置
し
て
き
た
漢
文
教
育
関
係
者

の
怠
慢
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
私
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
最
重
要

指
名
手
配
犯
の
汚
名
す
ら
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。「〈
○
狽

○
○
杯

○
〉
と
付
け
る
の
が
ふ

つ
う
で
す
が
、〈
○
狽

○-

○-

○
〉
と
つ
な
げ
て
し
ま
う
人
も
い
ま
す
」
だ
の
、「
最

終
的
に
は
返
り
点
も
慣
習
に
従
っ
て
打
つ
し
か
な
い
の
で
す
」
だ
の
と
、
よ
く
も
ま

あ
、
曖
昧
模
糊
た
る
説
明
を
臆
面
も
な
く
繰
り
返
し
て
き
た
も
の
だ
。
あ
の
世
で
の

刑
罰
に
備
え
て
の
危
機
管
理
、
み
ご
と
血
の
池
地
獄
を
渡
り
切
れ
る
よ
う
、
水
泳
の

練
習
で
も
し
て
い
る
ほ
う
が
ま
し
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
は
、
ど
う
す
る
か
。
こ
こ
ま
で
の
諸
例
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
三
字
句
は
便
宜

主
義
で
も
語
構
成
主
義
で
も
返
り
点
が
打
て
る
。
と
こ
ろ
が
、
四
字
句
に
つ
い
て
は
、

便
宜
主
義
な
ら
ば
問
題
は
生
じ
な
い
も
の
の
、
語
構
成
主
義
で
は
通
用
し
づ
ら
い
場

合
（『
論
語
』
陽
貨
「
三
年
之
愛
」）
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
二
点
の
下
に
三
点
が
位

置
す
る
と
い
う
例
外
措
置
も
、
避
け
ら
れ
る
な
ら
ば
避
け
て
お
く
に
若し

く
は
莫な

し
。

と
な
れ
ば
、
す
べ
て
に
つ
い
て
通
用
す
る
の
が
便
宜
主
義
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

三
字
句
に
つ
い
て
も
、
語
構
成
主
義
に
よ
る
返
り
点
に
比
べ
、
便
宜
主
義
に
基
づ
く

返
り
点
の
ほ
う
が
簡
明
で
読
み
や
す
い
の
は
、
だ
れ
し
も
首
肯
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

万
一
、
五
字
句
・
六
字
句
…
…
に
返
っ
て
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
付
け
る
必
要
が
生
じ
て
も
、

語
構
成
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
簡
便
に
処
理
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
便
宜
主
義
と
称
す
る
と
、
い
か
に
も
安
直
な
印
象
に
響
き
、
ど
う
せ

読
み
の
順
序
さ
え
わ
か
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
と
も
な
り
か
ね
ま
い
。
こ
れ
は
返
り
点

に
と
っ
て
甚
だ
危
険
で
あ
る
。
極
端
な
場
合
、
次
の
よ
う
な
返
り
点
を
排
斥
で
き
な
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三
字
句
・
四
字
句
へ
の
返
り
点　
　
　

古
田
島
洋
介

い
事
態
す
ら
招
き
か
ね
な
い
か
ら
だ
。

・
＊
夫
庸
知
覇

其
年
之
先
巴

後
把

生
播

於
吾
蚤

乎　
　

＊
〔
唐
〕
韓
愈
「
師
説
」

・
＊
夫
庸
知
派

其
年
之
先
狽

後-

生
杷

於
吾
蚤

乎

　

こ
れ
で
も
「
夫そ

れ
庸な
ん

ぞ
其そ

の
年と
し

の
吾わ
れ

よ
り
先せ
ん

後こ
う

生せ
い

な
る
を
知し

ら
ん
や
」
と
読
め
る

で
は
な
い
か
、
と
開
き
直
る
向
き
が
出
て
こ
ぬ
と
も
限
る
ま
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
露
骨
に
便
宜
主
義
と
称
す
る
こ
と
は
慎
み
、
語
弊
を
抑
え
る
べ
く
、

仮
に
語
順
主
義
と
で
も
呼
ん
で
お
く
の
が
穏
当
だ
ろ
う
。
返
り
点
を
教
え
る
現
場
で

は
、
三
字
句
・
四
字
句
に
返
っ
て
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
付
け
る
場
合
に
限
り
、
こ
の
語
順
主

義
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
語
構
成
主
義
に
対
峙
す
る
方
式
と
し
て
位
置
付

け
れ
ば
よ
い
。
そ
の
結
果
、『
大
漢
和
辞
典
』（
大
修
館
書
店
）
や
『
広
漢
和
辞
典
』

（
同
）
な
ど
、
日
本
を
代
表
す
る
漢
和
辞
典
の
返
り
点
に
も
修
正
を
迫
る
こ
と
に
な

る
が
、
さ
し
た
る
問
題
に
は
な
ら
ぬ
。
教
室
で
「
か
つ
て
唱
え
ら
れ
た
語
構
成
主
義

に
よ
る
返
り
点
も
行
わ
れ
て
い
る
」
と
説
明
し
、
い
く
つ
か
具
体
例
を
示
せ
ば
す
む

こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
き
れ
い
に
二
字
ず
つ
熟
語
に
分
か
て
る
と
き
に
だ
け
語
構

成
主
義
に
従
う
方
法
も
あ
る
得
る
が
、
そ
れ
こ
そ
便
宜
主
義
な
ら
ぬ
御
都
合
主
義
に

陥
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

想
え
ば
、
返
り
点
が
訓
読
の
順
序
を
示
す
符
号
で
あ
る
以
上
、
た
と
え
補
助
符
号

た
る
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
が
か
ら
ま
っ
た
と
し
て
も
、
語
順
主
義
こ
そ
が
返
り
点
の
本
来
の
機

能
に
副そ

っ
た
も
の
な
の
だ
。
語
構
成
の
問
題
は
解
釈
の
場
面
に
譲
る
こ
と
と
し
、
訓

読
の
段
階
に
お
い
て
は
、
簡
潔
な
返
り
点
お
よ
び
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
以
て
読
み
順
を
明
確

に
指
示
す
る
こ
と
こ
そ
肝
要
か
と
愚
考
す
る
。

〈
附
説
〉『
論
語
』
陽
貨
「
三
年
之
愛
」
文
の
訓
読
に
つ
い
て

　

本
論
に
記
し
た
『
論
語
』
陽
貨
「
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎
」
の
訓
読
に
関
し
て

補
足
を
加
え
て
お
く
。
こ
の
一
文
の
訓
読
は
、
訓
読
者
に
よ
っ
て
種
々
の
揺
れ
が
生

じ
、
返
り
点
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
訓
読
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
も
、
甚
だ
興
味

深
い
現
象
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
見
に
よ
る
「
複
数
訓
読
共
存
原
）
10
（
理
」
に
と
っ
て
、
文

字
ど
お
り
恰
好
の
実
例
た
る
を
失
わ
な
い
。

　

当
該
の
字
句
は
、『
論
語
』
陽
貨
も
篇
末
に
近
く
、
孔
子
が
弟
子
の
宰
予
の
「
不

仁
」
を
難
じ
た
一
節
の
な
か
に
見
え
る
。
宰
予
が
「
服
喪
の
期
間
は
三
年
が
通
例
だ

が
、
一
年
で
十
分
で
は
な
い
か
。
自
分
は
、
一
年
も
過
ぎ
れ
ば
、
贅
沢
な
衣
食
を
た

し
な
ん
で
も
痛
痒
を
感
じ
な
い
」
と
唱
え
た
の
に
対
し
、
あ
く
ま
で
三
年
の
服
喪
を

主
張
す
る
孔
子
が
「
子
は
生
ま
れ
て
か
ら
三
年
し
て
、
や
っ
と
父
母
の
懐
ふ
と
こ
ろを
離
れ
る

で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
も
踏
ま
え
て
、
服
喪
は
三
年
と
決
ま
っ
て
い
る
の
だ
」
と
言

い
、
そ
し
て
問
題
の
一
句
を
口
に
す
る
の
で
あ
る
。
正
確
に
は
、
呼
び
か
け
の
「
予

也
」
二
字
を
冠
し
た
「
予
也
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎
」
の
全
十
二
字
。
実
の
と
こ

ろ
、
こ
の
一
句
に
は
校
訂
上
の
問
題
が
あ
り
、『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
伝
〈
宰
予
〉

条
は
当
該
十
二
字
を
記
さ
ず
、《
漢
石
経
》
で
は
句
末
の
「
乎
」
字
が
な
い
。
た
だ

し
、
こ
こ
で
は
訓
読
の
問
題
だ
け
に
焦
点
を
絞
る
べ
く
、
本
文
校
訂
に
は
か
か
ず
ら

わ
ぬ
こ
と
と
し
よ
う
。
古
来
の
注
釈
を
並
べ
立
て
る
こ
と
も
放
棄
す
る
。

　

ま
ず
は
現
代
の
英
訳
に
よ
っ
て
二
種
の
解
釈
を
確
認
し
て
お
く
。

・W
as Y

ü not given three years’ love by his p

）
11
（

arents?

・D
oes Y

u have three years’ love for his p

）
12
（

arents?
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一
見
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
、「
三
年
之
愛
」three 

years’ 
love

に
連
接
す

る
前
置
詞
がby

と
な
る
かfor

と
な
る
か
で
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

〈
宰
予
も
両
親
か
ら
「
三
年
之
愛
」
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
〉
と
の
解
釈
と
、〈
宰

予
は
両
親
に
対
し
て
「
三
年
之
愛
」
を
抱
い
て
い
る
の
か
〉
と
の
解
釈
だ
。「
愛
」

の
主
体
と
客
体
が
入
れ
替
わ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
解
釈
の
相
違
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
い
く
つ
か
注
解
を
参
照
し
て

み
よ
う
。
本
文
に
既
出
の
訓
読
も
重
複
を
厭
わ
ず
に
掲
げ
る
。
今
、
本
文
に
同
じ
く
、

冒
頭
の
「
予
也
」
二
字
は
省
略
、
返
り
点
は
必
要
に
応
じ
て
語
順
主
義
に
よ
る

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
連
用
方
式
に
改
め
、
ま
た
、
要
ら
ざ
る
目
移
り
を
防
ぐ
べ
く
、
書
き
下
し

文
の
字
遣
い
も
恣
意
に
統
一
し
て
し
ま
う
。
問
題
の
一
句
の
訓
読
は
二
つ
の
型
に
分

け
ら
れ
る
よ
う
だ
。

　

第
一
は
、
語
順
の
ま
ま
に
「
三
年
之
愛
」
↓
「
父
母
」
と
読
み
下
る
型
で
あ
る
。

・
有
巴

三
年
之
愛
於
其
父
母
蚤

乎

（
三
年
の
愛
を
其
の
父
母
に
有
す
る
）
13
（

か
）

（
三
年
の
愛
を
其
の
父
母
に
有
ら
ん
）
14
（

か
）

　

訓
読
者
に
よ
っ
て
は
、「
愛
」
を
動
詞
に
訓
じ
て
「
父
母
」
か
ら
返
り
読
み
す
る

こ
と
も
あ
る
。

・
有
把

三
年
之
愛
巴

於
其
父
母
蚤

乎
（
三
年
の
其
の
父
母
に
愛を
し

む
こ
と
有
る
）
15
（

か
）

　

数
種
の
現
代
中
国
語
訳
「
対
於
他
的
父
母
、
可
也
有
三
年
的
恩
愛
去
報
答
）
16
（

嗎
？
」

「
是
不
是
也
有
三
年
的
愛
心
対
於
他
死
後
的
父
母
）
17
（

呢
？
」「
難
道
就
没
有
従
他
父
母
那

裏
得
到
有
三
年
的
撫
愛
）
18
（

嗎
？
」
な
ど
を
見
る
か
ぎ
り
、「
愛
」
を
動
詞
と
し
て
理
解

す
る
の
は
少
し
く
無
理
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
拭
い
が
た
い
け
れ
ど
も
。

　

第
二
は
、
語
順
を
転
倒
し
て
「
父
母
」
↓
「
三
年
之
愛
」
と
読
み
も
ど
す
型
で
あ

る
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
数
と
し
て
は
優
勢
の
よ
う
だ
。

・
有
把

三
狽

年-

之-

愛
於
其
父
母
蚤

乎

（
其
の
父
母
に
三
年
の
愛
有
る
）
19
（
か
）

（
其
の
父
母
に
三
年
の
愛
有
ら
ん
）
20
（
か
）

（
其
の
父
母
に
三
年
の
愛
有
り
し
）
21
（
か
）

　
「
於
」
を
置
き
字
扱
い
せ
ず
、
ま
と
も
に
訓
じ
て
い
る
訓
読
も
あ
る
。

・
有
播

三
杯

年-

之-

愛
於
巴

其
父
母
蚤

乎
（
其
の
父
母
に
於お

い
て
三
年
の
愛
有
る
）
22
（
か
）

　

以
上
、
ま
さ
に
「
複
数
訓
読
共
存
原
理
」
を
立
証
す
る
よ
う
な
あ
り
さ
ま
だ
ろ
う
。

「
こ
れ
こ
そ
訓
読
と
い
う
営
み
の
持
つ
自
由
で
豊
か
な
多
様
性
だ
」
と
感
じ
る
か
、

「
こ
れ
だ
か
ら
訓
読
は
当
て
に
な
ら
ず
、
徒
ら
に
煩
わ
し
い
だ
け
だ
」
と
思
う
か
、

一
つ
の
試
金
石
に
も
な
り
そ
う
な
景
色
で
あ
る
。

　

第
一
の
型
は
、
本
文
で
も
挙
げ
た
一
句
と
似
た
よ
う
な
感
覚
の
訓
読
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
再
掲
し
て
み
れ
ば―

・
夫
庸
知
把

其
年
之
先
狽

後-

生
於
吾
蚤

乎　

＊
〔
唐
〕
韓
愈
「
師
説
」

（
夫そ

れ
庸な
ん

ぞ
其そ

の
年と
し

の
吾わ
れ

よ
り
先せ
ん

後こ
う

生せ
い

な
る
を
知し

ら
ん
や
）

　

特
に
「
愛
」
を
動
詞
に
扱
っ
て
「
愛を
し

む
」
と
読
む
訓
読
は
、
右
を
「
…
吾
に
先
後

し
て
生
ま
る
る
を
…
」
と
訓
読
し
た
感
覚
に
近
い
か
と
思
う
。



1�

三
字
句
・
四
字
句
へ
の
返
り
点　
　
　

古
田
島
洋
介

　

第
二
の
型
は
、「
有
N1
於
N2
」
構
文
（
Ｎ
は
名
詞
）
の
定
石
に
従
っ
た
訓
読
で
あ

る
。
こ
の
構
文
は
、「
於
」
を
置
き
字
と
し
て
扱
い
、「
有リ
覗

N1
巴

於
ニN2

蚤

」
の
順
序
で

訓
読
す
る
の
が
一
般
だ
。
決
し
て
頻
度
の
低
い
構
文
で
は
な
い
。

・
有
覗

寵
巴

於
僖
公
蚤

（
僖き

公こ
う

に
寵
ち
よ
う

有あ

り
）　

＊
『
左
伝
』
荘
公
八
年

・
夫
子
固
有
把

惑
狽

志
於
公
伯
寮
蚤

（
夫ふ
う

子し 

固も
と

よ
り
公こ
う

伯は
く

寮れ
う

に
惑わ
く

志し

有あ

り
）

　
　

＊
『
論
語
』
憲
問

・
凡
有
把

四
狽

端
於
我
蚤

者
（
凡お
よ

そ
我わ
れ

に
四し

端た
ん

有あ

る
者も
の

）　

＊
『
孟
子
』
公
孫
丑
上

・
彌
子
瑕
有
覗

寵
巴

於
衛
君
蚤

（
彌び

子し

瑕か 

衛ゑ
い

の
君き
み

に
寵
ち
よ
う

有あ

り
）

　
　

＊
『
韓
非
子
』
説
難

・
我
有
把

積
狽

怨-

深-

怒
於
斉
蚤

（
我わ
れ 

斉せ
い

に
積せ
き

怨ゑ
ん

深し
ん

怒ど

有あ

り
）

　
　

＊
『
戦
国
策
』
燕
二

　

こ
の
構
文
は
存
在
表
現
の
一
種
で
あ
る
た
め
、「
有
」
が
「
無
」
と
な
る
場
合
も

あ
る
。

・
自
然
無
覗

心
巴

於
稟
受
蚤

（
自し

然ぜ
ん

は
稟ひ
ん

受じ
ゆ

に
心こ
こ
ろ

無な

し
）　

＊
『
世
説
新
語
』
文
学

・
与
巴

其
有
蝿

楽
巴

於
身
芭

孰
狽

若
無
蝿

憂
巴

於
其
心
蚤

（
其そ

の
身み

に
楽た
の

し
み
有あ

ら
ん
よ
り
は
、
其そ

の
心こ
こ
ろに
憂う
れ

へ
無な

き
に
孰い

若づ

れ
ぞ
）

＊
〔
唐
〕
韓
愈
「
送
李
愿
帰
盤
谷
序
」（『
唐
宋
八
大
家
文
読
本
』
所
収
本

文
）

　

句
末
の
「
N2
」
に
「
斯こ
こ

」
や
「
此こ
こ

」
が
入
る
の
も
、
こ
の
構
文
に
目
立
つ
例
だ
。

・
有
把

美
狽

玉
於
斯
蚤

（
斯こ
こ

に
美び
ぎ

玉よ
く

有あ

り
）　
　
　
　
　

＊
『
論
語
』
子
罕

・
今
有
把

璞
狽

玉
於
此
蚤

（
今い
ま

此こ
こ

に
璞は
く

玉ぎ
よ

有く
あ

り
）　
　
　

＊
『
孟
子
』
梁
恵
王
下

・
有
把

楚
狽

大-

夫
於
此
蚤

（
此こ
こ

に
楚そ

の
大た
い

夫ふ

有あ

り
）　　

＊
『
孟
子
』
滕
文
公
下

　

按
ず
る
に
、
問
題
の
『
論
語
』
陽
貨
「
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎
」
は
、
こ
の

「
有
N1
於
N2
」
構
文
の
一
種
と
見
な
し
、
第
二
の
型
の
よ
う
に
、「
父
母
」
↓
「
三
年

之
愛
」
と
返
っ
て
読
ん
で
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
型
の
ご
と
く
、
語
順

の
ま
ま
に
「
三
年
之
愛
」
↓
「
父
母
」
と
読
み
下
す
の
は
、
訓
読
の
慣
習
と
齟
齬
を

来
た
す
読
み
方
か
と
考
え
る
。

注（
1
）
拙
共
著
『
漢
文
訓
読
入
門
』（
共
著
者
＝
湯
城
吉
信
、
明
治
書
院
、
平
成
二
十
三
年
）
四
七
頁
。

（
2
）
以
上
、
同
右
書
／
五
○
・
五
二
・
五
四
頁
。

（
3
）
林
羅
山
﹇
諺
解
﹈
鵜
飼
石
斎
﹇
大
成
﹈『
古
文
真
宝
後
集
諺
解
大
成
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
《
漢

籍
国
字
解
全
書
》
第
十
二
巻
、
昭
和
二
年
）
一
○
六
頁
下
。
今
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
補
っ
た
。

（
4
）
水
沢
利
忠
『
史
記
』
八
／
列
伝
一
（
明
治
書
院
《
新
釈
漢
文
大
系
》
88
、
平
成
二
年
）
八
七
頁
は

「
＊
三-

令
狽

五-

申
之
蚤

」（
之
に
三
令
五
申
す
）
と
返
り
点
を
打
つ
が
、
こ
れ
は
現
行
の
返
り
点
法
で

は
認
め
ら
れ
ま
い
。「
之
」
に
一
点
を
付
け
た
以
上
、
次
に
読
む
「
三
」
に
二
点
を
打
つ
の
は
自
明

の
こ
と
で
あ
る
。

（
5
）
村
井
章
介
﹇
校
注
﹈
宋
希
璟
『
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
13
日
条
。

（
6
）
吉
田
賢
抗
『
論
語
』（
明
治
書
院
《
新
釈
漢
文
大
系
》
1
、
昭
和
三
十
五
年
／
昭
和
六
十
一
年
﹇
改

訂
﹈
二
十
二
版
）
三
九
五
頁
。
古
く
は
、
簡
野
道
明
﹇
閲
﹈
国
語
漢
文
研
究
会
﹇
編
﹈『
論
語
新
解
』

（
明
治
書
院
、
昭
和
十
年
）
二
八
○
頁
も
同
じ
。

（
7
）
藤
堂
明
保
『
論
語
』（
学
習
研
究
社
《
中
国
の
古
典
》
1
、
昭
和
五
十
六
年
）
書
き
下
し
文
＝
三
四

二
頁
／
〔
別
冊
〕
返
り
点
付
き
原
文
＝
五
三
頁
。

（
8
）
服
部
宇
之
吉
﹇
校
訂
﹈『
論
語
集
説
』（
冨
山
房
《
漢
文
大
系
》
第
一
巻
、
明
治
四
十
二
年
／
昭
和

四
十
七
年
〔
増
補
版
〕）
陽
貨
／
一
九
頁
。
今
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
を
補
っ
た
。

（
9
）
当
該
「
漢
文
教
授
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
」
は
、
簡
便
に
は
漢
詩
・
漢
文
教
材
研
究
会
﹇
編
﹈『
訓
読

百
科
』（
昌
平
社
《
漢
詩
・
漢
文
解
釈
講
座
》
別
巻
、
平
成
七
年
）
四
五
六
〜
四
六
三
頁
で
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
10
）
注
（
1
）
所
掲
書
／
九
五
頁
。

（
11
）D

. C. Lau, Confucius T
he A

nalects, Book X
V
II-21, p.179, T

he Chinese U
niversity 

Press, 1983, H
ongkong.

（
12
）Chichung H

uang, T
he A

nalects of Confucius, 17. 20, p.171, O
xford U

niversity Press, 
1997, N

ew
 Y

ork, O
xford.

（
13
）
渡
邊
末
吾
『
標
註 

論
語
集
註
』（
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
四
十
一
年
）
一
七
二
頁
。

（
14
）
加
地
伸
行
・
宇
佐
美
一
博
・
湯
浅
邦
弘
『
論
語
』（
角
川
書
店
《
鑑
賞 

中
国
の
古
典
》
2
、
昭
和

六
十
二
年
）
四
三
四
頁
。
こ
の
一
書
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
）
に
芳
名
が
見
え
る
湯
城
吉
信

氏
か
ら
御
教
示
を
辱
く
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
。

（
15
）
吉
川
幸
次
郎
『
論
語
』
下
（
朝
日
新
聞
社
《
中
国
古
典
選
》
5
、
昭
和
五
十
三
年
）
六
三
頁
。
も

と
返
り
点
ナ
シ
。
今
、
返
り
点
を
付
け
、
原
書
の
ル
ビ
「
愛お
し

む
」
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

（
16
）
陳
振
史
﹇
註
﹈『
四
書
読
本
』（
大
成
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
台
南
）
二
一
三
頁
。

（
17
）
銭
穆
『
論
語
新
解
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
八
五
年
、
成
都
）
四
三
四
頁
。

（
18
）
関
永
礼
﹇
主
編
﹈『
白
話
十
三
経
』（
済
南
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
済
南
）
一
九
三
六
頁
。

（
19
）
注
（
6
）
お
よ
び
（
7
）
所
掲
の
三
書
が
示
す
訓
読
で
あ
る
。

（
20
）
金
谷
治
﹇
訳
注
﹈『
論
語
』（
岩
波
書
店
《
岩
波
文
庫
》、
昭
和
三
十
八
年
）
二
四
七
頁
。
も
と
返
り

点
ナ
シ
。

（
21
）
加
地
伸
行
﹇
全
訳
注
﹈『
論
語
』（
講
談
社
《
講
談
社
学
術
文
庫
》、
平
成
十
六
年
）
四
○
七
頁
。
も

と
返
り
点
ナ
シ
。

（
22
）
宮
崎
市
定
『
論
語
の
新
研
究
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
九
年
）
三
五
九
頁
。
も
と
返
り
点
ナ
シ
。


