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こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
、
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
つ
と
に
加
地
伸
行

氏
が
伝
統
的
な
訓
読
に
よ
る
「
翻
訳
の
凍
結
」
の
効
用
に
強
く
注
意
を
促
し
、
吉
川

幸
次
郎
氏
の
訓
読
の
ご
と
き
「
新
訓
読
」
に
そ
れ
な
り
の
価
値
を
認
め
つ
つ
も
、

「
今
後
に
と
っ
て
江
戸
・
明
治
期
に
生
ま
れ
た
諸
訓
読
に
よ
る
凍
結
」
こ
そ
が
「
最

も
現
実
的
で
あ
り
有
用
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
し
て
い
）
1
（
た
。
ま
た
、
近
く
は
山
東
功
氏

が
「
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
漢
文
訓
読
法
の
詳
細
な
変
遷
史
な
ど
…
…
今
後
は
、

日
本
語
に
お
け
る
〈
明
治
の
訓
読
〉
に
つ
い
て
大
い
に
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
」
と
も
指
摘
し
て
い
）
2
（
る
。
幕
末
か
ら
の
変
遷
を
も
含
め
て
「
明
治
の
訓

読
」
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
、
喫
緊
の
課
題
と
称
し
て
も
過
言
で
は
あ
る

ま
い
。

　

周
知
の
ご
と
く
、
明
治
の
末
年
す
な
わ
ち
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
二

十
九
日
付
「
官
報
」
第
八
六
三
〇
号
に
、
文
部
省
「
漢
文
教
授
ニ
関
ス
ル
調
査
報

告
」（
以
下
《
明
45
調
査
報
告
》
と
略
記
す
）
が
掲
載
さ
れ
、
訓
読
に
関
す
る
諸
要

素
の
大
ま
か
な
統
一
が
図
ら
れ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
統
一
案
が
示
さ
れ
た
以
上
、
そ
れ
ま

で
不
統
一
の
状
態
が
続
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
の
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
点
に
不
統
一
が
生
じ
て
い
た
の
か
。
そ
の
不

統
一
の
程
度
は
、
甚
だ
し
い
も
の
だ
っ
た
の
か
、
軽
微
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
全
体

と
し
て
見
れ
ば
、
現
行
の
訓
読
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
異
な

る
点
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
の
か
。
江
戸
時
代
や
明
治
期
の
訓
読
を
目
に
し
た
経
験
が

あ
れ
ば
、
誰
し
も
今
日
の
訓
読
と
の
相
違
に
想
い
を
致
し
、
自
分
な
り
に
漠
然
と
し

た
イ
メ
ー
ジ
は
抱
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
時
間
の
軸
に
沿
っ
て
系

統
的
に
整
理
せ
ん
と
す
る
試
み
は
、
未
だ
充
分
に
は
実
践
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
愚

考
す
る
。

　

た
だ
し
、
一
口
に
訓
読
の
実
態
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
要
素
は
多
種
多
様
で
あ
り
、

何
を
訓
読
の
構
成
要
素
と
認
定
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
体
系
に
仕
立
て
て
整
理
す

『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）

　

―
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本
稿
は
、
幕
末
〜
明
治
期
の
漢
文
訓
読
の
実
態
を
解
明
し
て
ゆ
く
作
業
の
一
過
程

と
し
て
、
成
島
柳
北
『
柳
橋
新
誌
』
に
見
ら
れ
る
返
り
点
を
調
査
の
主
た
る
対
象
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

明
治
期
の
訓
読
に
つ
い
て
実
態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
に

入
り
、
江
戸
時
代
以
来
の
訓
読
が
ど
の
よ
う
な
取
捨
選
択
に
さ
ら
さ
れ
て
学
校
教
育

の
現
場
に
入
り
込
ん
で
い
っ
た
の
か
を
熟
知
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
学
校
教
育

の
な
か
で
如
何
な
る
推
移
を
閲
し
て
現
行
の
訓
読
へ
と
つ
な
が
っ
て
く
る
の
か
を
具

体
的
に
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の
訓
読

を
考
え
る
さ
い
に
も
有
用
な
知
識
と
な
り
、
漢
文
関
係
者
の
謂い

う
「
訓
読
の
乱
れ
」

を
防
ぐ
た
め
に
も
有
効
な
知
見
と
な
る
だ
ろ
う
。
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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
二
号　

二
〇
一
四
年

抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
性
質
の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
幕
末
〜
明
治
初
期
の

訓
読
を
解
明
す
べ
く
、『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
は
、
返
り
点
の
在
り
方
と
し
て
無

視
で
き
ぬ
一
つ
の
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

む
ろ
ん
、
返
り
点
は
訓
読
の
構
成
要
素
の
一
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
以
て
『
柳
橋
新

誌
』
の
訓
読
を
十
全
に
解
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
助
詞
・
助
動
詞
の
用
法
お
よ

び
各
種
の
句
形
の
訓
法
、
な
ら
び
に
漢
字
一
つ
ひ
と
つ
の
音
訓
の
在
り
方
な
ど
を
詳

細
に
検
討
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
、『
柳
橋
新
誌
』
の
訓
読
そ
の
も
の
を
語
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
漢
字
の
読
み
は
送
り
仮
名
だ
け
で
は
確
定
し
づ

ら
い
こ
と
も
あ
り
、
句
形
の
訓
法
は
今
日
で
も
揺
れ
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま

た
、
助
詞
・
助
動
詞
は
、
個
人
の
好
み
や
気
分
に
左
右
さ
れ
る
度
合
い
が
大
き
く
、

誤
刻
の
可
能
性
を
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
甚
だ
論
じ
に
く
い
側
面
が
あ
る
こ
と
を
否

定
で
き
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
諸
要
素
に
比
べ
る
と
、
返
り
点
は
調
査
し
や
す
く
、
主
観
を
排
し
た

検
討
が
可
能
で
あ
る
。
現
行
の
返
り
点
法
に
お
い
て
、
お
お
よ
そ
の
原
理
・
原
則
・

用
法
が
確
定
し
て
い
る
た
め
、
今
日
の
返
り
点
と
の
比
較
を
通
じ
て
の
検
討
も
容
易

だ
。
取
り
敢
え
ず
の
調
査
対
象
と
し
て
、
返
り
点
は
好
個
の
符
号
に
違
い
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
本
稿
で
も
、
句
形
そ
の
他
の
訓
法
を
す
べ
て
打
ち
捨
て
る
つ
も
り
は
な
く
、

返
り
点
が
関
わ
る
受
身
形
・
使
役
形
に
つ
い
て
は
後
述
し
、
さ
ら
に
〈
附
説
〉
で
二

つ
の
訓
法
に
も
言
及
す
る
が
。

　

加
え
て
、『
柳
橋
新
誌
』
研
究
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
、
一
度
は
返
り
点
を
整
理

し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
今
日
『
柳
橋
新
誌
』
を
閲
読
す
る

と
な
れ
ば
書
き
下
し
文
で
読
む
の
が
通
例
、
も
と
も
と
『
柳
橋
新
誌
』
に
付
け
ら
れ

て
い
た
返
り
点
な
ぞ
、
も
は
や
誰
も
気
に
留
め
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、

《
明
治
文
学
全
集
》
4
・
塩
田
良
平
〔
編
〕『
成
島
柳
北
・
服
部
撫
松
・
栗
本
鋤
雲

集
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
四
年
）
所
載
の
本
文
に
せ
よ
、《
日
本
近
代
文
学
大

れ
ば
よ
い
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
雛
型
と
称
す
べ
き
試
案
す
ら
存
在
し
な
い
の
が
実
情

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。《
明
45
調
査
報
告
》
が
取
っ
た
解
説
「
句
読
法
」「
返
点

法
」「
添
仮
名
法
」「
読
方
」
お
よ
び
実
例
「
句
読
法
以
下
諸
則
適
用
ノ
例
」
と
い
う

構
成
は
、
そ
れ
な
り
に
練
ら
れ
た
整
理
案
だ
が
、
今
日
の
目
で
見
れ
ば
、
い
さ
さ
か

大
ざ
っ
ぱ
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
は
否
め
ま
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
は
、
手
始
め
と
し
て
成
島
柳
北
『
柳
橋
新
誌
』
に
見
ら
れ
る
返
り

点
を
中
心
に
調
査
し
、
幕
末
〜
明
治
初
期
の
訓
読
の
実
態
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を

明
ら
か
に
し
、
な
お
か
つ
体
系
的
な
整
理
に
向
け
て
些
少
の
愚
案
を
提
供
せ
ん
と
試

み
る
も
の
で
あ
る
。

　

成
島
柳
北
（
一
八
三
七
〜
八
四
）
の
『
柳
橋
新
誌
』
は
、
初
編
と
二
編
か
ら
成
る
。

初
編
は
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
九
〜
十
月
の
執
筆
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）

七
月
に
増
補
の
う
え
で
完
成
さ
れ
た
。
時
に
柳
北
は
二
十
四
歳
。
明
治
七
年
（
一
八

七
四
）
四
月
の
刊
刻
で
あ
る
。
二
編
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
三
月
に
執
筆
、

完
成
さ
れ
た
。
時
に
柳
北
は
三
十
五
歳
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
二
月
の
刊
刻
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
京
橋
銀
座
三
丁
目
「
山
城
屋
政
吉
」
の
刊
行
に
係
り
、
黄
表
紙
の

半
紙
判
で
あ
っ
た
。
執
筆
時
期
か
ら
見
て
も
、
刊
行
年
次
か
ら
見
て
も
、
幕
末
〜
明

治
初
期
の
訓
読
の
実
態
を
伺
う
の
に
恰
好
の
一
書
で
あ
る
。

　

正
統
の
漢
籍
で
は
な
く
、
柳
北
が
自
ら
「
戯
著
」
と
称
し
た
漢
文
戯
作
『
柳
橋
新

誌
』
を
返
り
点
の
調
査
対
象
と
す
る
の
は
、
当
書
が
紛
れ
も
な
く
多
数
の
読
者
を
獲

得
し
た
通
俗
書
ゆ
え
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
永
井
荷
風
「
柳
橋
新
誌
に
つ
き

て
」
は
「
明
治
時
代
の
書
生
に
し
て
成
嶋
柳
北
の
柳
橋
新
誌
を
知
ら
ぬ
も
の
は
殆

ほ
と
ん
ど

無
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
…
…
江
戸
時
代
の
末
造
よ
り
明
治
二
三
十
年
頃
ま
で
の
書
生

は
恰

あ
た
か
も

今
日
の
学
生
が
文
学
雑
誌
を
手
に
す
る
が
如
き
興
味
を
以
て
…
…
柳
北
…
…

の
戯
著
を
読
ん
だ
の
で
あ
）
3
（

る
」
と
記
す
。
明
治
初
〜
中
期
の
若
者
た
ち
が
挙
っ
て
気

軽
に
読
ん
で
い
た
以
上
、
そ
の
返
り
点
は
、
少
な
く
と
も
当
時
に
あ
っ
て
は
特
に
抵



3

『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

ね
ば
意
味
が
な
い
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。
返
り
点
・
送
り
仮
名
付
き
の
原
文
す

な
わ
ち
漢
文
そ
の
も
の
の
体
裁
で
提
供
さ
れ
て
こ
そ
、『
柳
橋
新
誌
』
は
「
戯
著
」

た
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
つ
め
ら
し
く
返
り
点
を
逐
い
つ
つ
柳
橋
に
お
け
る

花
街
遊
び
に
つ
い
て
種
々
の
知
見
を
得
ら
れ
る
と
い
う
落
差
が
面
白
い
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
話
の
内
容
そ
れ
自
体
も
興
味
深
く
、
処
々
に
見
え
る
戯
訓
に
も
楽
し
ま

せ
ら
れ
る
が
、
返
り
点
を
逐
い
つ
つ
視
点
を
上
下
に
往
復
さ
せ
る
運
動
性
ナ
シ
で
は
、

『
柳
橋
新
誌
』
の
「
戯
著
」
た
る
ゆ
え
ん
が
半
減
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
返
り
点
の

な
い
書
き
下
し
文
で
『
柳
橋
新
誌
』
を
読
む
の
は
、
あ
た
か
も
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の

第
五
交
響
曲
《
運
命
》
ハ
短
調
を
イ
短
調
に
移
し
て
聴
く
よ
う
な
も
の
だ
。
変
調
符

号
の
♭

フ
ラ
ツ
ト

三
つ
が
消
え
れ
ば
、《
運
命
》
の
興
趣
も
大
幅
に
減
ず
る
こ
と
は
必
定
。

原
曲
を
味
わ
う
べ
く
、
不
用
意
な
移
調
は
甚
だ
危
う
い
の
で
あ
る
。

二

　
『
柳
橋
新
誌
』
の
底
本
に
は
、
名
著
複
刻
全
集
編
集
委
員
会
《
特
選
名
著
複
刻
全

集
近
代
文
学
館
》
所
収
の
成
島
柳
北
『
柳
橋
新
誌
〔
初
編
〕（
完
）』
お
よ
び
『
柳

橋
新
誌
二
編
（
全
）』（
日
本
近
代
文
学
館
、
昭
和
五
十
五
年
）
の
本
文
を
用
い
る
。

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
序
・
後
序
の
類
は
含
め
な
い
。
ど
ち
ら
も
前
述
の
黄
表
紙
の
半

紙
判
、
い
わ
ゆ
る
黄
表
紙
本
の
忠
実
な
複
製
で
、《
新
大
系
本
》
が
巻
末
に
載
せ
る

『
柳
橋
新
誌
』
原
書
の
影
印
と
同
一
で
あ
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
初
編
に
は
海
賊
版
と
思
わ
れ
る
青
表
紙
本
が
二
種
（
甲
類
・
乙
類

／
版
元
・
刊
行
年
と
も
不
明
。
明
治
二
〜
三
年
の
刊
行
か
）
存
在
し
、
柳
北
も
二
編

の
冒
頭
に
「
聞
く
〈
頃け

い

日じ
つ

我
が
『
柳
橋
新
誌
』
を
偸ぬ
す

み
刻
す
る
者
有
り
、
而
し
て

風
流
子
弟
、
多
く
買
ひ
て
之こ

れ

を
読
む
〉
と
」（B01a-10

）
と
記
し
て
い
る
が
、
す

で
に
稀
覯
本
に
属
す
る
た
め
未
見
。
今
は
調
査
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
と
す
る
。

系
》
1
『
明
治
開
化
期
文
学
集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
五
年
）
所
収
の
前
田
愛

〔
注
釈
〕
本
文
に
せ
よ
、
そ
し
て
《
新
日
本
古
典
文
学
大
系
》
100
・
日
野
龍
夫
〔
校

注
〕『
江
戸
繁
昌
記
・
柳
橋
新
誌
』（
岩
波
書
店
、
平
成
元
年
／
以
下
《
新
大
系
本
》

と
略
記
す
）
所
掲
の
本
文
に
せ
よ
、
す
べ
て
書
き
下
し
文
の
体
裁
で
あ
り
、
返
り
点

は
影
も
形
も
な
い
の
が
実
情
だ
。
こ
れ
で
は
『
柳
橋
新
誌
』
原
文
に
見
え
る
返
り
点

を
意
識
す
る
向
き
は
あ
る
ま
い
。
た
し
か
に
、《
新
大
系
本
》
は
、
巻
末
に
『
柳
橋

新
誌
』
原
文
の
影
印
を
載
せ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
返
り
点
を
丁
寧
に
た
ど
り

な
が
ら
本
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
閲
読
す
る
奇
特
な
読
者
は
皆
無
に
近
い
だ
ろ
う
。

い
っ
た
ん
漢
字
仮
名
交
じ
り
に
書
き
改
め
ら
れ
た
『
万
葉
集
』
を
目
に
す
れ
ば
、
誰

も
『
万
葉
集
』
を
万
葉
仮
名
の
ま
ま
読
む
気
に
は
な
れ
な
い
は
ず
だ
。
た
だ
で
さ
え
、

『
柳
橋
新
誌
』
は
原
書
そ
の
も
の
の
印
刷
状
態
が
芳
し
か
ら
ぬ
た
め
、
返
り
点
は
甚

だ
見
づ
ら
い
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
を
縮
小
し
て
印
刷
さ
れ
た
影
印
で
た
ど
る

と
な
れ
ば
、
視
力
の
低
下
を
覚
悟
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

昨
今
の
漢
文
関
係
書
、
と
り
わ
け
文
庫
版
の
注
釈
書
の
類
は
、
印
刷
の
煩
を
嫌
っ

て
か
、
返
り
点
を
打
た
な
い
書
物
が
多
い
。
原
文
を
記
し
て
書
き
下
し
文
さ
え
添
え

て
お
け
ば
、
読
者
が
必
要
に
応
じ
て
自
ら
返
り
点
を
付
け
ら
れ
る
は
ず
だ
と
の
算
段

な
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
原
文
と
書
き
下
し
文
が
提
供
さ
れ
れ
ば
、
返
り
点
は
打

て
る
。
し
か
し
、「
必
要
に
応
じ
て
」
と
は
言
う
も
の
の
、
実
際
に
返
り
点
を
付
け

る
必
要
が
一
般
の
読
者
に
生
ず
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
誰
よ
り
も
返
り
点
を
打
つ
必

要
が
あ
っ
た
の
は
、
当
の
注
釈
者
自
身
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
返
り
点
が
見
え
な
い

結
果
、
読
者
は
、
稀
に
し
か
そ
の
よ
う
な
気
を
起
こ
さ
な
い
と
は
い
え
、
返
り
点
に

従
っ
て
漢
字
を
た
ど
る
機
会
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
我
ら
が

伝
家
の
宝
刀
た
る
漢
文
訓
読
の
行
く
末
も
案
じ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
。
返
り
点
に

従
っ
て
漢
字
を
た
ど
る
作
業
な
く
し
て
訓
読
は
成
り
立
た
な
い
。

　

な
か
ん
づ
く
、『
柳
橋
新
誌
』
の
よ
う
な
書
物
は
、
返
り
点
付
き
の
原
文
で
読
ま
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北
な
の
か
、
そ
れ
と
も
書
肆
の
関
係
者
な
の
か
、
今
や
徴
す
べ
き
資
料
は
存
在
し
な

い
。
暫
く
柳
北
そ
の
人
が
加
え
た
返
り
点
と
見
な
し
て
お
く
。

（
1
）
小
返
り　

レ
点

　

レ
点
の
用
法
は
、
ほ
ぼ
原
則
ど
お
り
。
連
続
す
る
上
下
二
字
の
転
倒
に
用
い
て
い

る
。〔
例
01
〕
の
よ
う
に
二
字
そ
の
も
の
の
転
倒
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、〔
例
02
〕

〔
例
03
〕
の
ご
と
く
二
つ
、
三
つ
と
連
用
す
る
場
合
で
も
原
則
に
ぶ
れ

4

4

は
生
じ
な
い
。

〔
例
04
〕
の
よ
う
に
大
返
り
（
こ
の
例
で
は
一
点
）
と
同
居
す
る
場
合
も
、〔
例
05
〕

の
ご
と
く
大
返
り
に
接
続
す
る
場
合
も
、
ま
た
〔
例
06
〕
の
よ
う
に
大
返
り
の
内
部

に
用
い
る
場
合
も
、
す
べ
て
現
行
の
方
式
と
同
一
で
あ
る
。

〔
例
01
〕　

以
覗

柳
為
覗

名
（
柳
を
以
て
名
と
為
し
て
／A

01a-03

）

〔
例
02
〕　

可
覗

謂
覗

盛
（
盛
ん
な
り
と
謂い

ひ
つ
べ
し
／A

01b-08

）

〔
例
03
〕　

然
亦
有
覗

所
覗

不
覗

是
（
然
れ
ど
も
亦
た
是ぜ

な
ら
ざ
る
所
有
り
／

A
16a-07

）

〔
例
04
〕　

非
巴

他
境
所
蝿

及
（
他
境
の
及
ぶ
所
に
非
ず
し
て
／A

01b-05

）

〔
例
05
〕　

不
覗

得
把

公
携
巴

三
絃
箱
蚤

（
公
に
三
絃
箱
を
携
ふ
る
を
得
ず
／A

19a-
07

）

〔
例
06
〕　

未
播

曾
見
把

彼
摩
覗

墨
舐
覗

毫
抹
巴

所
覗

謂
漢
字
者
蚤

（
未い
ま

だ
曾か
つ

て
彼か
れ

の
墨

を
摩す

り
毫ふ
で

を
舐な

め
、
謂い

は
ゆ
る
漢
字
と
い
ふ
者
を
抹ま
つ

す
る
を
見
ず
／

B22b-05

）

ⅰ　
「
於
」
と
「
与
」

　

な
お
、
柳
北
は
『
柳
橋
新
誌
』
三
編
も
執
筆
し
た
が
、
出
版
が
許
可
制
で
あ
っ
た

当
時
、
発
刊
が
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
明
治
九
年

（
一
八
七
六
）
十
二
月
付
の
自
序
だ
け
は
、
柳
北
が
創
刊
し
た
《
花
月
新
誌
》
第
一

号
（
明
治
十
年
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
が
。

　

例
文
の
所
在
は
、
前
者
『
柳
橋
新
誌
〔
初
編
〕』
を
Ａ
、
後
者
『
柳
橋
新
誌
二
編
』

を
Ｂ
と
し
、
丁
数
を
二
桁
の
算
用
数
字
で
、
表オ

裏ウ

の
別
を
ａ
・
ｂ
で
表
し
、
さ
ら
に

行
数
を
や
は
り
二
桁
の
算
用
数
字
で
ハ
イ
フ
ン
の
後
ろ
に
記
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例

文
に
添
え
る
。
た
と
え
ば
、『
柳
橋
新
誌
〔
初
編
〕』
第
七
丁
表オ

第
五
行
で
あ
れ
ば

「A
07a-05

」、『
柳
橋
新
誌
二
編
』
第
十
五
丁
裏ウ

第
十
行
な
ら
ば
「B15b-10

」
と

い
う
具
合
だ
。
例
文
が
複
数
丁
ま
た
は
複
数
行
に
わ
た
る
場
合
で
も
、
例
文
の
開
始

箇
所
の
み
を
示
し
、
終
了
箇
所
は
示
さ
な
い
。
二
書
と
も
半
丁
十
行
の
み
の
体
裁
ゆ

え
、
何
か
必
要
が
生
じ
た
場
合
で
も
検
索
・
確
認
に
不
便
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、

行
数
の
後
方
に
「07n

」
の
ご
と
く
〈
ｎ
〉
を
加
え
た
場
合
は
、
当
該
行
に
見
え
る

割
注
の
字
句
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

今
日
に
謂
う
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
す
な
わ
ち
音
合
符
・
訓
合
符
の
類
お
よ
び
左
右
の
ル
ビ
は
、

特
に
必
要
が
な
い
か
ぎ
り
、
煩
を
避
け
て
省
略
す
る
。
ま
た
、
各
例
文
に
書
き
下
し

文
を
添
え
る
た
め
、
や
は
り
煩
を
嫌
っ
て
、
送
り
仮
名
も
省
略
に
従
う
。
便
宜
上
、

漢
字
は
常
用
字
体
を
原
則
と
し
た
い
。
直
接
に
は
返
り
点
と
関
係
し
な
い
か
ら
だ
。

　

以
下
、
小
返
り
す
な
わ
ち
レ
点
と
、
大
返
り
す
な
わ
ち
一
二
点
・
上
下
点
・
甲
乙

点
・
天
地
人
点
と
に
分
け
て
観
察
を
進
め
る
。
大
返
り
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
一

二
点
か
ら
天
地
人
点
ま
で
順
を
逐
っ
て
ゆ
く
が
、
例
文
に
よ
っ
て
は
複
数
の
大
返
り

が
現
行
の
規
定
と
は
異
な
る
順
序
で
現
れ
る
た
め
、
順
不
同
と
な
る
場
面
も
あ
る
の

は
已
む
を
得
な
い
。

　

返
り
点
の
考
察
に
当
た
っ
て
は
、
現
行
の
返
り
点
）
4
（

法
を
基
準
と
す
る
。
厳
密
に
は

『
柳
橋
新
誌
』
に
返
り
点
を
付
け
た
人
物
を
特
定
す
る
必
要
も
あ
る
が
、
著
者
の
柳
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『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

〔
例
09
〕　

称
狽

嘆シ
テ

於
此ニ
蚤

（
此こ
こ

に
称
嘆
し
て
／A

03a-02

）

　

現
行
の
方
式
と
同
一
だ
。
助
詞
「
に
」
を
「
於
」
に
当
て
る
直
当
て
方
式
で
も
、

レ
点
で
「
於
」
に
返
り
つ
つ
「
に
」
を
送
り
仮
名
に
回
す
バ
ラ
つ
き
方
式
で
も
、
返

り
点
は
「
称
狽

嘆
於
蝿

此
」（「
称
狽

嘆シ
テ

於に

蝿

此
」
ま
た
は
「
称
狽

嘆シ
テ

於
蝿

此ニ

」）
と
な
る

は
ず
だ
が
、
こ
の
〔
例
09
〕
は
完
全
な
置
き
字
方
式
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、『
柳
橋
新
誌
』
の
前
置
詞
「
於
」
の
扱
い
に
は
、
三
種
類
の
方
式
が

混
在
し
て
い
る
わ
け
だ
。
一
般
形
で
示
す
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
（
Ｖ
＝
動
詞
・
Ｎ

＝
名
詞
・
ｐ
＝
助
詞
）。

・
直
当
て
方
式　
　

Ｖス
覗

於
覗

Ｎ

・
バ
ラ
つ
き
方
式　

Ｖス
覗

於
覗

Ｎ

・
置
き
字
方
式　
　

Ｖス
巴

於
Ｎ
蚤

＝）6
（

現
行
の
方
式

　

い
ず
れ
も
書
き
下
せ
ば
「
Ｎ
ｐ
Ｖ
す
」
と
な
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
逆
に
言

え
ば
、
書
き
下
し
文
で
は
、
こ
う
し
た
返
り
点
の
異
同
の
機
微
が
ま
っ
た
く
捨
象
さ

れ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。

　

似
た
よ
う
な
事
情
が
、
接
続
詞
ま
た
は
前
置
詞
の
「
与
」
に
も
当
て
は
ま
る
。
必

ず
し
も
レ
点
ば
か
り
が
関
わ
る
わ
け
で
は
な
い
が
。
ま
ず
、
接
続
詞
「
与
」
の
例
を

観
察
し
て
み
る
と

―

〔
例
10
〕　

大
概
妓ト

与
覗

母
二
人ニ
シ
テ

而
居ル

（
大た
い

概が
い

妓
と
母
と
二
人
に
し
て
居を

る
／

A
15b-08

）

〔
例
11
〕　

不
覗

問ハ
巴

其ノ

為ル
ト覗

妓
与
蝿

不ル
ト覗

妓ナ
ラ（

其
の
妓
た
る
と
妓
な
ら
ざ
る
と
〔
を
〕

p

p
p

　

い
さ
さ
か
違
和
感
を
抱
く
の
は
、
前
置
詞
「
於
」
や
、
接
続
詞
ま
た
は
前
置
詞

「
与
」
に
関
わ
る
返
り
点
と
送
り
仮
名
と
の
ず
れ

4

4

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例

文
に
送
り
仮
名
を
付
け
て
ゆ
こ
う
。

〔
例
07
〕　

夫
子
嘗テ

称シ
テ覗

於
覗

水ヲ

曰ク

「
水ナ
ル

哉ナ

水ナ
ル

哉ナ
ト」（
夫
子
嘗か
つ

て
水
を
称
し
て
曰

く
「
水
な
る
か
な
、
水
な
る
か
な
」
と
／A

02b

）
5
（-10

）

　

送
り
仮
名
を
見
る
か
ぎ
り
「
於
」
は
置
き
字
と
し
か
思
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も

「
水
」
か
ら
「
於
」
に
返
り
読
み
す
べ
く
レ
点
が
付
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
於
」
に

助
詞
「
を
」
を
直じ

か

に
当
て
る
「
称シ
テ覗

於を

覗

水
」
方
式
が
、「
於
」
は
置
き
字
に
し
つ
つ

助
詞
「
を
」
を
送
り
仮
名
と
す
る
現
行
の
「
称シ

テ巴

於
水ヲ
蚤

」
方
式
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く

過
程
で
生
じ
た
変
則
例
と
解
せ
ば
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
謂
わ
ば
、
直じ

か

当あ

て
方
式

か
ら
置
き
字
方
式
へ
と
向
か
う
中
間
形
態
と
し
て
の
バ
ラ
つ
き
方
式
だ
。

　

前
置
詞
「
於
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
直
当
て
方
式
も
あ
る
。

〔
例
08
〕　

接ス
ル
コ
ト

巴

其ノ

主
婆
及ビ

群
婢ニ
蚤

労ス
覗

於ヨ
リ覗

接ス
ル覗

客ニ

（
其
の
主し
ゆ

婆ば

及
び
群ぐ
ん

婢ぴ

に
接

す
る
こ
と
、
客
に
接
す
る
よ
り
労ら

う

す
／A

08b-02

）

　
「
於
」
に
付
さ
れ
た
「
ヨ
リ
」
は
捨
て
仮
名
と
し
て
扱
っ
て
お
く
が
、「
於ヨ
リ

」
と
考

え
て
も
差
し
支
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
於
」
を
直
接
「
よ
り
」
と
訓
じ
て
い

る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。〔
例
07
〕
に
見
え
た
バ
ラ
つ
き
方
式
で
ゆ
け
ば
、「
労ス
覗

於
覗

接ス
ル
ヨ
リ覗

客ニ

」
と
な
る
は
ず
だ
。
む
ろ
ん
、
現
行
の
置
き
字
方
式
な
ら
ば
、「
労ス
巴

於

接ス
ル
ヨ
リ

蝿

客ニ

」
と
な
る
。

　

で
は
、『
柳
橋
新
誌
』
の
「
於
」
の
扱
い
が
す
べ
て
直
当
て
方
式
か
バ
ラ
つ
き
方

式
か
と
い
う
と
、
然さ

に
非
ず
。
次
の
よ
う
な
例
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。
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を
付
け
ず
に
熟
字
訓
を
当
て
る
こ
と
と
規
定
し
た
。
現
行
の
訓
法
も
、
お
お
む
ね
こ

れ
に
則
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
わ
ざ
わ
ざ
規
定
に
謳う

た

っ
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
ま
で

は
返
り
点
を
付
け
る
方
式
も
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
だ
。
現
に
『
柳
橋
新

誌
』
は
「
所
謂
」
に
レ
点
を
付
け
て
い
る
。
す
で
に
〔
例
06
〕
に
そ
の
例
が
見
え
て

い
た
の
だ
が
、
改
め
て
一
例
を
挙
げ
れ
ば

―

〔
例
14
〕　

所
覗

謂
（
送
り
仮
名
ナ
シ
／A

02a-10

）

　

も
し
「
謂い

ふ
所と
こ
ろの
」
と
訓
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
で
も
右
の
ご
と
く
レ
点
を
付
け

て
「
所ノ
覗

謂フ

」
と
す
る
。
し
か
し
、『
柳
橋
新
誌
』
は
「
い
は
ゆ
る
」
と
訓
じ
な
が
ら

も
右
の
よ
う
に
レ
点
を
打
ち
、
ほ
ぼ
例
外
は
見
当
た
ら
な
い
。
初
編
は
右
掲
の
ご
と

く
何
も
送
り
仮
名
を
付
け
ず
に
「
所
覗

謂
」、
ま
た
は
「
謂
」
に
「
ユ
ル
」
を
付
け
て

「
所
覗

謂ユ
ル」（A

10b-07, 
28a-01

）、
二
編
は
「
所
」
に
「
ユ
ル
」
を
添
え
て
「
所ユ
ル

覗

謂
」（B04b-04, 09a-03, 10a-04, 13a-02, 15b-01, 22a-06, 22b-06

）
と
す
る

の
が
通
例
で
、
書
式
に
若
干
の
相
違
が
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
。
も
っ
と
も
、
初
編
に

は
、
何
も
送
り
仮
名
を
付
け
な
い
「
所
覗

謂
」（A

04b-05, 
06a-06

）
お
よ
び
珍
し

く
返
り
点
す
ら
打
た
な
い
「
所
謂
」（A

10a-09

）
に
そ
れ
ぞ
れ
左
ル
ビ
「
イ
ハ
ユ

ル
」
ま
た
は
「
ユ
ハ
ユ
ル
」
を
付
け
て
い
る
例
が
あ
り
、
二
編
に
も
、
送
り
仮
名
の

な
い
「
所
覗

謂
」（B09a-05n

）
の
例
が
見
え
る
の
で
、
各
編
が
一
定
の
書
式
で
整

然
と
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、《
新
大
系
本
》
は
、
す
べ
て

「
謂
は
ゆ
る
」
と
書
き
下
す
に
と
ど
ま
る
。

　
「
加
之
」
に
も
レ
点
を
付
け
て
訓
ず
る
の
が
『
柳
橋
新
誌
』
の
流
儀
だ
。「
し
か
の

み
な
ら
ず
」
と
は
訓
読
し
な
い
の
で
あ
る
。「
之
」
を
「
焉
」
に
換
え
た
「
加
焉
」

に
つ
い
て
も
同
じ
。
単
独
の
「
加
」
を
「
加ル

ニ」（
加く
は

ふ
る
に
／A

21a-07

）
と
読
む

の
は
、
現
行
の
訓
法
と
同
じ
だ
が
。

問
は
ず
／B03b-09

）

　
〔
例
10
〕
は
「
与
」
を
直
接
「
と
」
と
訓
じ
て
い
る
よ
う
だ
。
現
行
の
並
列
形
式

「
Ａト

与と

覗

Ｂ
」（
Ａ
と
Ｂ
と
）
に
一
致
す
る
直
当
て
方
式
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、〔
例

11
〕
は
、
レ
点
で
「
不
」
か
ら
「
与
」
に
返
り
つ
つ
も
、「
と
」
が
「
不
」
の
送
り

仮
名
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
於
」
に
も
生
じ
て
い
た
バ
ラ
つ
き
方
式
に
ほ
か

な
ら
な
い
。〔
例
10
〕
の
ご
と
く
現
行
方
式
で
訓
読
す
れ
ば
、
当
然
「
不
覗

問ハ
巴

其ノ

為ル
ト

覗

妓
与と
ヲ

蝿

不ル
覗

妓ナ
ラ」
と
な
る
。

　

次
い
で
、
前
置
詞
の
「
与
」
に
目
を
移
し
て
み
よ
う
。

〔
例
12
〕　

而
与ト
巴

其ノ

不ル
覗

可カ
ラ覗

睡ル

之
人
蚤

睡リ

（
而
し
て
其
の
睡ね
む

る
べ
か
ら
ざ
る
の
人

と
睡ね

む

り
／A

09b

）
7
（-09

）

〔
例
13
〕　

不
覗

似
派

此ノ

車
醜
陋
殆ド

与
巴

乞
児ノ

膝
行
車ト
蚤

一
轍ナ
ル
ニ

杷

也
（
此
の
車
醜し
う

陋ろ
う

殆ほ
と
んど
乞き
つ

児じ

の
膝し
つ

行か
う

車し
や

と
一い
つ

轍て
つ

な
る
に
似
ず
／B15
）
8
（

a-03

）

　
〔
例
12
〕
の
「
与
」
に
付
さ
れ
た
「
ト
」
は
捨
て
仮
名
で
、
実
際
に
は
「
与と

」
と

読
む
直
当
て
方
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
方
、〔
例
13
〕
は
、
二
点
で
「
与
」
に
返

り
な
が
ら
も
、「
ト
」
を
下
方
の
「
膝
行
車
」
に
送
る
バ
ラ
つ
き
方
式
だ
。
や
は
り

二
種
の
方
式
が
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ⅱ　

熟
字
訓
の
措
置

　
《
明
45
調
査
報
告
》
は
、〈
返
点
法
〉
末
尾
「
注
意
」
第
一
で
「
左
ノ
場
合
ニ
ハ
返

点
ヲ
施
サ
スず

」
と
し
、
四
つ
の
語
句
す
な
わ
ち
「
所
謂
（
い
は
ゆ
る
）」「
加
之
（
し

か
の
み
な
ら
ず
）」「
就
中
（
な
か
ん
づ
く
）」「
云
爾
（
し
か
い
ふ
）」
に
は
返
り
点
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『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

ⅲ　

レ
点
の
位
置

　

レ
点
を
要
す
る
二
字
が
行
末
と
行
頭
と
に
一
字
ず
つ
分
か
れ
た
場
合
、『
柳
橋
新

誌
』
は
必
ず
行
頭
の
字
に
レ
点
を
付
け
て
お
り
（A

01b-09 et passim
; B03a-08 

et 
passim

）、
こ
れ
に
つ
い
て
は
例
外
が
な
い
。
行
末
に
茗
点
や
茘
点
が
必
要
な
と

き
も
、
一
点
や
上
点
だ
け
を
行
末
に
残
し
、
レ
点
は
次
行
の
行
頭
に
打
っ
て
い
る

（A
16a-10

＋16b-01, 16b-05

＋06, 22b-04

＋05; B08b-01

＋ 02

）。
こ
れ
は
、

古
人
が
レ
点
を
「
Ａ
覗

Ｂ
」
と
打
っ
た
と
き
、
レ
点
は
下
の
字
Ｂ
の
左
上
に
付
け
る

符
号
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
現
象
だ
。
レ
点
の
位
置
に
つ
い
て
は
す

で
に
一
括
し
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
）
10
（
い
。

（
2
）
大
返
り　

一
二
点
〜
天
地
人
点

　

大
返
り
も
、
一
二
点
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、〔
例
20
〕
〜
〔
例
22
〕

の
よ
う
に
、
現
行
方
式
ど
お
り
の
こ
と
が
多
い
。
レ
点
と
の
組
み
合
わ
せ
も
、〔
例

23
〕
あ
る
い
は
〔
例
24
〕
の
ご
と
く
、
ま
ず
は
問
題
ナ
シ
と
い
う
と
こ
ろ
。

〔
例
20
〕　

橋
之
東
南
有
巴

一
橋
蚤

（
橋
の
東
南
に
一
橋
有
り
／A

01a-04

）

〔
例
21
〕　

夫
遊
者
尚
把

洒
落
与
巴

便
利
蚤

者
（
夫そ

れ
遊
び
は
洒
落
と
便
利
と
を
尚
た
つ
と

ぶ
者
な
り
／A

04a-09

）

〔
例
22
〕　

未
播

嘗
知
把

風
流
情
趣
為
巴

何
物
蚤

（
未い
ま

だ
嘗か
つ

て
風
流
情
趣
の
何
物
た
る

を
知
ら
ず
／A

27b-01

）

〔
例
23
〕　

不
覗

植
巴

一
株
之
柳
蚤

（
一
株
の
柳
を
植
へマ
マ

ず
／A

01a-03

）

〔
例
24
〕　

非
巴

他
境
所
蝿

及
（
他
境
の
及
ぶ
所
に
非
ず
し
て
／A

01b-05

）

〔
例
15
〕　

加ル
ニ覗

之ニ

（
之こ
れ

に
加く
は

ふ
る
に
／A

22b-02; B24a-02

）

〔
例
16
〕　

加ル
ニ覗

焉コ
レ
ニ（

焉こ
れ

に
加く
は

ふ
る
に
／A

29a-06

× 2

）

　

た
だ
し
、
熟
字
訓
「
し
か
の
み
な
ら
ず
」
が
姿
を
見
せ
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。「
至

若
」
二
字
の
左
右
に
当
て
ら
れ
た
ル
ビ
が
そ
れ
だ
。「
至
若
」
に
熟
字
訓
「
し
か
の

み
な
ら
ず
」
を
当
て
る
の
は
往
時
の
訓
法
で
、
江
戸
時
代
は
寛
政
年
間
（
一
七
八
九

〜
一
八
〇
一
）
ご
ろ
か
ら
「
至リ

テ
ハ覗

若キ
ニ巴

〜ノ
蚤

」（
〜
の
若ご
と

き
に
至い
た

り
て
は
）
と
訓
ず
る

よ
う
に
な
り
、
一
般
に
は
現
行
の
訓
読
も
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
）
9
（
る
。
明
治
初
期
の

訓
読
と
し
て
、
熟
字
訓
「
至

し
か
の
み
な
ら
ず
若
」
が
、
な
お
も
通
例
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
、

も
は
や
例
外
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
。

〔
例
17
〕　

至
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
若
（A

01b-09

）

〔
例
18
〕　

至
シ
カ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
若
（A

29b-05

）

　

右
の
ご
と
く
同
じ
語
句
の
ル
ビ
が
左
右
に
割
り
振
ら
れ
る
自
在
さ
を
見
る
か
ぎ
り
、

『
柳
橋
新
誌
』
の
左
ル
ビ
が
必
ず
し
も
戯
訓
を
表
す
と
は
限
ら
な
い
よ
う
だ
。

　
「
就
中
」
は
、
撥
音
に
転
じ
て
「
な
か
ん
づ
く
」
と
読
む
こ
と
な
く
、
返
り
点
を

打
ち
つ
つ
原
形
の
ま
ま
「
な
か
に
つ
く
」
と
訓
じ
て
い
る
。
実
際
に
発
音
す
る
さ
い

は
、「
な
か
ん
づ
く
」
と
撥
音
化
さ
せ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
。

〔
例
19
〕　

就ク
覗

中カ
ニ（

中な
か

に
就つ

く
／A

07a-06

）

　

残
念
な
が
ら
、「
云
爾
」
に
つ
い
て
は
、
未
だ
『
柳
橋
新
誌
』
中
に
用
例
を
見
出

だ
し
得
て
い
な
い
。
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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
二
号　

二
〇
一
四
年

数
は
少
な
い
け
れ
ど
も
。

〔
例
28
〕　

而
有
巴

士
家
造
覗

舟
託
巴

諸
船
宿
蚤

者
蚤

（
而
し
て
士
家
舟
を
造
つ
て
諸こ
れ

を
船
宿
に
託
す
る
者
有
り
／A

04a-03

）

〔
例
29
〕　

彼
則
充
巴

濃
粉
紹
腰
之
妃
嬪
逍
狽

遥
于
水
上
蚤

之
用
蚤

（
彼
は
則
ち
濃
粉

紹
腰
の
妃
嬪
水
上
に
逍
遥
す
る
の
用
に
充あ

て
／A

04a-10

）

〔
例
30
〕　

不
覗

見
巴

一
個
断
髪
丈
夫
与
巴

女
子
蚤

寝
者
蚤

（
一
個
の
断
髪
丈
夫
女
子

と
寝し

ん

す
る
者
を
見
ず
／B11a-01

）

　
〔
例
29
〕
の
直
下
の
一
文
「
供
派

佞
覗

仏
媚
覗

僧
之
翁
媼
修
巴

施
餓
鬼
講
蚤

之
役
杷

耳
」

（
仏
に
佞ね

い

し
僧
に
媚
ぶ
る
の
翁
媼
施
餓
鬼
講
を
修
む
る
の
役
に
供
す
る
の
み
／

A
04

）
11
（

b-01

）
で
は
、
現
行
方
式
に
同
じ
く
、
一
二
点
の
外
側
に
上
下
点
を
掛
け
て
い

る
。
一
二
点
の
重
複
現
象
は
、
気
ま
ぐ
れ
の
産
物
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
。

ⅱ　

飛
躍
現
象

　

飛
躍
現
象
は
、
一
二
点
↓
上
下
点
↓
甲
乙
点
↓
天
地
人
点
と
い
う
順
序
を
逐
わ
ず
、

中
途
の
返
り
点
を
飛
び
越
え
て
、
い
き
な
り
他
の
大
返
り
を
用
い
る
打
ち
方
を
指
す
。

ど
の
点
を
飛
ば
し
、
い
か
な
る
点
を
使
う
の
か
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
種
類
に
分

か
れ
る
た
め
、
適
宜
に
場
合
分
け
し
な
が
ら
観
察
し
て
み
よ
う
。

　

第
一
は
、
一
二
点
を
用
い
ず
、
い
き
な
り
上
（
中
）
下
点
を
打
つ
例
で
あ
る
。

〔
例
31
〕　

奚
暇
覗

患
派

他
人
可
萩

笑
乎
（
奚な
ん

ぞ
他
人
の
笑
ふ
べ
き
を
患う
れ

ふ
る
に
暇
い
と
ま

あ
ら
ん
／A

09a-09

）

〔
例
32
〕　

且
禁
派

初
更
後
応
波

客
招
杷

（
且
つ
初
更
後
客
の
招
き
に
応
ず
る
を
禁

　

大
返
り
ど
う
し
の
組
み
合
わ
せ
も
、
現
行
方
式
に
一
致
し
て
い
る
場
合
が
少
な
く

な
い
。
左
掲
の
〔
例
25
〕
〜
〔
例
27
〕
を
見
て
、
返
り
点
に
違
和
感
を
抱
く
向
き
は

皆
無
だ
ろ
う
。
一
二
点
の
外
側
に
上
（
中
）
下
点
、
一
二
点
・
上
下
点
の
外
側
に
甲

乙
点

―
整
然
と
包
含
関
係
を
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
甲
乙
点
の
外
側
に
天
地
人
点

ま
で
加
え
た
例
は
、
未
だ
検
出
し
得
て
い
な
い
が
。

〔
例
25
〕　

有
派

好
巴

其
風
蚤

者
杷

（
其
の
風
を
好
む
者
有
り
／A

13b-10

）

〔
例
26
〕　

亦
可
派

以
得
巴

彼
愛
蚤

而
為
波

貴
客
杷

焉
（
亦
た
以
て
彼
れ
が
愛
を
得
て

貴
客
た
る
べ
し
／A

11b-02
）

〔
例
27
〕　

唯
有
破

凋
冷
窮
困
欲
派

頼
巴

奴
力
蚤

出
售
杷

者
琶

（
唯た

だ
凋
冷
窮
困
に
し
て

奴
の
力
を
頼
ん
で
出い

で
售う

る
を
欲
す
る
者
有
り
て
／A

20a-08

）

　

け
れ
ど
も
、『
柳
橋
新
誌
』
は
、
現
行
方
式
に
適か
な

う
一
方
で
、
現
行
方
式
か
ら
見

れ
ば
原
則
違
反
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
大
返
り
も
付
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
包
含

関
係
の
原
則
に
対
す
る
違
反
だ
。
右
に
掲
げ
た
〔
例
20
〕
〜
〔
例
27
〕
の
よ
う
な
、

我
々
の
目
に
も
抵
抗
な
く
映
る
返
り
点
ば
か
り
で
は
な
い
。
以
下
、
そ
の
変
則
ぶ
り

を
五
つ
の
現
象
に
分
け
て
観
察
し
て
み
よ
う
。
重
複
現
象
・
飛
躍
現
象
・
逆
転
現
象

お
よ
び
並
列
現
象
・
交
錯
現
象
の
五
種
で
あ
る
。
前
三
者
は
包
含
関
係
の
順
序
が
乱

れ
る
変
則
現
象
、
後
二
者
は
包
含
関
係
そ
の
も
の
が
崩
れ
る
変
則
現
象
だ
。

ⅰ　

重
複
現
象

　

重
複
現
象
と
は
、
一
二
点
の
外
側
に
、
重
ね
て
一
二
点
を
掛
け
る
打
ち
方
だ
。
読

み
の
順
序
が
紛
ら
わ
し
く
な
る
印
象
だ
が
、
現
に
初
編
に
も
二
編
に
も
姿
を
見
せ
る
。
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『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

後
半
は
、
前
半
に
見
え
な
い
返
り
点
を
使
っ
て
弁
別
を
図
る
な
ら
ば
、
甲
乙
点
を
用

い
て
「
謂
破

之
転
琶

焉
」
と
し
て
も
不
思
議
で
な
い
が
、
実
際
に
は
、
単
に
上
下
点
を

掛
け
て
い
る
。
甚
だ
恣
意
的
に
映
る
上
下
点
だ
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
行
方
式
で

は
「
謂
巴

之
転
蚤

焉
」
と
一
二
点
を
加
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
い
き
な
り
甲
乙
点
を
打
つ
例
で
あ
る
。
初
め
に
、
一
二
点
も
上
下
点
も

飛
ば
し
て
、
単
に
甲
乙
点
を
掛
け
て
し
ま
う
例
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

〔
例
39
〕　

況
繁
華
如
破

斯
地
琶

者
乎
（
況い
は

ん
や
繁
華
斯こ

の
地
の
如
き
者
を
や
／

A
07a-01

）

　

直
上
に
一
二
点
こ
そ
存
在
す
る
も
の
の
、
直
近
に
上
下
点
は
見
当
た
ら
ず
、
ど
う

考
え
て
も
甲
乙
点
の
単
独
用
法
と
し
か
思
え
な
い
。
次
の
例
は
、
右
に
比
べ
て
見
た

目
こ
そ
は
る
か
に
複
雑
だ
が
、
甲
乙
点
を
単
独
で
用
い
て
い
る
点
に
お
い
て
は
同
一

の
性
質
で
あ
る
。

〔
例
40
〕　

吾
亦
将
罵

対
曰
婆

文
之
不
覗

善
無
学
之
故
也
敢
不
覗

乞
覗

正
記
事
之
不
覗

実

君
其
問
破

諸
柳
橋
琶

（
吾
亦
た
将ま
さ

に
対こ
た

へ
て
「
文
の
善
か
ら
ざ
る
は
、
無
学

の
故
な
り
、
敢
へ
て
正
を
乞
は
ざ
ら
ん
や
。
記
事
の
実
な
ら
ざ
る
は
、
君

其そ

れ
諸こ
れ

を
柳
橋
に
問
へ
」
と
曰
は
ん
と
す
／B26b-10

）

　

あ
い
だ
に
複
数
個
の
レ
点
を
挟
む
と
は
い
え
、
順
に
四
つ
の
大
返
り
を
必
要
と
す

る
だ
け
の
場
面
で
あ
る
か
ら
、
一
二
点
を
一
↓
二
↓
三
↓
四
と
打
っ
て
お
き
さ
え
す

れ
ば
、
何
も
差
し
支
え
な
い
は
ず
だ
。
の
っ
け
か
ら
甲
乙
点
を
用
い
る
必
然
性
は
な

い
の
で
あ
る
。

　

次
い
で
、
取
り
敢
え
ず
一
二
点
を
打
ち
な
が
ら
も
、
上
下
点
を
飛
ば
し
、
た
だ
ち

ず
／A

22b-07

）

〔
例
33
〕　

不
覗

可
覗

求
派

諸
大
妓
杷

也
（
諸こ
れ

を
大
妓
に
求
む
べ
か
ら
ず
／A

24a-
03

）

〔
例
34
〕　

不
派

啻
有
眼
之
客
鄙
而
遠
萩

之
（
啻た

だ
有
眼
の
客
鄙い
や

し
ん
で
之こ
れ

を
遠

ざ
く
る
の
み
な
ら
ず
／B03a-08

）

〔
例
35
〕　

余
初
見
派

之
友
人
永
芳
山
之
家
杷

（
余わ
れ

初
め
之こ
れ

を
友
人
永
芳
山
の
家

に
見
る
／B23a-06
）

〔
例
36
〕　

唯
有
派

公
覗

之
与
覗

密
覗

之
之
異
杷

耳
（
唯た

だ
之こ
れ

を
公
に
す
る
と
之こ
れ

を
密

に
す
る
と
の
異
な
る
有
る
の
み
／B26b-04

）

　
〔
例
31
〕〔
例
32
〕〔
例
33
〕〔
例
36
〕
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
点
を
付
け
た
一
文
が
直

上
に
あ
る
た
め
、
一
二
点
と
の
見
分
け
が
利
き
や
す
い
よ
う
に
上
下
点
を
用
い
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
直
近
に
一
二
点
が
使
わ
れ
て
い
る
と
、
た
だ
ち
に
上

下
点
を
掛
け
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。
他
の
一
例
を
挙
げ
て
み
れ
ば

―

〔
例
37
〕　

或
有
巴

私
事
蚤

而
不
覗

同
派

西
京
之
公
然
不
萩

忌
也
（
或
い
は
私
事
有
る

も
、
西
京
の
公
然
忌い

ま
ざ
る
に
同
じ
か
ら
ず
／B08b-01

）

　

も
っ
と
も
、
右
の
ご
と
き
斟
酌
は
、
要
ら
ざ
る
性
質
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

左
の
よ
う
な
上
下
点
の
打
ち
方
も
見
ら
れ
る
か
ら
だ
。

〔
例
38
〕　

使
覗

売
派

其
不
巴

敢
売
蚤

之
色
杷

謂
派

之
転
杷

焉
（
其
の
敢
へ
て
売
ら
ざ
る

の
色
を
売
ら
し
む
、
之こ

れ

を
転

コ
ロ
バ
スと
謂
ふ
／A

09b

）
12
（-09

）

　

前
半
は
、
現
行
方
式
と
同
じ
く
、
一
二
点
の
外
側
に
上
下
点
を
打
つ
。
し
か
し
、
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直
上
に
一
二
点
・
上
下
点
・
甲
乙
点
を
用
い
た
一
文
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
と
弁
別

を
図
る
べ
く
天
点
・
地
点
を
打
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
結
果
と
し
て
は
天
地
人
点
の

単
独
用
法
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

次
は
、
一
二
点
・
上
（
中
）
下
点
の
外
側
に
、
甲
乙
点
を
飛
ば
し
て
、
た
だ
ち
に

天
地
人
点
を
掛
け
る
例
で
あ
る
。

〔
例
44
〕　

有
牌

利
巴

其
財
蚤

謀
派

攘
狽

却
船
宿
蚤

而
逞
波

己
欲
杷

者
背

（
其
の
財
を
利
し

て
船
宿
を
攘

じ
や
う

却き
や
くし
、
己お
の
れが
欲
を
逞た
く
まし
う
す
る
を
謀は
か

る
者
有
り
／A

16a-09

）

〔
例
45
〕　

有
牌

愛
巴

其
人
蚤

欲
派

不
覗

令
把

徒
失
巴

資
於
船
宿
蚤

而
永
締
萩

好
者
背

（
其
の

人
を
愛
し
、
徒い

た
づら

に
資
を
船
宿
に
失
は
し
め
ず
し
て
、
永
く
好よ
し
みを

締む
す

ぶ
を

欲
す
る
者
有
り
／A

16a-10

）

　

い
ず
れ
の
天
・
地
も
、
現
行
方
式
で
は
甲
・
乙
で
す
ま
せ
る
と
こ
ろ
。
こ
の
二
例

は
連
続
し
て
現
れ
る
対
句
ま
が
い
の
字
句
な
の
で
、
敢
え
て
同
じ
方
式
の
返
り
点
を

用
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
は
、
一
二
点
を
付
け
て
か
ら
、
上
下
点
も
甲
乙
点
も
飛
ば
し
、
い
き
な
り

天
地
人
点
を
掛
け
る
例
も
あ
る
。

〔
例
46
〕　

彼
若
又
曰
牌

爾
著
文
章
不
覗

善
読
者
無
把

以
解
巴

意
味
蚤

不
佞
是
嘆
記
事

妄
誕
而
不
覗

実
不
佞
是
疑
背

（
彼
若も

し
又
「
爾な
ん
ぢの
著
す
る
文
章
善
か
ら
ず
、

読
む
者
以
て
意
味
を
解
す
る
無
し
、
不ふ

佞ね
い

是こ

れ
嘆
く
。
記
事
妄ま
う

誕た
ん

に
し

て
実
な
ら
ず
。
不ふ

佞ね
い

是こ

れ
疑
ふ
」
と
曰
は
ば
／B26b

）
13
（-08

）

　

一
二
点
の
外
側
に
、
天
点
と
地
点
が
付
い
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
現
行
方

式
な
ら
ば
、
上
点
と
下
点
を
打
つ
と
こ
ろ
だ
。

に
甲
乙
点
を
打
っ
て
し
ま
う
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

〔
例
41
〕　

譬
猶
破

喫
巴

鴉
片
烟
蚤

者
甘
巴

其
味
蚤

不
覗

覚
巴

其
毒
蚤

遂
以
斃
琶

焉
（
譬た
と

へ

ば
猶な

ほ
鴉ア

片ヘ
ン

烟
を
喫
す
る
者
其
の
味
を
甘
ん
じ
て
其
の
毒
を
覚
へマ
マ

ず
、
遂つ
ひ

に
以
て
斃た
ふ

る
る
が
ご
と
し
／A

11a-05

）

　

三
つ
の
一
二
点
の
外
側
に
甲
乙
点
を
掛
け
て
い
る
。
上
下
点
で
も
何
ら
差
し
支
え

な
い
の
だ
が
。

〔
例
42
〕　

吾
将
婆

対
覗

之
曰
破

君
講
巴

道
学
蚤

吾
好
巴

風
流
蚤

唯
是
半
文
借
貸
不
巴

相

及
蚤

也
不
覗

慮
君
渉
巴

吾
事
蚤

何
故
琶

（
吾
将ま
さ

に
之こ
れ

に
対こ
た

へ
て
「
君
は
道
学
を
講

じ
、
吾
は
風
流
を
好
む
。
唯た

だ
是こ

れ
半
文
の
借
貸
も
相
及
ば
ず
。
虞は
か

ら
ざ

り
き
、
君
の
吾
が
事
に
渉わ

た

ら
ん
と
は
。
何
の
故
ぞ
」
と
曰
は
ん
と
す
／

B26b-07

）

　

や
は
り
四
つ
の
一
二
点
の
外
側
に
甲
乙
点
を
掛
け
て
い
る
。
大
返
り
が
必
要
な
の

は
三
箇
所
な
の
で
、
上
・
中
・
下
で
間
に
合
う
は
ず
だ
。
甲
・
乙
・
丙
を
用
い
る
必

然
性
は
な
い
。

　

第
三
は
、
だ
し
ぬ
け
に
天
地
人
点
を
打
つ
例
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
一
二
点
・

上
下
点
・
甲
乙
点
を
す
べ
て
飛
ば
し
、
単
に
天
地
人
点
だ
け
を
掛
け
る
例
か
ら
紹
介

し
て
み
よ
う
。

〔
例
43
〕　

然
強
而
求
牌

之
其
中
背

一
人
有
焉
（
然
れ
ど
も
強し

ひ
て
之こ
れ

を
其
の
中
に

求
む
る
に
、
一
人
有
り
／B23a-04

）
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『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

　

現
行
方
式
で
は
、
一
二
点
の
外
側
に
上
下
点
、
逆
に
言
え
ば
、
上
下
点
の
内
側
に

一
二
点
と
い
う
打
ち
方
が
常
識
だ
が
、
右
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
一
二
点
が
上
下
点

を
包
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
逆
転
現
象
が
繰
り
返
し
現
れ
る
長
文
の
例
を
紹
介
す
れ

ば

―〔
例
50
〕　

若
巴

千
手
鼓
覗

琶
慰
派

重
衡
於
羇
館
杷

静
女
奏
覗

舞
不
蝿

屈
巴

頼
朝
于
幕
府
蚤

皆
是
千
古
之
情
事
百
世
之
雅
談
、
使
把

聞
者
恍
然
惝
然
神
飛
魂
颺
而
涎
派

其

美
杷

泣
巴

其
情
蚤

者
（
千せ
ん

手じ
ゆ

の
琶は

を
鼓
し
て
重し
げ

衡ひ
ら

を
羇き
く

館わ
ん

に
慰
め
、
静せ
い

女ぢ
よ

の
舞ま
ひ

を
奏
し
て
頼よ
り

朝と
も

に
幕
府
に
屈
せ
ざ
る
が
若ご
と

き
は
、
皆
是こ

れ
千
古
の
情
事
、

百
世
の
雅
談
、
聞
く
者
を
し
て
恍

く
わ
う

然ぜ
ん

惝し
や

然う
ぜ
ん

神し
ん

飛と

び
魂こ
ん

颺あ
が

つ
て
、
其
の
美

に
涎よ

だ
れし
、
其
の
情
に
泣
か
し
む
る
者
な
り
／A

28a-01

）

　

前
半
〔
二
（
下
・
上
）
一
〕
で
も
、
後
半
〔
三
（
下
・
上
）
二
・
一
〕
で
も
、
上

下
点
が
一
二
点
に
包
ま
れ
て
い
る
。
一
二
点
が
上
下
点
の
内
部
に
位
置
す
る
の
が

『
柳
橋
新
誌
』
の
通
例
で
、
こ
う
し
た
逆
転
現
象
は
例
外
に
属
す
る
の
だ
が
。

ⅳ　

並
列
現
象

　

現
行
方
式
に
お
い
て
、
大
返
り
は
必
ず
包
含
関
係
を
成
す
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

大
返
り
ど
う
し
が
並
列
関
係
に
陥
る
よ
う
な
打
ち
方
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、

『
柳
橋
新
誌
』
に
は
、
単
に
並
列
さ
れ
た
だ
け
の
大
返
り
が
散
見
す
る
。

　

第
一
は
、
一
二
点
と
上
下
点
の
並
列
で
あ
る
。

〔
例
51
〕　

大
中
村
災
後
起
巴

一
大
巨
閣
蚤

称
派

覇
於
水
東
杷

（
大お
ほ

中な
か

村む
ら

災さ
い

後ご

一
大

　

た
だ
し
、
念
の
た
め
に
断
っ
て
お
け
ば
、
現
行
方
式
に
も
大
返
り
の
飛
躍
現
象
は

現
れ
、
正
規
の
例
外
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
一
二
点
の
外
側
に
大
返
り
が

四
つ
必
要
な
と
き
、
上
・
中
・
下
の
三
つ
し
か
な
い
上
下
点
で
は
符
号
の
数
が
不
足

す
る
の
で
、
上
下
点
を
飛
び
越
し
、
た
だ
ち
に
甲
乙
点
す
な
わ
ち
甲
・
乙
・
丙
・
丁

を
用
い
る
わ
け
だ
。『
柳
橋
新
誌
』
に
も
実
例
が
あ
る
。

〔
例
47
〕　

然
未
覗

聞
罵

薩
侯
令
蹇

大
友
蚤

避
而
変
破

其
章
琶

也
（
然
れ
ど
も
未い
ま

だ
薩さ
つ

侯こ
う

大お
ほ

友と
も

を
し
て
避
け
て
其
の
章
を
変
へ
し
む
る
を
聞
か
ず
／B09b-05

）

　

現
行
方
式
で
は
あ
り
得
な
い
は
ず
の
「
丙
二
」
が
奇
妙
に
映
る
だ
ろ
う
が
、
こ
れ

は
使
役
動
詞
「
令
」
を
再
読
文
字
扱
い
し
て
い
る
（
後
述
）
が
ゆ
え
の
丙
点
と
二
点

の
同
居
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
同
居
現
象
に
さ
え
目
を
つ
む
れ
ば
、
右
の
一
二
点

か
ら
甲
乙
点
へ
の
飛
躍
は
、
現
行
方
式
で
も
講
じ
ら
れ
る
例
外
措
置
そ
の
も
の
な
の

で
あ
る
。ⅲ　

逆
転
現
象

　

逆
転
現
象
は
、
大
返
り
の
包
含
順
序
が
逆
転
し
て
い
る
打
ち
方
を
い
う
。
も
っ
と

も
、
今
の
と
こ
ろ
目
に
し
て
い
る
の
は
、
一
二
点
と
上
下
点
の
順
序
が
逆
さ
ま
に
な

っ
て
い
る
例
だ
け
で
あ
る
。

〔
例
48
〕　

其
他
未
覗

聞
有
巴

一
女
子
能
超
倍

乗
於
此
上
杷

者
蚤

（
其
の
他
、
未い
ま

だ
聞

か
ず
一
女
子
の
能よ

く
此
の
上
に
超て
う

乗じ
よ
うす
る
者
有
る
を
／A

24b-10

）

〔
例
49
〕　

頃
日
有
巴

偸
倍

刻
我
柳
橋
新
誌
杷

者
蚤

（
頃け
い

日じ
つ

我
が
『
柳
橋
新
誌
』
を

偸ぬ
す

み
刻
す
る
者
有
り
／B01a-10

）
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の
美
悪
を
論
ぜ
ず
し
て
、
勉つ
と

め
て
牀し
や

笫う
し

に
侍じ

す
る
者
と
異
な
り
／A

10a-
05

）

　

第
二
は
、
一
二
点
と
甲
乙
点
の
並
列
だ
。
上
下
点
を
飛
び
越
し
て
甲
乙
点
が
用
い

ら
れ
る
点
で
は
、
一
種
の
飛
躍
現
象
と
解
し
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

〔
例
57
〕　

献
巴

盃
于
人
蚤

多
擲
而
送
破

之
其
掌
上
琶

（
盃
を
人
に
献
ず
る
、
多
く
擲
な
げ
う

つ
て
之こ
れ

を
其
の
掌
し
や
う

上じ
や
うに
送
る
／B09a-02

）

　

次
の
よ
う
に
、
な
ん
と
上
下
点
の
内
部
に
一
二
点
と
甲
乙
点
が
並
列
さ
れ
て
い
る

例
も
あ
る
。
甲
乙
点
よ
り
も
上
下
点
の
ほ
う
が
大
き
く
返
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
種

の
逆
転
現
象
と
も
解
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
大
返
り
だ
け
書
き
抜
け
ば
、〔
下
（
二
・

一
）（
二
・
一
）（
乙
・
甲
）
中
・
上
〕
と
な
る
。

〔
例
58
〕　

因
派

人
々
楽
巴

昇
平
之
沢
蚤

偸
巴

一
日
之
安
蚤

急
破

于
挙
覗

賢
使
拍

能
而
却

取
波

阿
諛
之
臣
失
節
之
士
杷

矣
（
人
々
昇
平
の
沢た
く

を
楽
し
み
、
一
日
の
安
を

偸ぬ
す

み
、
賢
を
挙
げ
能
を
使
ふ
に
急
に
し
て
、
却か
へ

つ
て
阿あ

諛ゆ

の
臣
・
失し
つ

節せ
つ

の

士
を
取
る
に
因
る
／B25b-10

）

　

第
三
は
、
一
二
点
・
上
下
点
・
甲
乙
点
の
並
列
で
あ
る
。
さ
な
が
ら
三
役
揃
い
踏

み
、
並
列
現
象
の
極
北
と
称
し
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

〔
例
59
〕　

招
破

妓
于
酒
楼
琶

与
巴

船
宿
蚤

同
覗

致
但
至
派

留
覗

客
宿
覗

妓
之
計
杷

則
無
覗

有

焉
（
妓
を
酒
楼
に
招
く
、
船
宿
と
致

お
も
む
きを
同
じ
う
す
、
但た

だ
客
を
留と
ど

め
妓
を

宿
せ
し
む
る
の
計
に
至
つ
て
は
則す

な
はち
有
る
こ
と
無
し
／A

08a-07

）

巨
閣
を
起
こ
し
、
覇は

を
水
東
に
称
す
／B01b-10

）

　

一
二
点
を
含
ま
ぬ
上
下
点
が
一
二
点
と
並
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
方
に
一

二
点
、
下
方
に
上
下
点
が
見
え
る
例
だ
が
、
次
の
二
例
の
ご
と
く
、
順
序
が
逆
転
し
、

上
方
に
上
下
点
、
下
方
に
一
二
点
が
位
置
す
る
並
列
も
あ
る
。

〔
例
52
〕　

或
放
派

館
舫
于
中
流
杷

擬
巴

漢
武
汾
河
之
遊
蚤

（
或
い
は
館ヤカ

タ舫
を
中
流
に

放
つ
て
、
漢
武
汾ふ

ん

河が

の
遊
び
に
擬
し
／A

28b-09

）

〔
例
53
〕　

鼻
洟
垂
派

口
端
杷

抱
巴

泥
孩
蚤

（
鼻び

洟て
い

口
端
に
垂
れ
、
泥で
い

孩が
い

を
抱い
だ

い
て

／B25b-03

）

　

上
方
の
上
下
点
と
下
方
の
一
二
点
を
レ
点
で
連
結
し
た
左
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

前
掲
〔
例
50
〕
の
前
半
で
は
、
現
行
方
式
と
同
じ
く
、
一
二
点
と
一
二
点
が
レ
点
で

連
結
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
。

〔
例
54
〕　

若
夫
狎
客
不
覗

得
派

傍
観
而
不
萩

援
巴

其
費
蚤

也
（
若も

し
夫そ

れ
狎か
ふ

客か
く

は
、

傍
観
し
て
其
の
費つ

ひ

え
を
援た
す

け
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
／A

22a-03
）

〔
例
55
〕　

非
派

其
人
庸
劣
不
萩

勝
巴

其
職
蚤

也
（
其
の
人
庸よ
う

劣れ
つ

に
し
て
、
其
の
職

に
勝た

へ
ざ
る
に
は
非
ず
／B25b-09

）

　

一
二
点
と
上
下
点
が
天
地
人
点
の
内
部
で
並
列
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
甲
乙
点
を

飛
ば
し
て
天
地
人
点
を
用
い
て
い
る
点
で
は
、
飛
躍
現
象
の
一
種
と
見
な
す
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。

〔
例
56
〕　

与
牌

女
郎
不
覗

論
巴

客
之
美
悪
蚤

而
勉
侍
派

牀
笫
杷

者
背

異
矣
（
女ぢ
よ

郎ら
う

の
客
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『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

〔
例
61
〕　

妓
亦
不
派

母
狽

事
杷

之
蚤

也
（
妓
も
亦
た
之こ
れ

に
母ぼ

事じ

せ
ざ
る
な
り
／

A
17b-02

）

〔
例
62
〕　

将
派

従
狽

良
杷

于
商
蚤

（
将ま
さ

に
商
に
従
じ
ゆ
う

良り
や
うせ

ん
と
す
／B18b-08

）

〔
例
63
〕　

動
不
派

人
狽

視
杷

人
蚤

（
動や
や

も
す
れ
ば
人
を
人じ
ん

視し

せ
ず
／B22

）
14
（

a-06

）

　

左
の
ご
と
く
、
一
二
点
を
二
つ
連
用
し
た
う
え
で
、
下
方
の
一
二
点
に
上
下
点
を

交
錯
さ
せ
る
例
も
あ
る
。

〔
例
64
〕　

則
与
派

彼
打
狽

破
三
十
六
郡
蚤

奪
狽

拠
杷

四
百
餘
州
蚤

（
則す
な
はち

彼か

の
三
十
六

郡
を
打
破
し
、
四
百
餘
州
を
奪
拠
す
る
と
／A

12a-07

）

〔
例
65
〕　

以
派

其
不
覗

弾
巴

三
絃
蚤

徒
侍
狽

御
杷

杯
杓
蚤

也
（
其
の
三さ
ん

絃げ
ん

を
弾
ぜ
ず
、

徒た

だ
杯は
い

杓し
や
くに
侍じ

御ぎ
よ

す
る
を
以
て
な
り
／A

12b-09

）

〔
例
66
〕　

余
今
欲
派

記
巴

柳
橋
紅
裙
蚤

以
準
狽

擬
杷

之
蚤

（
余わ
れ

今
柳
橋
の
紅こ
う

裙く
ん

を
記

し
て
、
以
て
之こ

れ

に
準じ
ゆ

擬ん
ぎ

せ
ん
と
欲
す
／A

25a-03

）

　

こ
う
し
た
交
錯
現
象
が
天
地
人
点
の
あ
い
だ
に
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

〔
例
67
〕　

無
牌

不
派

一
狽

酔
杷

於
此
楼
蚤

者
背

（
此
の
楼
に
一い
つ

酔す
い

せ
ざ
る
者
無
し
／

A
24b-07

）

　

一
二
点
と
上
下
点
が
交
錯
し
た
字
句
に
、
い
き
な
り
天
点
と
地
点
を
掛
け
て
い
る

の
だ
か
ら
、
甲
乙
点
を
飛
ば
し
て
い
る
点
で
は
、
飛
躍
現
象
を
も
含
ん
だ
例
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、『
柳
橋
新
誌
』
に
は
、
わ
ず
か
一
例
な
が
ら
、
左
の
よ
う
な
返
し
方

も
見
ら
れ
る
。

　

右
の
大
返
り
を
書
き
抜
け
ば
、〔（
乙
・
甲
）（
二
・
一
）（
下
・
上
）〕
と
な
る
。

真
っ
先
に
甲
乙
点
が
登
場
す
る
理
由
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、《
新
大

系
本
》
三
四
八
頁
の
よ
う
に
「
…
…
同
じ
う
す
。」
と
句
点
を
打
っ
て
二
つ
の
文
に

分
か
て
ば
、
第
一
文
は
一
二
点
と
甲
乙
点
の
並
列
、
第
二
文
は
上
下
点
の
単
用
と
解

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
行
方
式
か
ら
見
れ
ば
、
規
定
違
反
と
し

か
言
い
よ
う
の
な
い
返
り
点
で
あ
る
。

ⅴ　

交
錯
現
象

　

現
行
方
式
は
、
大
返
り
の
並
列
と
同
じ
く
、
大
返
り
の
交
錯
も
認
め
て
い
な
い
。

一
二
点
と
上
下
点
は
、
必
ず
〔
下
（
二
・
一
）
上
〕
の
ご
と
く
包
含
関
係
を
成
さ
ね

ば
な
ら
ず
、〔
下
（
二
／
上
〕
一
）
の
よ
う
な
交
錯
関
係
は
禁タ

ブ
ー忌
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、『
柳
橋
新
誌
』
に
は
、
現
に
一
二
点
と
上
下
点
の
交
錯
す
る
〔
下

（
二
／
上
〕
一
）
が
頻
出
し
、
一
大
特
徴
と
称
し
て
も
憚
る
に
及
ば
ぬ
ほ
ど
目
立
つ

存
在
と
な
っ
て
い
る
。
一
般
形
で
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
な
打
ち
方
が
愛
用
さ
れ
て
い

る
わ
け
だ
。
便
宜
上
〔
Ａ
方
式
〕
と
名
づ
け
、
念
の
た
め
読
み
順
を
数
字
番
号
で
表

し
て
お
く
。

〔
Ａ
方
式
〕
④
派

②
狽

③
杷

①
蚤

　

実
例
は
多
数
に
の
ぼ
る
の
で
、
今
、
左
に
初
編
・
二
編
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
二
例
ず
つ

引
く
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

〔
例
60
〕　

非
派

専
狽

重
杷

之
蚤

（
之こ
れ

を
専せ
ん

重ち
よ
うす

る
に
非
ず
／A

02a-07

）
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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
二
号　

二
〇
一
四
年

　

こ
れ
を
見
る
か
ぎ
り
、〔
Ｂ
方
式
〕
の
「
○
覗

○
狽

○
○
蚤

」
が
「
原
則
的
」、
そ
れ

と
は
異
な
る
「
○
把

○
狽

○
○
蚤

」
は
「
例
外
的
」
な
返
り
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
右
で
「
例
外
的
」
と
さ
れ
る
「
○
把

○
狽

○
○
蚤

」
こ
そ
が
、
実
は
現
行

方
式
の
標
準
で
あ
り
、
中
学
・
高
校
の
国
語
科
教
科
書
を
は
じ
め
、
大
学
受
験
用
の

参
考
書
な
ど
で
も
採
用
さ
れ
て
い
る
打
ち
方
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
〔
Ｃ
方
式
〕
と

名
づ
け
て
一
般
形
を
示
せ
ば

―

〔
Ｃ
方
式
〕
④
把

②
狽

③
①
蚤

　

要
す
る
に
、
漢
文
学
の
分
野
で
は
〔
Ｂ
方
式
〕
と
〔
Ｃ
方
式
〕
の
両
者
が
並
立
し

て
お
り
、
不
統
一
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
現
状
だ
。
さ
す
が
に
、
今

日
、『
柳
橋
新
誌
』
が
愛
用
す
る
〔
Ａ
方
式
〕
に
則
っ
て
返
り
点
を
交
錯
さ
せ
る
訓

読
者
は
い
な
い
と
思
う
が
。

　

実
際
、
国
語
科
教
科
書
や
学
習
参
考
書
な
ど
、
漢
文
教
育
の
現
場
で
は
〔
Ｃ
方

式
〕
を
採
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
豈あ

に
図は
か

ら
ん
や
、
つ
い
最
近
、
東
京
大
学

の
入
試
問
題
に
〔
Ｂ
方
式
〕
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一

三
）
二
月
二
十
五
日
に
実
施
さ
れ
た
東
京
大
学
前
期
日
程
入
学
試
験
「
国
語
」（
文

科
）
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
第
三
問
「
漢
文
」
の
問
題
文
に
、
次
の
ご
と
く

〔
Ｂ
方
式
〕
の
返
り
点
が
付
け
ら
れ
て
い
）
17
（
た
。

〔
例
71
〕　

王
欲ス
覗

下
狽

嫁セ
シ
メ
ン
ト

　

於
高
氏ニ
蚤

。

　

む
ろ
ん
、
漢
文
教
育
の
現
場
に
立
つ
者
と
し
て
は
、〔
Ｃ
方
式
〕
に
基
づ
き
、
レ

点
で
は
な
く
、
左
の
よ
う
に
三
点
を
用
い
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
。

〔
例
68
〕　

故
妓
亦
非
覗

洞
狽

察
其
人
之
身
上
意
内
蚤

則
不
覗

引
（
故
に
妓
も
亦
た
其

の
人
の
身し

ん

上じ
や
う・
意い

内な
い

を
洞
察
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則す
な
はち
引
か
ず
／A

16b-
02

）

　

実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
打
ち
方
は
、
今
な
お
歴
史
学
・
古
文
書
学
お
よ
び
一
部
の
漢

文
学
関
係
者
の
あ
い
だ
で
愛
用
さ
れ
て
い
る
返
り
点
だ
。
こ
れ
を
便
宜
上
〔
Ｂ
方

式
〕
と
名
づ
け
、
や
は
り
数
字
番
号
で
読
み
順
を
表
し
つ
つ
一
般
形
を
示
せ
ば

―

〔
Ｂ
方
式
〕
④
覗

②
狽

③
①
蚤

　

現
在
で
も
〔
Ｂ
方
式
〕
を
用
い
る
例
と
し
て
、
歴
史
学
の
分
野
か
ら
、
村
井
章
介

氏
の
校
注
に
係
る
宋
希
璟
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
の
返
り
点
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

実
例
が
多
い
た
め
、
二
つ
だ
け
引
く
に
と
ど
め
る
。

〔
例
69
〕　

乞
覗

分
狽

置
深
僻
処
蚤

（
深し
ん

僻ぺ
き

の
処と
こ
ろに
分
置
せ
ん
こ
と
を
乞こ

ふ
）

〔
例
70
〕　

不
覗

礼
狽

待
其
使
蚤

（
其
の
使つ
か
ひを

礼れ
い

待た
い

せ
）
15
（

ず
）

　

漢
文
学
の
分
野
で
も
、
一
部
に
〔
Ｂ
方
式
〕
を
標
準
と
す
る
向
き
が
あ
り
、
た
と

え
ば
加
地
伸
行
氏
は
、「
有
楚
大
夫
於
此
」（
此こ
こ

に
楚そ

の
大た
い

夫ふ

有
り
）
の
返
り
点
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

原
則
的
に
は
、
こ
の
「
楚
大
夫
」
を
熟
語
と
考
え
、
か
つ
一
字
相
当
と
し
て
、

有
覗

楚
狽

大-

夫
於
此
蚤

（
ま
た
は
例
外
的
に
有
把

楚
狽

大-

夫
於
此
蚤

）

と
し
て
よ
）
16
（

い
。
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『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

　
〈
ア
〉
す
な
わ
ち
〔
Ｃ
方
式
〕
と
〈
イ
〉
す
な
わ
ち
〔
Ｂ
方
式
〕
と
の
違
い
は
、

正
誤
の
差
で
は
な
く
、〔
Ｃ
方
式
〕
が
新
、〔
Ｂ
方
式
〕
が
旧
、
つ
ま
り
新
旧
の
相
違

と
い
う
わ
け
だ
。

　

さ
て
、『
柳
橋
新
誌
』
の
〔
Ａ
方
式
〕
か
ら
発
展
し
て
、
現
在
の
〔
Ｂ
方
式
〕
と

〔
Ｃ
方
式
〕
の
並
立
に
ま
で
話
を
及
ぼ
し
た
が
、
こ
こ
で
三
種
の
方
式
に
つ
い
て
整

理
を
試
み
よ
う
。

　

時
間
の
軸
に
沿
っ
て
の
整
理
は
、
旧
か
ら
新
へ
〔
Ａ
方
式
〕
↓
〔
Ｂ
方
式
〕
↓

〔
Ｃ
方
式
〕
と
並
べ
て
お
け
ば
間
違
い
あ
る
ま
い
。
す
で
に
〔
Ａ
方
式
〕
は
姿
を
消

し
、〔
Ｂ
方
式
〕
が
残
存
し
つ
つ
も
、〔
Ｃ
方
式
〕
を
主
と
す
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

簡
略
に
ま
と
め
る
と

―

〔
Ａ
方
式
〕
④
派

②
狽

③
杷

①
蚤

・『
柳
橋
新
誌
』
が
常
用
す
る
。

・
現
在
は
消
滅
。

〔
Ｂ
方
式
〕
④
覗

②
狽

③
①
蚤

・『
柳
橋
新
誌
』
に
一
例
（〔
例
68
〕）
が
見
え
る
。

・
現
在
も
、
歴
史
学
・
古
文
書
学
お
よ
び
一
部
の
漢
文
学
関
係
者
が
使
用
。

〔
Ｃ
方
式
〕
④
把

②
狽

③
①
蚤

・『
柳
橋
新
誌
』
に
は
見
え
な
い
。

・
現
在
、
漢
文
教
育
の
現
場
で
は
標
準
と
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
右
は
事
実
認
識
と
称
す
べ
き
性
質
の
ま
と
め
に
す
ぎ
ず
、
な
ぜ
〔
Ａ
方

式
〕
↓
〔
Ｂ
方
式
〕
↓
〔
Ｃ
方
式
〕
の
ご
と
く
返
り
点
の
打
ち
方
が
変
化
し
て
き
た

の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
ま
た
話
が
別
で
あ
る
。
小
林
氏
は
、〔
Ｂ
方
式
〕

の
よ
う
に
レ
点
を
付
け
よ
う
が
、〔
Ｃ
方
式
〕
の
ご
と
く
三
点
を
打
と
う
が
、「
実
質

〔
例
72
〕　

王
欲ス
把

下
狽

嫁セ
シ
メ
ン
ト

　

於
高
氏ニ
蚤

。

　

実
際
、〔
Ｃ
方
式
〕
で
教
え
て
い
る
受
験
界
の
漢
文
講
師
は
怒
り
を
禁
じ
得
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
、
早
速
、
予
備
校
の
老
舗
た
る
駿
台
予
備
校
が
東
大
の
入
試
問
題
の

解
説
書
で
露
骨
に
不
快
感
を
示
し
た
。
次
の
よ
う
な
一
刀
両
断
の
口
吻
で
あ
る
。

「
欲
下
嫁
」
の
返
り
点
（
＝
「
欲
覗

下
狽

嫁
」）
は
、「
欲
把

下
狽

嫁
」
の
誤
り
で

あ
）
18
（
る
。

　

た
だ
し
、
漢
文
教
育
の
現
場
で
は
〔
Ｃ
方
式
〕
が
標
準
と
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

村
井
章
介
氏
や
加
地
伸
行
氏
の
ご
と
く
〔
Ｂ
方
式
〕
を
標
準
と
す
る
向
き
も
あ
る
の

は
否
定
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
方
式
に
つ
い
て
最
も
簡
明
に
見
通
し

を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
小
林
信
明
氏
で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
林
氏
は
、
同
一
の
文

に
つ
い
て
二
種
の
返
り
点
を
示
し
、
そ
の
新
旧
に
言
及
し
て
い
る
。

〈
ア
〉
聖
人ハ

不シ
テ把

凝
狽

滞セ

於
物ニ
芭

而
能ク

与と

覗

世
推
移ス

。

〈
イ
〉
聖
人ハ

不シ
テ覗

凝
狽

滞セ

於
物ニ
芭

而
能ク

与
覗

世
推
移ス

。

右
に
お
い
て
、「
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
。

…
…
い
ず
れ
も
「
か
な
混
り
文
」
に
書
き
下
せ
ば
、「
物
に
凝
滞
せ
ず
し
て
」

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
ら
で
提
示
さ
れ

て
も
驚
か
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
）
19
（

い
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
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人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

　

特
に
危
険
な
の
は
、「
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
結
ば
れ
た
語
は
、
一
字
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
」

と
い
う
意
識
が
野
放
し
に
な
る
こ
と
だ
。
も
し
こ
れ
が
無
条
件
に
認
め
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
次
の
よ
う
な
返
り
点
を
も
許
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
可
能
性
が
生
ず
る
。
実
際
、

返
り
点
の
練
習
の
授
業
で
、
大
学
生
が
付
け
た
こ
と
の
あ
る
返
り
点
だ
。

〔
例
73
〕　

以
覗

五-

十-

歩
笑
覗

百-

歩
（
五
十
歩
を
以
て
百
歩
を
笑
ふ
）

〔
例
74
〕　

如
巴

揮
覗

快-

刀
断
蝿

乱-

麻
（
快
刀
を
揮ふ
る

つ
て
乱
麻
を
断
つ
が
如
し
）

　

む
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
正
し
く
は
「
以
巴

五
十
歩
蚤

笑
巴

百
歩
蚤

」「
如
派

揮
巴

快
刀
蚤

断
波

乱
麻
杷

」
と
打
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
右
の
よ
う
な
誤
謬
を
防
ぐ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
場

合
に
限
っ
て
「
連ハ

読イ

符フ

号ン

で
結
ば
れ
た
語
は
、
一
字
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
」
が
適
用

さ
れ
る
の
か
、
そ
の
条
件
を
明
確
に
規
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
条
件
付
け
ナ

シ
の
便
法
が
独
り
歩
き
す
る
の
は
、
甚
だ
危
う
い
事
態
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
そ

う
し
た
条
件
付
け
を
目
に
し
た
記
憶
は
な
い
。〔
Ｂ
方
式
〕
を
用
い
て
い
る
歴
史
学

の
専
門
家
に
質
問
し
て
み
た
こ
と
も
あ
る
が
、「
い
や
、
ま
あ
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
結
ば

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
字
と
見
な
し
ま
し
て
」
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
〔
Ｃ
方
式
〕
の
「
④
把

②
狽

③
①
蚤

」
は
、〔
Ｂ
方
式
〕
が
抱
え
て
い
た
弱
点
す
な
わ

ち
レ
点
に
関
す
る
例
外
を
消
去
す
べ
く
発
案
さ
れ
、
漢
文
教
育
の
現
場
で
普
及
す
る

に
至
っ
た
返
り
点
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、〔
Ｂ
方
式
〕
の
レ
点
を
三
点
に
換

え
れ
ば
、
レ
点
で
下
の
二
字
か
ら
上
に
一
字
に
も
ど
る
事
態
は
解
消
さ
れ
る
。

　

と
は
い
え
、〔
Ｃ
方
式
〕
が
完
璧
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
①
か
ら
②
へ
返
す
の

は
問
題
ナ
シ
、
②
か
ら
③
へ
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
下
る
の
も
当
然
の
話
だ
。
け
れ
ど
も
、
③

か
ら
④
へ
と
も
ど
れ
る
保
証
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。「
二
点
を
付
け
た
〈
②
狽

③
〉
か

ら
三
点
の
付
い
た
〈
④
把

〉
に
返
す
に
決
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
言
う
な
か

れ
。
二
点
は
、
あ
く
ま
で
②
に
打
っ
て
あ
る
返
り
点
だ
。
返
り
点
の
指
示
に
律
儀
に

的
に
は
相
違
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
結
果
と
し
て
同
一

の
書
き
下
し
文
に
な
る
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
に
見
ら
れ
る

返
り
点
の
用
法
の
原
則
を
捨
象
し
て
の
観
察
で
あ
る
。

　
〔
Ａ
方
式
〕
の
「
④
派

②
狽

③
杷

①
蚤

」
は
、
た
し
か
に
煩
雑
な
印
象
を
与
え
る
。
一

般
形
そ
の
ま
ま
に
四
字
か
ら
成
る
〔
例
60
〕
の
「
非
派

専
狽

重
杷

之
蚤

」（
之こ
れ

を
専せ
ん

重ち
よ
うす

る
に
非
ず
）
を
見
れ
ば
、
煩
雑
さ
は
明
ら
か
だ
。
わ
ず
か
四
字
の
な
か
で
返
り
読
む

た
め
に
、
字
数
と
同
じ
く
四
つ
も
の
符
号
を
必
要
と
し
、
し
か
も
一
二
点
と
上
下
点

が
交
錯
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　

し
か
し
、
見
た
目
こ
そ
煩
雑
だ
が
、
返
り
点
が
持
つ
逐
字
の
原
則
、
す
な
わ
ち
字

を
逐
っ
て
付
け
て
ゆ
く
と
い
う
原
則
に
最
も
忠
実
な
返
り
点
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で

き
ま
い
。「
之
蚤

」
か
ら
「
専
巴

」
に
返
り
、
連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
「
重
」
に
下
っ
て
か
ら
、

さ
ら
に
「
重
杷

」
か
ら
「
非
派

」
へ
と
返
る
。
返
り
読
み
の
起
点
と
終
点
に
漏
れ
な
く

返
り
点
が
打
っ
て
あ
る
わ
け
だ
。
交
錯
関
係
が
も
た
ら
す
外
見
の
煩
雑
さ
が
嫌
わ
れ

て
消
滅
に
至
っ
た
と
は
い
え
、
逐
字
の
原
則
を
貫
い
て
い
る
点
で
、〔
Ａ
方
式
〕
に

も
そ
れ
な
り
の
主
張
が
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
〔
Ｂ
方
式
〕
の
「
④
覗

②
狽

③
①
蚤

」
が
、〔
Ａ
方
式
〕
よ
り
も
す
っ
き
り
し
た
印
象

を
与
え
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
〔
Ａ
方
式
〕
か
ら
〔
Ｂ
方
式
〕
へ
と
推
移
し

て
い
っ
た
主
な
理
由
で
あ
り
、
今
な
お
愛
用
者
が
い
る
理
由
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

け
れ
ど
も
、
前
掲
の
加
地
氏
の
説
明
に
も
見
え
た
「
②-

③
」
を
「
一
字
相
当
と

し
て
」
と
い
う
考
え
方
が
、
甚
だ
便
利
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
ま
ま
弱
点
に
も
な

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
考
え
方
は
、
レ
点
の
用
法
の
原
則
「
連
続
し
た
二
字
の
転

倒
に
用
い
る
」
に
例
外
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。「
②-

③
」
を
「
一
字
相
当

と
し
て
」
と
考
え
る
の
は
十
分
に
可
能
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
事
実
と
し
て

「
②-

③
」
は
二
字
で
あ
り
、
レ
点
で
「
②-

③
」
二
字
か
ら
「
④
」
へ
と
返
す
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。



17

『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

　

た
だ
し
、
交
錯
現
象
と
し
て
現
れ
る
〔
Ａ
方
式
〕
は
、
今
日
の
〔
Ｂ
方
式
〕
や

〔
Ｃ
方
式
〕
に
つ
い
て
再
考
す
べ
く
、
少
な
か
ら
ぬ
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
我
々

は
「
④
②
③
①
」
と
読
む
べ
き
漢
文
に
つ
い
て
、
簡
明
か
つ
合
理
的
な
返
り
点
を
未

だ
に
開
発
し
得
て
い
な
い
。
も
し
か
す
る
と
そ
の
よ
う
な
返
り
点
を
考
案
す
る
の
は

不
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
返
り
点
と
い
う
語
順
変
換
符

号
体シ

ス
テ
ム系
の
限
界
が
仄ほ
の

見み

え
る
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
に
な
る
だ
ろ

う
。
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
と
い
う
外
国
語
を
、
一
つ
の
符
号
体
系
に
よ
っ
て

日
本
語
の
語
順
に
変
換
す
る
に
は
、
最
終
的
に
ど
こ
に
無
理
が
生
ず
る
の
か

―
こ

れ
は
、
対
照
言
語
学
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
決
し
て
無
視
で
き
な
い
問
題
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
一
つ
だ
け
気
が
か
り
の
残
る
点
を
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、『
柳
橋

新
誌
』
に
見
ら
れ
る
返
り
点
の
多
彩
ぶ
り
を
も
た
ら
し
た
背
景
だ
。
前さ

き

に
述
べ
た
ご

と
く
、
返
り
点
に
従
っ
て
視
点
を
上
下
に
あ
れ
こ
れ
移
動
さ
せ
る
営
み
も
、『
柳
橋

新
誌
』
と
い
う
漢
文
戯
作
の
戯
作
た
る
ゆ
え
ん
の
一
つ
だ
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
返
り
点
の
多
様
さ
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
作
者
の
柳
北
が
見
せ
た

戯
れ
の
一
種
、
い
わ
ば
「
戯
点
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
万
一
そ
う

だ
と
す
る
と
、
現
行
方
式
か
ら
外
れ
て
見
え
る
重
複
現
象
・
飛
躍
現
象
・
逆
転
現
象

や
並
列
現
象
・
交
錯
現
象
は
、
す
べ
て
柳
北
が
重
々
承
知
の
う
え
で
返
り
点
の
定
式

か
ら
の
逸
脱
を
図
っ
た
結
果
と
も
な
り
か
ね
ま
い
。『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
の
不

統
一
を
難
じ
る
の
は
容
易
な
業
だ
。
し
か
し
、
も
し
か
す
る
と
、
そ
れ
は
、
ま
ん
ま

と
柳
北
の
術
中
に
陥
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
戯
著
た
る
『
柳
橋

新
誌
』
に
つ
い
て
は
、
常
に
「
戯
点
」
の
可
能
性
を
も
脳
裡
に
置
き
つ
つ
返
り
点
を

見
つ
め
る
必
要
が
あ
る
か
と
考
え
る
。

従
え
ば
、〈
①
蚤

〉
か
ら
〈
②
巴

〉
に
進
ん
だ
以
上
、
さ
ら
に
〈
②
巴

〉
か
ら
〈
④
把

〉

へ
と
進
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
③
を
読
み
落
と
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
右
は
屁
理
屈
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
、
誰
も
が
〈
②
狽

③
〉
か
ら

〈
④
把

〉
へ
と
読
み
進
め
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
二
点
を
〈
②-

③
〉
と
い
う
語0

に
付

い
た
返
り
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、〈
②
巴

〉
の
二
点
は
、

〈
①
蚤

〉
か
ら
返
る
と
き
は
②
と
い
う
字0

に
付
け
た
も
の
と
見
な
し
て
い
な
が
ら
、

〈
④
把

〉
に
進
む
と
き
は
、〈
②-
③
〉
と
い
う
語0

に
付
け
た
も
の
と
見
な
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
、〈
②
狽

③
〉
の
二
点
は
、〈
①
蚤

〉
か
ら
返
る
さ
い
は
逐
字0

の
原

則
に
従
う
も
の
の
、〈
④
把

〉
に
進
む
に
さ
い
し
て
は
逐
語0

の
原
則
に
従
っ
て
い
る
の

だ
。
一
つ
の
二
点
が
そ
の
ま
ま
性
質
を
変
え
る
の
だ
か
ら
ま
っ
た
く
目
立
た
ぬ
と
は

い
え
、
こ
れ
が
〔
Ｃ
方
式
〕
の
弱
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
逐
字
の
原
則
を
貫
い
て
い

る
点
で
は
、
む
し
ろ
〔
Ａ
方
式
〕
の
ほ
う
が
明
快
だ
。

　

以
上
、『
柳
橋
新
誌
』
の
大
返
り
に
つ
い
て
観
察
し
て
き
た
。〔
例
20
〕
〜
〔
例

27
〕
の
よ
う
に
現
行
方
式
と
一
致
す
る
打
ち
方
も
あ
る
が
、
重
複
現
象
・
飛
躍
現

象
・
逆
転
現
象
が
生
じ
た
り
、
並
列
現
象
・
交
錯
現
象
が
見
ら
れ
た
り
も
す
る
。

『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
が
幕
末
〜
明
治
初
期
の
返
り
点
の
典
型
と
言
え
る
か
否
か

は
今
後
の
慎
重
な
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
し
か
な
い
が
、
そ
の
返
り
点
の
多
彩
ぶ
り
、
あ

る
い
は
不
統
一
ぶ
り
は
、
十
分
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
う
。

　

現
行
方
式
か
ら
見
れ
ば
、
重
複
現
象
・
飛
躍
現
象
・
逆
転
現
象
の
三
者
は
、
大
返

り
ど
う
し
の
包
含
関
係
さ
え
硬
く
規
定
し
て
お
け
ば
、
完
全
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
並
列
現
象
・
交
錯
現
象
も
、
大
返
り
ど
う
し
の
並
列
関
係
や
交
錯
関
係
を
禁

止
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
ま
で
の
話
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
現
行
方
式
の
内
実
は
、
そ

の
よ
う
な
規
定
や
禁
止
事
項
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
で
き
る
だ

ろ
う
。
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か
し
、
奥
儒
者
と
し
て
将
軍
の
読
書
相
手
を
勤
め
、
修
史
事
業
の
た
め
湯
島
学
問
所

に
出
入
り
し
、
月
ご
と
林
大
学
頭
の
詩
会
に
出
席
し
て
い
た
柳
北
が
、
少
な
く
と
も

『
柳
橋
新
誌
』
二
編
で
〔
Ｑ
方
式
〕
を
採
っ
て
い
た
こ
と
は
、
一
つ
の
事
実
と
し
て

記
憶
に
値
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
2
）
使
役
形

　

す
で
に
引
い
た
〔
例
38
〕〔
例
47
〕〔
例
50
〕
な
ど
に
も
使
役
形
が
用
い
ら
れ
て
い

た
が
、
改
め
て
『
柳
橋
新
誌
』
の
使
役
形
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
よ
う
。
使
役
形
の
訓

法
は
、
そ
の
ま
ま
返
り
点
の
打
ち
方
に
反
映
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
当

該
三
例
に
見
え
た
使
役
形
の
字
句
だ
け
を
返
り
点
・
送
り
仮
名
付
き
で
再
掲
し
て
み

る
と

―
〔
例
38
〕　

使ム
覗

売ラ
派

其ノ

不ル
巴

敢ヘ
テ

売ラ
蚤

之
色ヲ
杷

（
其
の
敢
へ
て
売
ら
ざ
る
の
色
を
売
ら

し
む
／A

09b-09

）

〔
例
47
〕　

薩
侯
令
テム

蹇

大
友ヲ
蚤

避ケ
テ

而
変ヘ
破

其ノ

章ヲ
琶

（
薩さ
つ

侯こ
う

大お
ほ

友と
も

を
し
て
避
け
て
其

の
章
を
変
へ
し
む
／B09b-05

）

〔
例
50
〕　

使ム
把

聞ク

者ヲ
シ
テ

恍
然
惝
然
神
飛ビ

魂
颺ツ
テ

涎シ
派

其ノ

美ニ
杷

泣カ
巴

其ノ

情ニ
蚤

（
聞
く
者
を

し
て
恍

く
わ
う

然ぜ
ん

惝し
や

然う
ぜ
ん

神し
ん

飛と

び
魂こ
ん

颺あ
が

つ
て
、
其
の
美
に
涎よ
だ
れし

、
其
の
情
に
泣
か

し
む
／A

28a-03

）

　

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
型
の
使
役
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
現
行
方
式
の
一

般
形
「
使し
ム

巴

Ｎヲ
シ
テ

Ｖセ
蚤

」
と
対
比
し
て
み
れ
ば

―
〔
例
38
〕
は
、
使
役
の
対
象

「
Ｎ
」
が
省
か
れ
て
い
る
の
で
、
使
役
動
詞
「
使
」
を
「
し
む
」
と
訓
ず
る
に
と
ど

ま
り
、
結
果
と
し
て
現
行
方
式
と
の
相
違
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
〔
例
47
〕
は
、

三

　

で
は
、
こ
こ
か
ら
は
視
点
を
句
形
に
移
し
、
受
身
形
と
使
役
形
に
注
目
し
て
み
よ

う
。
返
り
点
そ
の
も
の
の
観
察
で
は
な
く
、
二
種
の
句
形
の
返
り
点
が
示
す
訓
法
に

つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
ゆ
く
作
業
で
あ
る
。

（
1
）
受
身
形

　

必
ず
し
も
調
査
が
十
全
に
達
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
が
、『
柳
橋
新
誌
』
は

受
身
形
「
為
Ｎ
所
Ｖ
」
に
つ
い
て
、
現
行
の
〔
Ｐ
方
式
〕「
為ル
巴

Ｎノ

所ト
蝿

Ｖス
ル」（

Ｎ
の
Ｖ

す
る
所と

こ
ろと

為な

る
）
と
は
異
な
る
訓
法
を
採
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
返
り
点
を
見
れ
ば
、

現
行
方
式
と
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。

〔
例
75
〕　

殆
為
覗

彼
所
覗

蹴
（
殆ほ
と
んど

彼
の
為た
め

に
蹴
ら
る
／B10a-10

）

〔
例
76
〕　

亦
皆
為
巴

浜
人
蚤

所
巴

贖
去
蚤

（
亦
た
皆
浜ひ
ん

人じ
ん

の
為た
め

に
贖あ
が
なひ
去
ら
る
／

B17b-04

）

　
「
為
」
を
「
た
め
」
と
訓
じ
、「
所
」
に
受
身
の
助
動
詞
（
こ
こ
で
は
「
る）20
（

」）
を

当
て
て
い
る
。
一
般
形
で
示
せ
ば
、〔
Ｑ
方
式
〕「
為ニ
覗

Ｎノ

所ら
ル

覗

Ｖセ

」（
Ｎ
の
為た
め

に
Ｖ
せ

ら
る
）
が
『
柳
橋
新
誌
』
の
訓
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

右
の
〔
Ｐ
方
式
〕
と
〔
Ｑ
方
式
〕
に
つ
い
て
、
加
地
伸
行
氏
は
、
大
阪
の
懐か

い

徳と
く

堂ど
う

学
派
の
主
張
す
る
〔
Ｐ
方
式
〕
が
、
懐
徳
堂
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
江
戸
の
昌
し
よ
う

平へ
い

黌こ
う

に
伝
わ
り
、
そ
れ
が
時
の
文
部
省
の
標
準
的
な
訓
法
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
定
す
）
21
（

る
。
今
、
こ
の
推
定
の
当
否
を
論
じ
る
素
材
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
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『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

使
役
動
詞
「
使
」「
教
」
を
再
読
文
字
と
し
て
扱
う
例
で
あ
る
。

〔
例
77
〕　

凡
酒
楼
各
家
晨
起
使
蹉

店
丁
蚤

赴
派

日
本
橋
杷

而
買
肺

魚
（
凡お
よ

そ
酒
楼
各

家
晨あ

し
たに
起
き
、
店て
ん

丁て
い

を
し
て
日
本
橋
に
赴お
も
むい
て
魚
を
買
は
し
む
／A

07b-
03

）

　
「
使
」
に
二
つ
の
返
り
点
「
地
二
」
を
付
け
、「
店
丁
を
使し

て
…
…
買
は
使し

む
」
と

再
読
し
て
い
る
。
天
地
人
点
の
内
部
に
一
二
点
と
上
下
点
が
並
列
さ
れ
て
い
る
点
で

は
、〔
例
56
〕
と
同
類
だ
。

〔
例
78
〕　

使
博

人
神
爽
気
蘇
有
破

出
巴

焦
熱
地
獄
蚤

而
入
巴

清
涼
世
界
蚤

之
想
琶

也

（
人
を
し
て
神
爽さ

う

に
気
蘇そ

し
、
焦せ
う

熱ね
つ

地
獄
を
出い

で
て
清
涼
世
界
に
入い

る
の
想

ひ
有
ら
し
む
／B20a-04

）

　
「
使
」
に
二
つ
の
返
り
点
「
丙
レ
」
を
付
け
、「
人
を
使し

て
…
…
有
ら
使し

む
」
と
再

読
す
る
。
二
組
の
一
二
点
の
外
側
に
三
つ
の
大
返
り
を
打
つ
場
面
で
あ
る
か
ら
、
現

行
方
式
な
ら
ば
、
甲
・
乙
・
丙
で
は
な
く
、
上
・
中
・
下
を
用
い
る
と
こ
ろ
。
こ
の

点
で
は
、〔
例
42
〕
と
同
様
の
例
で
あ
る
。

〔
例
79
〕　

況
又
…
…
教
剥

人
神
融
気
暢
以
一
狽

洗
杷

襟
懐
万
縷
之
愁
蚤

也
（
況い
は

ん
や

又
…
…
人
を
し
て
神
融ゆ

う

し
気
暢ち
や
うし

て
、
以
て
襟き
ん

懐く
わ

万い
ば

縷ん
る

の
愁う
れ
へを

一
洗
せ
し

む
る
を
や
／B25a-01

）

　
「
教
」
に
二
つ
の
返
り
点
「
下
レ
」
を
付
け
、「
人
を
教し

て
…
…
一
洗
せ
教し

む
」
と

再
読
し
て
い
る
。
一
二
点
と
上
下
点
が
交
錯
し
て
い
る
点
で
は
、〔
例
60
〕
〜
〔
例

使
役
動
詞
「
令
」
が
再
読
文
字
と
し
て
二
度
に
わ
た
り
「（
を
）
令し

て
…
…
（
せ
）

令し

む
」
と
読
ま
れ
て
お
り
、
現
行
方
式
と
は
食
い
違
い
を
見
せ
る
。
現
行
方
式
で
は

あ
り
得
な
い
は
ず
の
返
り
点
「
丙
二
」
が
「
令
」
に
付
い
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め

だ
。〔
例
50
〕
は
、
現
行
方
式
に
同
じ
。

　

要
す
る
に
、『
柳
橋
新
誌
』
に
は
、
使
役
動
詞
が
使
役
の
対
象
「
Ｎ
」
を
伴
う
と

き
、〔
例
47
〕
の
よ
う
に
使
役
動
詞
を
再
読
文
字
と
し
て
扱
う
場
合
と
、〔
例
50
〕
の

ご
と
く
使
役
動
詞
を
再
読
文
字
に
は
扱
わ
な
い
場
合
と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。

　
《
明
45
調
査
報
告
》「
返
点
法
」
末
尾
の
「
注
意
」
第
二
に
「
使
、
教
、
遣
等
ヲ
再

読
ス
ル
場
合
ニ
ハ
初
読
ノ
符
号
ヲ
施
サ
スず

」
と
し
て
例
文
「
能
使
巴

枉
者
直
蚤

」（
能よ

く
枉ま

が
れ
る
者
を
し
て
直な
ほ

く
せ
し
む
）
を
掲
げ
、「
添
仮
名
法
」
第
七
に
も
同
趣
旨

の
但
し
書
き
「
但た

だ
し

使
、
教
等
ハ
左
ノ
例
ニ
準
スず

」
を
添
え
て
同
一
の
例
文
を
「
能

使ム
巴

枉
者ヲ
シ
テ

直
蚤

」
と
示
し
て
い
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
使
役
動
詞
を
再
読
文
字

と
し
て
扱
う
こ
と
を
禁
じ
た
措
置
で
あ
り
、
こ
こ
に
現
行
方
式
「
使ム
巴

Ｎヲ
シ
テ

Ｖセ
蚤

」
へ

の
統
一
が
図
ら
れ
た
わ
け
だ
。
右
に
「
再
読
ス
ル
場
合
ニ
ハ
初
読
ノ
符
号
ヲ
施
サ

スず

」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
は
、
な
お
も
送
り
仮
名

「（
ヲ
）
シ
テ
」
を
、
本
来
は
再
読
文
字
た
る
べ
き
使
役
動
詞
の
初
読
と
意
識
し
て
い

た
よ
う
だ
が
。

　

ち
な
み
に
、
使
役
動
詞
を
再
読
文
字
と
し
て
訓
ず
る
「
使
テム

秤

Ｎヲ

Ｖセ
蚤

」
に
つ
い
て

再
読
文
字
扱
い
の
解
消
を
図
る
に
は
、
初
読
「
し
て
」
を
送
り
仮
名
に
回
す
「
使し

ム
巴

Ｎヲ
シ
テ

Ｖセ
蚤

」
と
、
再
読
「
し
む
」
を
送
り
仮
名
に
組
み
入
れ
る
「
使し
テ

覗

Ｎヲ

Ｖセ
シ
ム」

と
の

二
方
式
が
あ
り
得
た
は
ず
だ
が
、《
明
45
調
査
報
告
》
が
前
者
を
採
用
し
た
結
果
、

そ
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
、
後
者
を
用
い

る
訓
読
者
も
昭
和
三
十
年
代
半
ば
ま
で
は
存
在
し
た
け
れ
ど
）
22
（

も
。

　

で
は
、『
柳
橋
新
誌
』
に
見
え
る
二
種
の
方
式
を
観
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
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の
石
を
転て
ん

了れ
う

す
る
が
若ご
と

き
を
以
て
な
り
／A

09b-10

）

　
「
使
」
に
一
つ
だ
け
返
り
点
「
乙
」
を
付
け
て
「
転
移
せ
使し

む
」
と
読
み
、「
を
し

て
」
は
「
他ヲ

シ
テ」
の
よ
う
に
送
り
仮
名
と
し
て
い
る
。
底
本
は
「
使ム

」
と
送
る
の
み

だ
が
、
今
《
新
大
系
本
》
三
五
一
頁
に
同
じ
く
、
現
行
方
式
に
合
わ
せ
て
送
り
仮
名

を
増
補
し
、「
し
む
る
こ
と
」
と
訓
じ
た
。
ま
た
、
底
本
は
「
蟠
伏
」
を
「
蹯0

伏
」

に
作
る
が
、「
蹯
」（
獣
の
足
裏
の
肉
）
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
や
は
り
《
新
大
系

本
》
三
五
一
頁
の
校
訂
に
従
っ
て
「
蟠0

伏
」
に
改
め
た
。
上
方
で
一
・
二
と
甲
・
乙

が
交
錯
、
下
方
で
上
・
下
と
天
・
地
が
交
錯
し
て
文
頭
の
人
に
返
っ
て
い
る
。『
柳

橋
新
誌
』
中
、
最
も
複
雑
な
返
り
点
と
称
し
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
見
方
に
よ

っ
て
は
、
一
二
点
と
上
下
点
が
並
列
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
甲
乙
点
と
天
地
人
点
が
交

錯
し
て
い
る
と
も
解
せ
る
。
そ
う
理
解
す
れ
ば
、
大
返
り
を
用
い
る
順
序
だ
け
は
現

行
方
式
に
同
じ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

〔
例
83
〕　

則
焉
知
牌

些
々
片
金
能
使
巴

彼
妓
不
派

敢
説
波

虚
誕
八
百
話
杷

而
誠
意
奉

承
蚤

一
時
転
来
不
肺

待
覗

如
破

深
草
少
将
九
十
九
夜
往
而
挑
拍

之
也
哉
（
則す
な
はち
焉い
づ

く
ん
ぞ
些さ

々さ

の
片
金
能よ

く
彼か

の
妓
を
し
て
敢
へ
て
虚き
よ

誕た
ん

八
百
話
を
説
か
ず

し
て
誠
意
奉ほ

う

承し
よ
うせ

し
め
、
一
時
に
転
じ
来
た
り
、
深ふ
か

草く
さ

少
将
の
九
十
九
夜

往ゆ

き
て
之こ
れ

を
挑
む
が
如
き
を
待
た
ざ
る
を
知
ら
ん
や
／A

12a-03

）

　
「
使
」
に
一
つ
だ
け
返
り
点
「
二
」
を
付
け
て
「
誠
意
奉
承
せ
使し

め
」
と
読
み
、

「
を
し
て
」
は
「
彼ノ

妓ヲ
シ
テ」

の
ご
と
く
送
り
仮
名
と
す
る
。
一
二
点
の
内
部
に
上
中
下

点
が
位
置
し
、
そ
の
一
二
点
を
、
下
方
の
甲
乙
点
と
レ
点
で
連
結
さ
れ
た
天
地
人
点

が
包
み
込
む
構
造
だ
。
右
の
〔
例
82
〕
と
同
じ
く
、『
柳
橋
新
誌
』
中
、
最
も
複
雑

な
返
り
点
に
属
す
る
。

63
〕
の
類
例
と
見
な
せ
よ
う
。

〔
例
80
〕　

若
使
蹌

香
山
樊
川
之
徒
蚤

一
遊
巴

此
地
蚤

（
若も

し
香か
う

山ざ
ん

・
樊は
ん

川せ
ん

の
徒
を
し

て
一
た
び
此
の
地
に
遊
ば
し
め
ば
／B25a-02

）

　
「
使
」
に
二
つ
の
返
り
点
「
三
二
」
を
付
け
、「
香か
う

山ざ
ん

・
樊
川
の
徒
を
使し

て
…
…
遊

ば
使し

む
」
と
再
読
す
る
。
一
二
点
を
重
複
し
て
用
い
る
点
は
、〔
例
28
〕
〜
〔
例
30
〕

と
同
類
。
さ
す
が
に
一
二
点
の
重
複
が
祟た

た

っ
た
の
か
、
底
本
で
は
、
使
役
動
詞

「
使
」
に
付
け
る
べ
き
返
り
点
「
三
二
」
の
う
ち
、「
二
」
が
脱
落
し
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
〔
例
80
〕
は
、
厳
密
に
は
使
役
形
が
仮
定
形
に
転
用
さ
れ
た
一
句
だ
が
、
便
宜

上
こ
こ
で
は
使
役
形
に
含
め
て
扱
っ
て
お
く
。

　

次
は
、
使
役
動
詞
「
使
」
を
再
読
文
字
と
し
て
扱
わ
な
い
方
式
で
あ
る
。
か
な
り

複
雑
な
返
り
点
も
登
場
す
る
が
、
使
役
形
だ
け
に
着
目
す
れ
ば
、
現
行
方
式
そ
の
ま

ま
だ
。〔

例
81
〕　

以
派

能
使
波

其
家
飽
饜
杷

耶
（
能よ

く
其
の
家
を
し
て
飽は
う

饜え
ん

せ
し
む
る
を

以
て
か
／A

05a-06

）

　
「
使
」
に
一
つ
だ
け
返
り
点
「
中
」
を
付
け
て
「
飽
饜
せ
使し

む
」
と
読
み
、「
を
し

て
」
は
「
其ノ

家ヲ
シ
テ」
の
ご
と
く
送
り
仮
名
と
す
る
。
い
き
な
り
上
中
下
点
を
付
け
て

い
る
の
は
、
直
上
に
見
え
る
一
二
点
と
の
弁
別
を
図
る
た
め
だ
ろ
う
。〔
例
31
〕
〜

〔
例
33
〕〔
例
36
〕
お
よ
び
〔
例
37
〕
と
同
類
と
考
え
て
よ
い
。

〔
例
82
〕　

按
以
輩

使
破

他
転
狽

移
琶

其
定
業
蚤

若
牌

転
倍

了
背

蟠
伏
不
覗

動
之
石
杷

也
（
按あ
ん

ず
る
に
、
他か
れ

を
し
て
其
の
定
業
を
転
移
せ
し
む
る
こ
と
、
蟠ば
ん

伏ぷ
く

動
か
ざ
る
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〔
例
87
〕　

若
使
罵

人
臣
如
婆

謝
安
石
談
笑
中
能
挫
巴

百
万
彊
寇
蚤

以
存
破

社
稷
琶

則
足

矣
（
若も

し
人
臣
を
し
て
、
謝し
や

安あ
ん

石せ
き

の
談
笑
中
能よ

く
百
万
の
彊き
や

寇う
こ
うを

挫く
じ

い

て
、
以
て
社し

や

稷し
よ
くを

存
す
る
が
如
く
な
ら
し
め
ば
、
則す
な
はち

足
れ
り
／A

27a-
06

）

　
「
使
」
に
一
つ
だ
け
返
り
点
「
丁
」
を
付
け
て
「
如
く
な
ら
使し

め
ば
」
と
読
み
、

「
を
し
て
」
は
「
人
臣ヲ

シ
テ」
の
ご
と
く
送
り
仮
名
と
す
る
。
底
本
は
「
彊
寇
」
を
「
疆0

寇
」
に
作
る
が
、「
疆
」
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
た
め
、
今
《
新
大
系
本
》
三
七
五

頁
に
同
じ
く
「
彊0

寇
」
に
改
め
た
。
一
二
点
の
外
側
に
四
つ
の
大
返
り
が
必
要
と
さ

れ
る
た
め
、
上
・
中
・
下
で
は
不
足
を
来
た
す
こ
と
か
ら
、
甲
・
乙
・
丙
・
丁
を
打

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
行
方
式
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
例
外
措
置
で
あ
り
、〔
例
47
〕

に
も
見
ら
れ
た
返
り
点
だ
。

〔
例
88
〕　

使
罵

文
士
如
婆

白
居
易
博
識
宏
辞
名
照
巴

史
籍
蚤

詞
賦
伝
破

於
海
外
琶

亦
足

矣
（
文
士
を
し
て
、
白
居
易
の
博は

く

識し
き

宏く
わ

辞う
じ

に
し
て
、
名
は
史
籍
を
照
ら
し
、

詞
賦
は
海
外
に
伝
ふ
る
が
如
く
な
ら
し
め
ば
、
亦
た
足
れ
り
／A

27a-08

）

　
「
使
」
に
一
つ
だ
け
返
り
点
「
丁
」
を
付
け
て
「
如
く
な
ら
使し

め
ば
」
と
読
み
、

「
を
し
て
」
は
「
文
士ヲ

シ
テ」

の
よ
う
に
送
り
仮
名
と
し
て
い
る
。
返
り
点
の
付
け
方
は
、

右
の
〔
例
87
〕
に
同
じ
。
や
は
り
現
行
方
式
に
も
見
ら
れ
る
例
外
措
置
だ
。

ま
と
め

　

ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、《
明
45
調
査
報
告
》
の
〈
返
点
法
〉
が
、
明
治
の

末
年
、
返
り
点
に
つ
い
て
何
か
新
機
軸
を
編
み
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

〔
例
84
〕　

使
派

彼
所
覗

攫
巴

于
外
蚤

者
以
捧
狽

送
杷

於
我
蚤

（
彼か
れ

の
外そ
と

に
攫く
わ
くす

る
所
の

者
を
し
て
、
以
て
我
に
捧ほ

う

送そ
う

せ
し
め
ば
／A

12a-05

）

　
「
使
」
に
一
つ
だ
け
返
り
点
「
下
」
を
付
け
て
「
捧
送
せ
使し

め
ば
」
と
読
み
、「
を

し
て
」
は
「
彼ノ

所ノ
覗

攫ス
ル巴

于
外ニ
蚤

者ヲ
シ
テ」
の
よ
う
に
送
り
仮
名
と
し
て
い
る
。
二
組
の
一

二
点
が
並
び
、
上
方
の
一
二
点
を
包
む
上
下
点
が
下
方
の
一
二
点
と
交
錯
す
る
。

〔
例
64
〕
〜
〔
例
66
〕
と
同
類
の
返
り
点
だ
。

〔
例
85
〕　

就
覗

彼
論
覗

此
寔
使
巴

人
涙
蚤

哉
（
彼か
れ

に
就つ

い
て
此こ
れ

を
論
ず
れ
ば
、
寔ま
こ
とに

人
を
し
て
涙な

み
だせ
し
む
る
か
な
／A

14b-10

）

　

こ
れ
は
、
最
も
簡
明
な
体
裁
の
使
役
形
だ
ろ
う
。「
使
」
に
一
つ
だ
け
返
り
点

「
二
」
を
付
け
て
「
涙
せ
使し

む
」
と
読
み
、「
を
し
て
」
は
「
人ヲ
シ
テ」

の
ご
と
く
送
り

仮
名
と
す
る
。

〔
例
86
〕　

則
有
破

一
以
使
巴

脂
粉
色
長
不
蝿

朽
一
以
可
覗

徴
派

斯
地
繁
華
於
後
日
杷

者
琶

矣
（
則す
な
はち

一い
つ

は
以
て
脂し

粉ふ
ん

の
色
を
し
て
長
く
朽く

ち
ざ
ら
し
め
、
一い
つ

は
以

て
斯こ

の
地
の
繁
華
を
後
日
に
徴も
と

む
べ
き
者
有
ら
ん
／A

25a-06

）

　
「
使
」
に
一
つ
だ
け
返
り
点
「
二
」
を
付
け
て
「
長
く
朽
ち
ざ
ら
使し

め
」
と
読
み
、

「
を
し
て
」
は
「
脂
粉ノ

色ヲ
シ
テ」

の
よ
う
に
送
り
仮
名
と
し
て
い
る
。
甲
乙
点
の
内
部
に

一
二
点
と
上
下
点
が
並
列
さ
れ
て
い
る
が
、〔
例
56
〕
の
天
・
地
を
甲
・
乙
に
換
え

た
性
質
の
返
り
点
と
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
。
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紀
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人
文
学
部
・
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文
化
学
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】
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二
十
二
号　

二
〇
一
四
年

た
と
え
ば
、
た
ま
た
ま
管
見
に
入
っ
た
巻ま
き

菱り
よ

湖う
こ

（
一
七
七
七
〜
一
八
四
三
）『
十
体

源
流
』（
松
筠
堂
校
刊
本
、
弘
化
二
年
〔
一
八
四
五
〕）
に
見
え
る
左
の
よ
う
な
甲
乙

点
の
使
い
方
は
、『
柳
橋
新
誌
』
に
は
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。
巻
菱
湖
は
、
市い

ち

河か
わ

米べ
い

庵あ
ん

・
貫ぬ
き

名な

海か
い

屋お
く

と
と
も
に
「
幕
末
の
三
筆
」
の
一
人
と
さ
れ
る
書
家
。
今
日
、
将
棋

の
駒
と
し
て
名
高
い
菱
湖
駒
の
文
字
は
、
そ
の
書
体
に
よ
る
。

〔
例
89
〕　

丞
相
李
斯
…
…
罷
罵

其
不
破

与
巴

秦
文
蚤

合
琶

者
婆

（
丞
相
李り

斯し

…
…
其
の

秦し
ん

文ぶ
ん

と
合
は
ざ
る
者
を
罷や

む
／
『
十
体
源
流
』07b-06

）

　

一
二
点
の
外
側
に
、
上
下
点
を
用
い
ず
、
い
き
な
り
甲
乙
点
を
付
け
る
こ
と
自
体

は
、『
柳
橋
新
誌
』
に
も
見
ら
れ
た
飛
躍
現
象
だ
。
そ
の
点
は
驚
く
に
値
し
な
い
。

問
題
は
、
甲
乙
点
の
使
い
方
だ
。
甲
・
乙
ま
で
は
、
穏
当
な
打
ち
方
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
外
側
に
、
甲
乙
点
を
そ
の
ま
ま
延
長
し
た
丙
・
丁
を
掛
け
る
の
は
、
原
理

上
、
甚
だ
危
う
い
付
け
方
で
あ
る
。
こ
の
〔
例
89
〕
で
は
、
符
号
の
順
序
ど
お
り

「
合
琶

↓
不
破

↓
者
婆

↓
罷
罵

」
と
進
め
ば
、
た
し
か
に
「
合
は
ざ
る
者
を
罷
む
」
と
読

め
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
甲
点
の
下
方
に
「
者
」
一
字
し
か
な
い
が
ゆ
え
に
、

た
ま
た
ま
通
用
す
る
便
法
に
す
ぎ
な
い
。
一
二
点
を
延
長
し
て
、
次
の
よ
う
に
三
点

以
下
を
打
っ
た
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
危
う
さ
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
字
句
は

〔
例
74
〕
と
同
一
で
あ
る
。

〔
例
90
〕　

如
覇

揮
巴

快
刀
蚤

断
播

乱
麻
把

（
快
刀
を
揮ふ
る

つ
て
乱？

麻
を
断
つ
が
如
し
）

　

一
見
、
こ
れ
で
も
正
し
く
訓
読
で
き
る
よ
う
な
気
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
符
号
を
逐
っ
て
「
刀
蚤

↓
揮
巴

↓
麻
把

↓
断
播

↓
如
覇

」
と
進
む
と
、「
乱
」
字
を
取

り
落
と
す
こ
と
と
な
り
、「
快
刀
を
揮
つ
て
乱
麻
を
断
つ
が
如
し
」
と
は
読
め
な
く

で
あ
る
。
ま
さ
に
「
調
査
報
告
」
と
い
う
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
こ
ろ
通
用
し

て
い
た
多
様
な
返
り
点
を
調
査
し
、
そ
の
な
か
か
ら
穏
当
ま
た
は
適
切
と
思
わ
れ
る

返
り
点
を
選
択
・
整
理
し
て
、
一
つ
の
基
準
と
し
て
提
出
し
た
性
質
の
文
書
に
す
ぎ

な
い
。
実
際
、
明
治
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
柳
橋
新
誌
』
に
お
い
て
、
す
で
に
現
行

方
式
の
返
り
点
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
出
そ
ろ
っ
て
い
た
の
だ
。『
柳
橋
新
誌
』
に

見
ら
れ
な
い
の
は
、「
ⅴ　

交
錯
現
象
」
で
記
し
た
〔
Ｃ
方
式
〕
す
な
わ
ち
「
④
把

②
狽

③
①
蚤

」
く
ら
い
な
も
の
で
あ
る
。

　

一
見
、『
柳
橋
新
誌
』
の
多
様
に
し
て
無
原
則
に
さ
え
映
る
返
り
点
は
、「
読
む
順

序
さ
え
わ
か
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
緩
い
姿
勢
の
産
物
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
文

中
に
記
し
た
よ
う
に
、
も
し
か
す
る
と
返
り
点
の
多
様
さ
自
体
が
戯
著
の
戯
著
た
る

ゆ
え
ん
の
「
戯
点
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
二
点
・
上
下
点
も
気
ま
ま
に
用
い
る

場
面
が
少
な
く
な
い
が
、
と
り
わ
け
甲
乙
点
・
天
地
人
点
の
使
い
方
は
恣
意
に
映
る

印
象
だ
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
た
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
が
全
面

的
に
放
肆
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
レ
点
は
ほ
ぼ
連
続
し
た
二
字
の
転
倒
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
原
則
を
破
る
例
外
は
一
つ
し
か
な
い
。「
ⅴ　

交
錯
現
象
」
で
紹
介
し
た
〔
Ｂ
方

式
〕
す
な
わ
ち
「
④
覗

②
狽

③
①
蚤

」
の
ご
と
く
レ
点
の
用
法
に
ぶ
れ
4

4

を
生
ず
る
よ
う

な
使
い
方
は
〔
例
68
〕
の
み
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
使
用
さ
れ
て
い
る
返
り
点
は
、
小
返
り
の
レ
点
、
大
返
り
の
一
二
点
・

上
下
点
・
甲
乙
点
・
天
地
人
点
に
限
ら
れ
て
お
り
、「
元
亨
利
貞
」
点
だ
の
「
乾
坤
」

点
だ
の
が
登
場
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
し
て
や
「
あ
い
う
え
お
」
点
の
よ
う
な
奇
を

衒て
ら

っ
た
返
り
点
も
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
）
23
（

い
。

　

第
三
に
、
右
に
「
と
り
わ
け
甲
乙
点
・
天
地
人
点
の
使
い
方
は
恣
意
に
映
る
」
と

記
し
た
も
の
の
、『
柳
橋
新
誌
』
に
一
定
の
歯
止
め
が
存
在
す
る
こ
と
も
た
し
か
だ
。
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（
1
）「
以
是
」
と
「
是
以
」
の
訓
法

　
「
以
是
」
は
「
以テ
覗

是ヲ

」（
是こ
れ

を
以
て
）、「
是
以
」
は
「
是ヲ

以テ

」（
是こ
こ

を
以
て
）
と
読

み
分
け
る
の
が
、
現
行
の
訓
読
に
お
け
る
定
石
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、『
柳
橋
新
誌
』
の
訓
読
は
左
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
両
者
を
読
み

分
け
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
付
け
て
お
こ
う
。

〔
例
91
〕　

超
狽

乗ス
ル

于
他
方ニ
蚤

亦
以テ
ニ覗

是ヲ

非ズ

耶
（
他
方
に
超て
う

乗じ
よ
うす

る
、
亦
た
是こ
れ

を
以

て
に
非
ず
や
／A

02b-01

）

〔
例
92
〕　

是レ
ヲ

以テ

人
皆ナ

賢ト
ス覗

之ヲ

（
是こ
れ

を
以
て
人
皆み
な

之こ
れ

を
賢け
ん

と
す
／B24a-03

）

　
〔
例
91
〕
の
「
是
」
に
は
送
り
仮
名
が
見
え
な
い
が
、「
是こ
れ

を
以
て
」
と
考
え
て
間

違
い
あ
る
ま
い
。〔
例
92
〕
の
「
是
」
に
は
「
是レ

ヲ」
と
送
り
仮
名
が
付
け
て
あ
る
の

で
、「
是こ

れ

を
以
て
」
と
訓
読
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
む
ろ
ん
、
誤
刻
の
可
能

性
は
常
に
念
頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
。

　

い
つ
ご
ろ
か
ら
「
以テ
覗

是ヲ

」（
是こ
れ

を
以
て
）
と
「
是ヲ

以テ

」（
是こ
こ

を
以
て
）
の
読
み
分

け
が
定
着
し
て
き
た
の
か

―
こ
の
問
題
を
考
究
す
る
た
め
の
一
つ
の
素
材
と
し
て
、

両
者
を
読
み
分
け
て
い
な
い
『
柳
橋
新
誌
』
の
訓
法
を
紹
介
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。

（
2
）「
可
謂
」
の
訓
法

　

つ
と
に
〔
例
02
〕
に
一
例
を
掲
げ
て
お
い
た
が
、「
可
謂
」
は
、
完
了
の
助
動
詞

「
つ
」
を
確
言
の
意
味
に
用
い
て
、「
可シ
覗

謂ツ

」（
謂い

ひ
つ
べ
し
／A

01b-08, 05b-10, 
11a-09, 13b-06, 22a-07, 23b-07, 26b-01; B02a-09

）
と
読
む
の
が
『
柳
橋
新

誌
』
に
目
立
つ
訓
法
で
あ
る
。
現
在
は
、
確
言
の
「
つ
」
を
差
し
挟
む
こ
と
な
く
、

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〔
例
89
〕
の
よ
う
な
甲
乙
点
の
使
い
方
に
普

遍
性
は
な
く
、
む
ろ
ん
現
行
方
式
な
ら
ば
「
罷
破

其
不
派

与
巴

秦
文
蚤

合
杷

者
琶

」
と
付
け

る
べ
き
と
こ
ろ
。
た
と
え
上
下
点
を
飛
ば
す
と
し
て
も
、「
罷
牌

其
不
破

与
巴

秦
文
蚤

合
琶

者
背

」
と
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
一
文
で
あ
ろ
う
。

　
『
柳
橋
新
誌
』
中
に
、〔
例
89
〕
の
ご
と
く
一
つ
の
大
返
り
を
分
割
し
て
内
外
に
用

い
た
〔
丁
（
乙
・
甲
）
丙
〕
式
の
返
り
点
は
見
ら
れ
な
い
。
重
複
現
象
と
し
て
掲
げ

た
〔
例
28
〕
〜
〔
例
30
〕
も
、
あ
く
ま
で
〔
二
（
二
・
一
）
一
〕
と
な
っ
て
お
り
、

決
し
て
〔
四
（
二
・
一
）
三
〕
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
も
、『
柳

橋
新
誌
』
が
決
し
て
「
読
む
順
序
さ
え
わ
か
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
態
度
を
取
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
り
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
が
明
治
期
の
訓
読
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め

る
の
か
、
取
り
敢
え
ず
は
即
断
を
避
け
て
お
き
た
い
。
あ
く
ま
で
初
歩
的
な
調
査
結

果
に
す
ぎ
ぬ
本
稿
が
一
つ
の
叩
き
台
と
な
っ
て
、
種
々
の
漢
文
書
籍
の
返
り
点
そ
の

他
に
関
す
る
調
査
が
積
み
上
げ
ら
れ
、
い
ず
れ
明
治
期
の
訓
読
が
時
系
列
に
沿
っ
て

整
理
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
期
待
す
る
。
そ
の
さ
い
、
本
稿
に
お
け
る
返
り
点
の
分
類

法
な
ど
が
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
だ
。

〈
附
説
〉
二
つ
の
訓
法

　

返
り
点
と
直
接
に
は
関
係
し
な
い
『
柳
橋
新
誌
』
の
訓
法
を
二
つ
簡
略
に
紹
介
し
、

後
日
の
研
究
の
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
一
つ
め
は
「
以
是
」
と
「
是
以
」

が
読
み
分
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
二
つ
め
は
「
可
謂
」
の
訓
読
に
助
動
詞
「
つ
」

が
多
用
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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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
二
号　

二
〇
一
四
年

変
え
た
も
の
か
。

（
6
）　

こ
の
よ
う
に
三
種
を
並
べ
る
と
、「
於
」
の
直
当
て
方
式
は
と
っ
く
に
滅
び
て
し
ま
っ
た
か
の
よ

う
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
、
昭
和
二
十
年
代
の
前
半
ご

ろ
ま
で
は
、
句
中
の
「
於
」
を
置
き
字
と
し
て
扱
わ
ず
、
直
に
助
詞
を
当
て
る
方
式
も
行
わ
れ
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
新
田
興
﹇
訓
点
﹈『
大
正
天
皇
御
製
詩
集
』（
大
正
天
皇
御
集
刊
行
会
、〔
普
及
版
〕

昭
和
二
十
三
年
、〔
特
製
版
〕
昭
和
二
十
四
年
）
の
訓
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
具
体
例
は
、
拙
著
『
大

正
天
皇
御
製
詩
の
基
礎
的
研
究
』（
明
徳
出
版
社
、
平
成
十
七
年
）
一
六
八
頁
を
参
照
。

（
7
）　
《
新
大
系
本
》
三
五
一
頁
は
末
尾
を
「
睡ね

、」
と
切
る
が
、
底
本
は
「
睡リ

」。「
ネ
ル
」
は
直
前
に
見

え
る
「
睡ね
む
ル」（A

09b-08

）
の
左
ル
ビ
で
あ
る
。

（
8
）　
《
新
大
系
本
》
四
〇
四
頁
は
冒
頭
を
「
此
の
車
の0

醜
陋
」
と
書
き
下
す
が
、
原
本
は
「
此ノ

車
醜
陋
」

に
作
り
、
二
つ
め
の
「
ノ
」
は
見
え
な
い
。「
此
の
車
（
は
）
醜
陋
（
が
）」
と
の
文
勢
で
は
な
か
ろ

う
か
。

（
9
）　

熟
字
訓
「
至
し
か
の
み
な
ら
ず
若
」
に
つ
い
て
は
、
多
久
弘
一
・
瀬
戸
口
武
夫
『
漢
文
解
釈
辞
典
』（
国
書
刊
行

会
、
平
成
十
年
）
三
九
六
頁
を
参
照
。

（
10
）　

本
紀
要
第
二
十
一
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
所
載
の
拙
論
「
返
り
点　

補
説
」
中
、「
二　

レ

点
の
位
置
」（
四
頁
下
〜
七
頁
下
）
を
参
照
。
手
っ
取
り
早
く
は
、
た
と
え
ば
貝
原
益
軒
﹇
著
﹈
石

川
謙
﹇
校
訂
﹈『
養
生
訓
・
和
俗
童
子
訓
』（《
岩
波
文
庫
》、
昭
和
三
十
六
年
）
所
収
『
養
生
訓
』
の

目
次
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
巻
第
六
「
慎　
覗

病
」「
択　
覗

医
」・
巻
第
七
「
用　
覗

薬
」・
巻
第
八

「
養　
覗

老
」「
育　
覗

用
」
の
ご
と
く
、
二
字
の
あ
い
だ
に
空
格
を
設
け
つ
つ
も
、
下
の
字
の
左
上
に

レ
点
が
付
け
て
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
本
文
の
見
出
し
で
も
同
じ
。

（
11
）　
《
新
大
系
本
》
三
四
三
頁
は
「
佞
覗

仏
」
を
「
仏
に
佞へ
つ
らひ

」
と
書
き
下
す
が
、
底
本
は
「
佞シ
覗

仏ニ

」

に
作
る
。

（
12
）　
《
新
大
系
本
》
三
五
一
頁
は
「
転
」
を
「
転
ず
」
と
書
き
下
す
が
、
底
本
は
単
に
「
転
」
に
作
り
、

送
り
仮
名
「
ズ
」
は
見
え
な
い
。
今
、
慎
重
を
期
し
て
、
左
ル
ビ
「
コ
ロ
バ
ス
」
の
み
を
付
け
て
お

く
。

（
13
）　
《
新
大
系
本
》
四
二
一
頁
は
「
爾
著
文
章
」
を
「
爾
の
著あ
ら

は
す
文
章
」
と
書
き
下
す
が
、
底
本
は

「
爾ノ

著ス
ル

文
章
」
に
作
る
。

（
14
）　
『
柳
橋
新
誌
』
に
は
、〔
例
60
〕
〜
〔
例
63
〕
以
外
に
も
〔
下
（
二
／
上
〕
一
）
の
交
錯
現
象
が
見

ら
れ
る
。
左
に
列
挙
し
て
参
考
に
供
し
よ
う
。

・
許
派

兼
狽

売
杷

色
藝
蚤

者
也
（
色し
き

藝げ
い

を
兼
ね
売
る
を
許
す
者
な
り
／A

09b-04

）

・
以
派

僭
狽

奪
杷

大
妓
之
業
蚤

也
（
大
妓
の
業げ
ふ

を
僭せ
ん

奪だ
つ

す
る
を
以
て
な
り
／A

13a-09

）

・
然
至
派

拝
狽

祀
杷

神
仏
蚤

（
然
れ
ど
も
神
仏
を
拝は
い

祀し

す
る
に
至
つ
て
は
／A

15a-07

）

・
俗
称
派

侮
狽

弄
杷

人
蚤

曰
覗

茶
覗

之
（
俗
に
人
を
侮ぶ

弄ろ
う

す
る
を
称
し
て
「
之こ
れ

を
茶
に
す
」
と
曰
ふ
／

A
20b-08

）

単
に
「
可シ
覗

謂フ

」（
謂い

ふ
べ
し
）
と
訓
読
す
る
の
が
ふ
つ
う
だ
ろ
う
。

　
『
柳
橋
新
誌
』
に
も
「
可シ
覗

謂フ

」（
謂
ふ
べ
し
）
と
訓
ず
る
例
（B10b-06, 13b-10, 

17a-09, 18a-06, 24a-04

）
は
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
疑
問
「
可キ
覗

謂フ

…
…
耶
〔
歟
〕」

（
謂
ふ
べ
き
か
／B03b-07, 13b-03

）
や
反
語
「
可ケ
ン覗

謂フ

…
…
乎
」（
謂
ふ
べ
け
ん
や

／B18b-04

）
の
言
い
回
し
に
は
、
口
調
お
よ
び
意
味
の
関
係
上
、
確
言
の
「
つ
」

を
入
れ
づ
ら
い
の
だ
ろ
う
。

　

片
仮
名
「
ツ
」
と
「
フ
」
は
字
形
が
近
い
の
で
、
刻
字
の
状
態
が
悪
け
れ
ば
、
果

た
し
て
「
可シ
覗

謂ツ

」
な
の
か
「
可シ
覗

謂フ

」
な
の
か
、
判
別
し
づ
ら
い
場
面
も
生
じ
得
る
。

あ
る
い
は
「
可シ
覗

謂ツ

」（
謂い

ひ
つ
べ
し
）
の
ほ
と
ん
ど
が
初
編
に
見
え
、「
可シ
覗

謂フ

」

（
謂
ふ
べ
し
）
が
す
べ
て
二
編
に
現
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
初
編
と
二
編
の
訓

法
の
差
異
と
し
て
捉
え
る
余
地
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
種
の
可
能
性
を
も

踏
ま
え
た
う
え
で
、『
柳
橋
新
誌
』
に
「
可シ
覗

謂ツ

」（
謂い

ひ
つ
べ
し
）
が
「
可シ
覗

謂フ

」

（
謂い

ふ
べ
し
）
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
頻
度
で
現
れ
る
と
い
う
事
実
だ
け
は
、
こ
こ
で

確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

注（
1
）　

加
地
伸
行
『〈
教
養
〉
は
死
ん
だ
か
　

―
　

日
本
人
の
古
典
・
道
徳
・
宗
教
』（《
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
》
181
、

平
成
十
三
年
）
一
〇
六
〜
一
〇
八
頁
。

（
2
）　

山
東
功
「
国
語
施
策
と
訓
点
語
学
」
／
中
村
春
作
ほ
か
﹇
編
﹈『「
訓
読
」
論
　

―
　

東
ア
ジ
ア
漢
文

世
界
と
日
本
語
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
二
十
年
）
二
一
六
頁
。
適
宜
に
脱
字
を
補
っ
た
。

（
3
）　
《
荷
風
全
集
》
第
十
六
巻
（
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
）
二
一
三
頁
。
初
出
《
中
央
公
論
》
昭
和
二

年
（
一
九
二
七
）
五
月
号
／
原
題
「
柳
北
仙
史
の
柳
橋
新
誌
に
つ
き
て
」。

（
4
）　

現
行
の
返
り
点
法
は
、
公
的
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
諸
書
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
記
述
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
僭
越
な
が
ら
拙
著
『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
　

―
　

入
門
か
ら
応
用
ま
で
』（《
新
典
社
新
書
》
25
、
平
成
二
十
一
年
）
五
七
〜
九
三
頁
の
Ⅲ
「
応
用
篇　

返
り
点
の
用
法
　

―
　

原
則
と
例
外
措
置
」
を
基
準
と
し
て
記
述
す
る
。

（
5
）　
《
新
大
系
本
》
三
四
一
頁
は
「
称た
た

へ
て
」
と
書
き
下
す
が
、
底
本
は
「
称シ
テ」

に
作
る
（
厳
密
に
は

「
九シ
テ

」）。
音
読
み
「
称し
よ
うす

」
で
は
「
名
づ
け
る
」
意
に
響
き
か
ね
な
い
た
め
、
訓
読
み
「
称た
た

ふ
」
に
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『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）　　
　

古
田
島
洋
介

回
（
通
算
五
十
九
回
）
大
会
に
お
い
て
、
都
留
文
科
大
学
の
石
川
正
人
氏
が
研
究
発
表
「
高
校
漢
文

と
大
学
漢
文　

橋
渡
し
は
可
能
か
」
の
資
料
3
で
御
指
摘
に
な
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
し

て
謝
意
を
表
す
。

（
18
）　

駿
台
予
備
学
校
﹇
編
﹈《2014-

駿
台
大
学
入
試
完
全
対
策
シ
リ
ー
ズ
》『
東
京
大
学
〈
文
科
〉
前

期
日
程
・
上
（2013

〜2009

）』（
駿
台
文
庫
株
式
会
社
、
平
成
二
十
五
年
）「2013

年
（
前
期
）
国

語　

解
答
・
解
説
」
一
七
四
頁
下
。
こ
の
返
り
点
に
関
す
る
問
題
点
の
ほ
か
、
東
京
大
学
の
当
該

「
漢
文
」
問
題
文
に
は
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
誤
り
や
、
標
準
的
と
は
言
い
が
た
い
訓
読
も
散
見
す

る
。
も
し
「
英
語
」
の
試
験
問
題
で
同
水
準
の
誤
謬
そ
の
他
を
犯
し
た
と
す
れ
ば
、
マ
ス
コ
ミ
の
好

餌
と
な
っ
て
騒
動
に
発
展
し
て
い
た
こ
と
必
定
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
、
同
書
一
七
四
頁
下
〜
一
七

五
頁
上
の
〈
補
説
〉
各
項
を
参
照
の
こ
と
。
東
京
大
学
の
入
試
問
題
の
解
説
に
、
問
題
文
の
不
適
切

さ
を
指
摘
す
る
〈
補
説
〉
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
自
体
、
甚
だ
異
例
に
属
す
る
か
と
思
わ
れ
る
。

（
19
）　

小
林
信
明
『
漢
文
研
究
法
』（
洛
陽
社
、
昭
和
三
十
二
年
／
昭
和
五
十
四
年
改
訂
版
）
一
四
頁
。

改
行
お
よ
び
符
号
の
表
記
に
つ
い
て
若
干
の
変
更
を
加
え
た
。

（
20
）　

底
本
は
〔
例
75
〕
を
「
殆ト

為ニ
覗

彼ノ

所ル
覗

蹴ラ

」
に
作
る
。
送
り
仮
名
「
蹴ラ

」
か
ら
見
て
、
本
来
は
下
一

段
動
詞
の
「
け
る
」
が
、
も
は
や
四
段
動
詞
に
転
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

「
所ル

」
の
「
ル
」
は
捨
て
仮
名
で
あ
り
、「
所る

」
と
読
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。

（
21
）　

注
（
1
）
所
掲
書
一
〇
六
頁
。

（
22
）　

た
と
え
ば
、
木
下
彪
﹇
謹
解
﹈『
大
正
天
皇
御
製
詩
集
』（
宮
内
庁
蔵
版
、
明
徳
出
版
社
、
昭
和
三

十
五
年
）
が
「
使し
テ

覗

Ｎヲ

Ｖセ
シ
ム」

方
式
を
採
っ
て
い
る
。
詳
細
は
、
注
（
6
）
所
掲
の
拙
著
一
六
八
〜
一

七
一
頁
を
参
照
。

（
23
）　
「
元
亨
利
貞
」
点
は
金
岡
照
光
『
仏
教
漢
文
の
読
み
方
』（
春
秋
社
、
昭
和
五
十
三
年
）
一
九
三
頁

に
、「
乾
坤
」
点
は
伊
藤
丈
『
仏
教
漢
文
入
門
』（
大
蔵
出
版
、
平
成
七
年
）
六
八
頁
に
見
え
る
。
た

だ
し
、
い
ず
れ
も
天
地
人
点
ま
で
使
っ
て
も
返
り
点
が
不
足
す
る
と
き
に
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
、「
元
亨
利
貞
」
点
と
「
乾
坤
」
点
と
の
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。「
あ
い
う
え
お
」
点
は
、

か
つ
て
東
京
大
学
附
属
総
合
図
書
館
（
東
京
都
文
京
区
本
郷
）
の
書
庫
で
あ
れ
こ
れ
漢
籍
を
閲
覧
し

て
い
た
と
き
、
た
ま
た
ま
手
に
取
っ
た
一
書
に
見
え
、
大
い
に
驚
い
た
記
憶
が
あ
る
。
た
だ
し
、
す

で
に
経
る
こ
と
数
十
年
、
当
時
は
特
に
返
り
点
に
関
心
を
寄
せ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
覚メ

モ書
も
残
し

て
お
ら
ず
、
い
っ
た
い
ど
の
書
物
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
も
は
や
ま
っ
た
く
不
明
の
ま
ま
で
あ

る
。

・
而
中
等
以
下
不
覗

能
派

必
歴
狽

更
杷

此
期
蚤

（
而
し
て
中
等
以
下
は
必
ず
此
の
期
に
歴れ
き

更か
う

す
る
能あ
た

は

ず
／A

21b-05

）

・
安
得
派

私
狽

断
杷

其
品
評
蚤

乎
（
安い
づ

く
ん
ぞ
其
の
品
評
を
私し

断だ
ん

す
る
を
得
ん
／A

26a-01

）

・
其
訣
在
派

自
狽

得
杷

之
蚤

歟
（
其
の
訣け
つ

之こ
れ

を
自
得
す
る
に
在
る
か
／A

27a-04

）

・
何
得
派

可
狽

否
杷

其
東
山
之
遊
嬉
蚤

乎
（
何
ぞ
其
の
東
山
の
遊い
う

嬉き

を
可か

否ひ

す
る
を
得
ん
／A

27a-
08

）

・
万
八
亦
将
派

一
狽

振
杷

衰
頹
之
気
蚤

（
万ま
ん

八ぱ
ち

亦
た
将ま
さ

に
衰す
い

頹た
い

の
気
を
一い
つ

振し
ん

せ
ん
と
す
／B01b-08

）

・
一
生
能
得
派

撞
狽

着
杷

幾
人
蚤

耶
（
一
生
能よ

く
幾
人
に
撞ど
う

着ち
や
くす
る
を
得う

る
や
／B23a-02

）

（
15
）　

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
）
付
録
3

『
世
宗
実
録
』
抄
／
世
宗
元
年
七
月
六
日
条
（
二
六
〇
頁
）・
世
宗
三
年
四
月
六
日
条
末
尾
（
二
八
四

頁
）。
同
書
は
返
り
点
を
付
け
る
の
み
の
た
め
、
書
き
下
し
文
は
仮
に
訓
読
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
同
書
に
見
ら
れ
る
〔
Ｂ
方
式
〕
の
返
り
点
を
左
に
列
挙
し
て
参
考
に
供
す
る
。

・
以
至
覗

感
狽

悟
其
酋
蚤

（
二
五
二
頁
）

・
以
覗

欽
狽

服
其
節
義
功
業
蚤

（
同
右
頁
）

・
未
覗

克
覗

刊
狽

布
於
世
蚤

也
（
同
右
頁
）

・
謀
覗

所
狽

以
印
出
蚤

（
二
五
三
頁
）

・
猶
恐
覗

獲
狽

戻
于
上
下
蚤

（
二
五
九
頁
）

・
宜
覗

令
覗

置
狽

還
本
土
蚤

（
二
七
五
頁
）

・
不
覗

宜
覗

聚
狽

泊
兵
船
蚤

（
二
七
六
頁
）

・
不
覗

可
覗

拘
狽

留
倭
使
蚤

（
同
右
頁
）

・
当
覗

講
狽

論
制
倭
之
策
蚤

（
二
七
七
頁
）

・
巨
済
島
不
覗

宜
覗

聚
狽

泊
兵
船
蚤

（
同
右
頁
）

・
其
曰
覗

不
覗

可
覗

拘
狽

留
倭
使
蚤

（
同
右
頁
）

・
未
覗

的
狽

知
其
叛
蚤

也
（
二
七
八
頁
）

・
吾
将
覗

備
狽

達
于
節
度
使
蚤

（
二
八
〇
頁
）

・
即
令
覗

刷
狽

付
回
使
蚤

（
二
八
六
頁
）

（
16
）　

加
地
伸
行
『
漢
文
法
基
礎
』（《
講
談
社
学
術
文
庫
》、
二
〇
一
〇
年
）
八
四
頁
。
た
だ
し
、
八
五

頁
に
は
、「
未
嘗
不
歎
息
痛
恨
於
桓
霊
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
ず
）
に
つ

い
て
、「
原
則
で
は
〈
未
播

嘗
不
把

歎
狽

息-

痛-

恨
於
桓
霊
蚤

也
〉
な
の
だ
が
」
と
の
記
述
が
あ
り
、

連ハ

イ

フ

ン

読
符
号
で
結
ば
れ
た
「
歎-

息-

痛-

恨
」
を
「
一
字
相
当
」
に
は
扱
わ
ず
、「
不
」
に
三
点
を
付
け

て
い
る
。
も
し
「
歎-

息-

痛-

恨
」
を
「
一
字
相
当
」
に
扱
え
ば
、
レ
点
で
「
不
」
に
返
し
て
「
未
巴

嘗
不
蝿

歎
狽

息-

痛-

恨
於
桓
霊
蚤

也
」
と
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

（
17
）　

東
京
大
学
の
当
該
入
試
問
題
に
〔
Ｂ
方
式
〕
の
返
り
点
が
見
え
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、
平
成
二

十
五
年
（
二
〇
一
三
）
六
月
二
日
、
明
海
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
全
国
漢
文
教
育
学
会
」
第
二
十
九




