
説
話
教
材
の
取
り
扱
い

ひ
と
つ
の
試
み

下

　

田

l
　
は
じ
め
に

教
育
e
-
す
べ
て
が
問
い
な
お
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
今
日
,
古
典
教
育
は
ど

の
よ
う
な
課
題
を
に
な
い
、
ど
の
よ
う
な
展
望
の
も
と
に
進
め
て
い
け
ば
よ
い

の
か
。
そ
の
方
向
を
さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
の
が
昭
和
四
十
六
年
度
広
島
大
学
国
語

国
文
…
芸
J
秋
季
研
究
集
会
'
国
語
教
育
研
究
協
議
会
で
あ
っ
た
'

特
に
説
話
教
材
を
中
心
に
へ
そ
の
扱
い
方
を
め
ぐ
っ
て
'
「
古
典
が
高
校
生

に
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
'
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
教
師
は
ど
ん
な

教
材
を
'
ど
ん
な
視
点
か
ら
選
び
'
ど
う
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
ま
た

そ
こ
に
ど
ん
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
か
へ
そ
の
問
題
を
ど
う
解
決
し
て
い
け

ば
よ
い
の
か
O
」
と
い
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
考
え
よ
う
と
意
凶
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

現
代
高
校
生
の
精
神
的
荒
廃
状
態
が
指
摘
さ
れ
'
問
題
追
求
の
姿
勢
が
失
わ

れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
中
で
'
わ
れ
わ
れ
国
語
教
師
は
古
典
の
教
室
で
'
い

っ
た
い
ど
ん
な
役
割
が
果
た
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
典
文
学
の
退
座
に
よ
っ

て
学
習
者
の
思
考
力
を
き
た
え
'
人
間
的
内
容
を
ふ
と
ら
せ
る
た
め
に
役
立
つ

手
だ
て
を
何
と
か
し
て
捻
出
す
べ
-
苦
悩
し
て
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

次
に
述
べ
る
も
の
は
'
こ
の
た
び
の
研
究
協
議
会
を
契
機
に
'
わ
た
し
自
身

の
こ
れ
ま
で
の
古
典
の
教
室
の
歩
み
-
そ
の
う
ち
説
話
教
材
の
損
い
l
ど
ふ
り

返
り
'
そ
の
反
省
に
も
と
づ
い
て
新
た
な
ひ
と
つ
の
試
み
を
実
践
し
て
、
孝
.
 
h
Z

た
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

Ⅱ
　
こ
れ
ま
で
の
説
話
教
材
学
習
指
導
の
記
録

説
話
教
材
は
'
従
釆
の
教
科
苔
に
あ
ま
り
=
多
く
は
収
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い

と
い
え
よ
う
。
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
'
学
習
者
を
打
も
し
ろ
が
ら
せ

て
古
典
へ
の
興
味
を
い
だ
か
せ
る
た
め
、
興
味
あ
る
も
の
で
短
く
て
や
さ
し
い

も
の
が
選
ば
れ
'
配
列
も
古
文
入
門
期
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

こ
れ
ま
で
'
説
話
文
学
の
文
学
と
し
て
の
性
格
構
造
・
価
値
が
物
語
や
和
歌
や

俳
譜
な
ど
の
よ
う
に
正
当
な
認
識
と
評
価
を
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
,
そ
の
根

本
の
原
因
は
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

蔚
近
六
年
間
(
昭
和
四
十
年
度
～
四
十
五
年
度
)
に
わ
た
し
が
実
践
し
た
説

話
を
ふ
り
返
っ
て
み
て
も
そ
の
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
D
こ
の
六
年
間
に
扱
っ

た
説
話
教
材
に
関
す
る
学
習
指
導
の
記
録
を
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
O

- 121



こ
れ
ま
で
(
四
十
年
度
～
四
十
五
年
度
)
　
に
実
践
し
た
学
習
指
導
の
記
鑓
(
説
話
教
材
に
関
す
る
記
銀
の
抜
粋
)

40 年 度 午

第 1 学 年 1 学 期 時期

二 説 話 ( 東 吾 ) 単元

C B A
教

材

至 竺 芸 禁 忌

モ 七 日

巴 る よ 原

( 法 能
JIllT

抄 の 説 十 仏
石 こ 房 訓 師
集 と の 抄 良
、ノ 説 、ノ 秀

② ① (塾 ① ② ①

目

t?;

る 考 に 受 わ と 説 ら 心 批 土 ifi い 良 え あ

え 対 餌 わ し 話 え 理 説 せ の て 秀 さ ら
を す と せ た の さ の 房 る 柄 考 の せ す

つ る い る im 1-; せ 動 と 成 え 入 る じ
か 作 う. 写 き る き 尼 を さ 物 を
ま 者 も を 生 を 公 つ せ に と
せ の の 昧 1き と の か る つ . ら

(3) (2 ) (1) (2) (1 (4) (3) (2) (1)

え を き 守 御 生 あ こ 能 う の 古 良 あ る 「 主 く
・̂f-

普

亨舌

動

の

主

5

ち

の

て 作 り の 目 き ら の 説 ま 内 今 秀 ら り .語 り
い 者 と 言 代 と す Ifi 叫 さ 古 叫 の す 」 の 返

る は 顔 動 の 描 じ . の と に を 瀬 人 じ の 省 し
か ど を や 皮 か を お 尼 .気 つ 括 柄 を 文 略 読

、 う の 、 肉 れ と も 公 .付 か 、 に 述 末 を み

悪 い ぞ 棺 の て ら し 、 く む 敬 つ ペ 衷 お 、
見 う か び 意 い え ろ 民 中 語 い る 現 ぎ 古

を 型 せ の 昧 る る み 衆 で 法 て に な 文
述 の る .段 を と 中 を の 、 に 感 注 い の
憲 論 モ 票 t昌 で 発 心 語 注 想 目 、 リ

H . ?il ^ ‖ 真 相 芸
と 当 作 え を 惰 す を く し
し 時 者 る と 景 る つ .み て

て の が り の か 立 各 る 嬰 音 誓
と 受 は 出 生 み て 段
ら 領 つ す き の 落

捕 ( 「 罪
仰

v>

助 節 今 の 池 い 「 川
プ 二 苦 み の て 地 電

リ ○ 物 の 尾 ふ 獄 之

ン 話 語 こ 神 れ 変 介

ト ) 巻 と 智 る 」

二 」 内 に
八 供 つ



43 年 度 42 年 度

第 1 学 年 2 学 期 第 3 学 年 1 学 期

小 説 (筑摩現国) 一 古 代 の 文 学 (」 ( 東 苔 )

羅

坐

門

い 倭
′「 わ 建
遊 ゆ ( 命
放 る 古
説 事
話 記
〕

③ ② ① (訂 ①

め 想 作 る 想 者 を 下 る 構 解 盤 古 る ま 代 読

、や 品 を の 考 人 成 を 括 代 ′ し の 解
文 批 に 託 想 え の を 深 に 人 を 語 を
章 評 対 み 像 る 性 考 め つ の 理 法 通
化 を す と 力 中 桔 え さ い 信 解 の し
す ま る ら や で 心 さ せ て 仰 さ あ て
る と 感 せ 思 作 理 せ る 理 や せ ら 上

(1) 「 (

ゥ vP え 拝 み 苛
と 上 今 る 生 ) 展

(5 (4 3 2 1

の 主 の 話 を ら 謡 を で 上 の ( 「
. 老 が 主 の 屑 昔 門 学 悲 人 を の つ れ の ま 理 代 作 補 古

婆 い 人 比 に 物 」 習 劇 公 抜 中 か る 中 と 解 の 品 助 事
が 公 較 萱 語 と と 性 の き か む 部 か め し 語 の プ 記
髪 に り 巻 今 し に 浪 出 ら 分 ら る な 法 性 リ 」

の つ て 二 普 て つ 浸 す 地 を 古 が を 格 ン の
毛 い 死 十 物 の い 性 名 指 代 ら 平 を ト 成
を て 人 九 語 上 て に 起 摘 人 解 安 と ) 立
抜 当 を 第 の 記 は つ 源 し の 釈 文 ら か 事
く 初 見 十 説 目 理 い 説 、信 し 法 え ら 惰
対 の た 八
象 境 る 話 菅 琵

由 て 話 そ 仰 、と る 託 を
を 話 と Iの に 各 の み. 、

に 遇 盗 「 の に 考 し い 信 関 段 比 と そ
な 設 人 羅 関 つ え 合 う 仰 す 落 較 る の

つ 定 の 城 係 い る い ペ の る の の 中 序
て の こ 門 を て き 特 と 要 う で 文
い ち と の 考 の

」
そ も 色 み 旨 え こ

物 の (参 上 ど 「 「 「
語 素 に 記 を 山 海 稲 大 須
巻 材 つ 学 紹 孝 幸 羽 蛇 佐
三 と い 習 介 彦 彦 の 退 之
十 し て 活 す 」 と 素 治 男 .
一 た は 動 る の 兎 」 命
第 今 芥 (1) 話 」 の

三 吾 川 、の 杏
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.45 年 度

第 1 学 年 1 学 期

′古 文 入 門 (角 川 )

B A

育
人

首

至 警 莞 冒 霊

曇 摘 kは

さ巴 し 、お

(勤 ② (D (D . ④

い景 歌せ惰 れ和 る み 話 婁 急 呈 完 箆 砦 語 書
て との る吉事さ歌 さ の
との心 接 せの を 運 圭 苦 言 讐 金 言 妄 言
ら関 を を る韻 つ ぴ
え係 累 理 律 か 方 せ 指 の 迫 や が 材 さ

る 宗 吾 苧 隻 fi 裏 芸喜 k=諸 警 品 ま の
せ 巧

(2) (1)石 下 3 2 1

れ 報 明 の 段 持

(2)
③

当 歌 作 歌 首 を そ 芥
意 の 歌 に の に 恩 か 興 落 に 考 れ 川 る 作 芥 る
即 背 事 問 う 類 辞 し 昧 ご 助 え を が 品 川 女 .
妙 景 情 し ち L と す を と 軌 る 彼 「 に が の
、を を て 、 た し る つ の 詞 の 今 設 な 境

そ 考 「 小 詰 て 筋 を 内 に も 昔 定 ぜ 遇
の え 十 式 を の 運 ぎ 容 注 の 物 し 原 設
機 る 訓 部 言売性 び な を 目 と 語 た 典 定
知 抄 内 み 格 の が 要 し し」 か を の

」 ▼侍 古 を う ら 約 て て を . 、こ ち
才 の の 文 つ ま 結 す 通 ど ど そ の が
気 説 「 に か さ 末 る 釈 う う の よ い
を 話 大 慣 み を に 中 を 別 記 理 う .
と を 江 れ 、見 至 で 試 作 ん 由 に
ら 読 山 る 他 い ? 、み し だ を 改
え み の 出 て 読 る た か 考 め
る

」
こ す 種 老 か 、 え て

補 の 「十 補 第 ( て 観 「 し 動 裏 芸 kl ±
警 芸 朋 助 十 今 蛇 菅 山 て 物

プ 六 苦 難 の 城 報 考 り 刀 話
リ 詰 物 を 助 の 恩 に し 帯

ン 一八 三 ン ) 語 退 け 国 謂 読 堰 の .
ト 一伶 訓 ト 巻 る に の の .ま の 陣

節 十 語 依 女 例 せ こ に
」 六 」 り 人 と る と 魚

」
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右
の
表
に
み
る
ご
と
-
'
こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
記
録
か
ら
言
え
る
こ
と
は
,

ま
ず
へ
説
話
を
教
材
と
し
て
の
実
践
事
例
が
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。

遊
離
説
話
に
つ
い
て
は
'
古
事
記
を
僚
い
て
は
意
識
的
に
取
り
扱
っ
た
事
例
は

な
い
。扱

う
時
期
と
し
て
は
'
古
事
記
な
ど
の
遊
離
説
話
は
別
と
し
て
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
を
低
学
年
で
'
し
か
も
古
文
入
門
期
に
扱
っ
て
い
る
。
入
門
期
の
扱
い
は

ど
う
し
て
も
語
架
・
語
法
の
指
導
に
利
用
す
る
と
い
う
結
果
に
な
り
'
ま
た
,

お
も
し
ろ
み
を
主
眼
と
し
た
も
の
へ
珍
奇
な
も
の
な
ど
に
よ
っ
て
へ
古
典
の
世

界
に
興
味
を
持
た
せ
る
た
め
に
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
し
た

が
っ
て
へ
発
里
芋
習
の
た
め
に
関
連
し
た
教
材
(
投
げ
入
れ
教
材
)
を
選
ぶ
ば
あ

い
も
'
お
の
ず
か
ら
お
も
し
ろ
さ
珍
奇
さ
の
視
点
か
ら
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
.

指
導
の
う
え
で
は
'
近
代
の
小
説
へ
特
に
芥
川
の
作
品
な
ど
を
引
き
あ
い
に
出

し
て
興
味
を
起
こ
さ
せ
た
り
す
る
ば
あ
い
が
多
か
っ
た
L
へ
逆
に
現
代
国
語
で

近
代
小
説
を
扱
う
ば
あ
い
へ
そ
の
小
説
の
理
解
を
深
秒
る
た
め
に
説
話
を
利
用

す
る
ば
あ
い
も
あ
っ
た
。
(
前
掲
の
表
'
四
十
三
年
度
の
欄
を
参
照
)

こ
の
よ
う
に
見
て
-
る
と
、
わ
た
し
の
ば
あ
い
'
説
話
を
本
格
的
な
古
典
文

学
と
し
て
掘
り
下
げ
て
追
求
す
る
と
い
A
孟
大
践
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ

て
い
な
い
。

芥
川
龍
之
介
が
'
「
今
昔
物
語
に
就
い
て
」
と
い
う
文
章
の
中
で
'
「
僕
は
や

っ
と
今
昔
物
語
の
本
来
の
面
目
を
発
見
し
た
。
-
-
・
今
昔
物
語
の
作

者
は
事
実
を
写
す
の
に
少
し
も
手
加
減
を
加
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
僕
等
人
間

の
心
理
を
写
す
の
に
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
今
昔
物
語
の
中
の
人
物
は
'

あ
ら
ゆ
る
伝
説
の
中
の
人
物
の
よ
う
に
複
雑
な
心
理
の
持
ち
主
で
は
な
い
。
彼

等
の
心
理
は
陰
影
に
乏
し
い
原
色
ば
か
り
並
べ
て
い
る
。
し
か
し
今
日
の
僕
等

の
心
理
に
も
'
如
何
に
彼
等
の
心
理
の
中
に
響
き
合
う
色
を
持
っ
ノ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
-
・
・
・
作
者
の
写
生
的
一
筆
致
は
'
当
時
の
人
々
の
精
神
的
争
闘

も
、
や
は
り
鮮
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
彼
等
も
や
は
り
僕
等
の
よ
う
に
婆
婆

苦
の
為
に
岬
吟
し
た
.
・
-
・
・
今
昔
物
語
は
最
も
野
蛮
に
'
　
鼓
は
ほ
と

ん
ど
残
酷
に
彼
等
の
苦
し
み
を
写
し
て
い
る
O
」
と
述
べ
て
い
る
。

芥
川
の
こ
の
よ
う
な
'
説
話
を
読
む
「
読
み
の
鋭
さ
一
が
彼
の
王
朝
物
と
呼
ば

れ
る
作
品
群
を
結
晶
さ
せ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
へ
人
間
的
な
も
の

の
追
求
の
激
し
さ
と
現
実
を
見
る
目
の
鋭
さ
と
の
ゆ
え
に
不
安
と
絶
望
と
に
あ

え
い
だ
彼
で
も
あ
っ
た
。
芥
川
以
後
半
世
紀
近
-
に
も
な
ろ
う
と
す
る
今
日
へ

あ
ら
た
め
て
彼
に
学
ぶ
こ
と
が
今
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
性
急
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

芥
川
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
'
説
話
は
人
間
の
内
面
描
写
ぬ
き
で
'
登
場
人

物
の
行
動
と
こ
と
ば
だ
け
を
写
生
的
に
描
き
な
が
ら
'
人
肝
の
内
部
や
そ
れ
を

と
り
ま
-
社
会
の
現
実
な
ど
を
探
り
と
り
'
語
っ
て
い
く
。

こ
れ
ま
で
古
典
教
育
に
お
け
る
本
格
的
な
教
材
と
し
て
は
締
め
出
さ
れ
て
い

た
形
の
説
話
文
学
に
'
新
た
な
照
射
を
合
わ
せ
'
そ
の
領
域
の
深
さ
と
豊
か
さ
に

思
い
を
致
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

E
]
　
説
話
教
材
取
り
扱
い
の
観
点

最
近
'
熊
谷
孝
氏
が
「
古
典
で
何
を
教
え
る
か
」
と
い
う
文
章
の
中
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
古
典
を
文
学
と
し
て
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
'
そ
れ
の
す
べ
て
を
肯
定
的

に
受
け
寧
b
せ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
.
過
ぎ
去
る
ペ
く
し
て
過
ぎ
去
っ
た

も
の
へ
由
代
が
そ
れ
を
否
定
し
ま
る
べ
き
も
の
は
'
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
せ
る

べ
き
で
あ
る
。
が
'
そ
の
よ
う
な
も
ろ
も
ろ
の
否
定
的
要
素
と
交
り
合
い
な
が

ら
現
代
が
見
失
っ
て
は
掌
ら
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
'
見
失
い
つ
つ
あ
る
も
の
へ
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す
で
に
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
へ
そ
れ
を
発
掘
さ
せ
発
見
さ
せ
る
こ
と
が
、

文
学
教
育
と
し
て
の
古
典
教
育
の
果
た
す
べ
き
大
き
な
役
割
の
一
つ
だ
ろ
う
。
」

熊
谷
氏
は
'
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
教
育
が
「
文
学
教
育
と
し
て
の
古

典
教
育
の
果
た
す
べ
き
大
き
な
役
割
の
一
つ
」
と
述
べ
て
い
る
が
'
確
か
に
へ

果
た
す
べ
き
役
割
の
一
つ
で
あ
っ
て
'
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ

は
'
古
典
と
し
て
の
「
古
文
」
の
指
導
と
い
う
形
で
'
非
常
に
多
-
の
指
導
項

目
を
'
年
間
指
導
に
お
い
て
消
化
し
徹
底
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
へ
　
そ
の
指
導
項
目
の
お
の
お
の
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
た
め
へ
　
そ
の
う

ち
の
ど
れ
に
重
点
を
お
く
か
を
決
定
し
'
す
べ
て
の
指
醇
を
そ
れ
に
向
か
っ
て

結
び
つ
け
て
行
く
こ
と
に
意
を
用
い
な
-
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
事
項
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
教
材
を
選
び
へ
重

点
的
に
t
 
L
か
.
も
螺
旋
状
に
高
め
る
指
導
の
体
系
を
求
め
な
が
ら
歩
ま
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
指
導
の
体
系
の
中
で
は
じ
め
て
生
徒
は
学
習
の
視
点
が
定
め
ら

れ
'
教
師
の
指
導
も
そ
の
効
率
を
高
め
う
る
の
だ
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
'
熊
谷
氏
い
う
と
こ
ろ
の
「
も
ろ
も
ろ
の
否
定
的
要
素
と
交
り
合

い
な
が
ら
へ
現
代
が
見
失
な
っ
て
は
掌
ら
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
'
見
失
な
い
つ

つ
あ
る
も
の
へ
す
で
に
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
へ
そ
れ
を
発
掘
さ
せ
発
見
さ

せ
る
」
た
め
の
教
材
G
・
一
つ
と
し
て
'
わ
た
し
は
担
誠
教
材
を
取
り
扱
い
た
い
0

高
校
古
典
教
育
の
う
ち
'
そ
の
何
回
か
は
'
古
代
に
お
け
る
庶
民
大
衆
の
現

実
に
つ
い
て
,
真
剣
に
考
え
さ
せ
る
機
会
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
　
*
/
の
こ
と
が
'

そ
の
時
代
社
会
の
中
で
庶
民
が
ど
う
生
き
た
か
t
と
い
う
こ
と
を
考
え
潰
せ
る

こ
と
に
泊
り
'
ひ
い
て
は
次
の
世
代
を
に
乍
フ
若
い
生
徒
た
ち
の
民
族
的
・
民

2

衆
的
人
掛
と
し
て
の
成
長
に
資
す
る
粒
の
一
端
と
も
な
っ
て
ほ
し
い
t
と
の
さ

さ
や
か
な
願
い
か
ら
で
あ
る
。

注
(
-
)
現
代
が
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
た
ち
の
苦
し
い
道
程
の
上
に
和
み
重
ね

ら
れ
た
結
果
だ
と
い
う
民
族
的
・
伝
統
的
自
覚
を
も
っ
た
人
間

(
2
)
そ
の
時
代
社
会
を
支
え
て
来
た
も
の
は
t
 
l
般
の
庶
民
大
衆
で
あ
り
へ

そ
の
現
代
お
よ
び
未
来
に
お
け
る
一
庶
民
で
あ
る
と
の
自
覚
を
も
っ

た
人
間

Ⅳ
　
説
話
教
材
選
択
の
視
点

説
話
を
単
に
古
文
入
門
の
た
め
の
教
材
と
し
て
で
は
な
-
、
鑑
賞
・
批
評
を

中
心
と
し
て
取
り
扱
う
ば
あ
い
'
文
章
表
現
の
展
開
に
示
さ
れ
て
い
る
作
者
ま

た
は
作
家
大
衆
の
現
実
把
捉
の
発
想
の
し
か
た
と
'
学
習
者
個
々
の
現
実
把
捉

の
発
想
の
し
か
た
と
を
へ
　
対
決
さ
せ
、
格
闘
さ
せ
る
こ
と
に
た
え
う
る
教
材
を

選
び
た
い
。
説
話
教
材
を
扱
う
ば
あ
い
は
右
の
よ
う
な
指
導
の
視
点
が
設
定
で

き
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

説
話
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
'
多
少
と
も
文
学
と
し
て
の
興
味
は
加
わ
け
て
は
い

る
が
'
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
伝
承
文
学
の
1
碩
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
t
t
a
と
言
え

る
o
個
人
作
家
の
創
作
意
識
が
は
っ
き
り
倒
い
て
い
る
小
説
の
域
に
は
へ
ま
だ

達
し
て
い
な
い
素
朴
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
説
話
は
一
方
で
は
'
広

い
庶
民
大
衆
の
層
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
と
は
亭
え
る
が
'
反
面
'
個
性
味
が

う
す
く
へ
芸
術
味
も
比
較
的
乏
し
い
も
の
が
多
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
教
材
と

し
て
の
価
値
を
考
え
る
と
き
'
そ
の
欠
点
も
少
な
-
は
な
い
。
け
れ
ど
も
'
作

家
が
民
衆
全
体
で
あ
り
、
ま
た
は
そ
の
代
弁
者
と
し
て
の
個
人
で
あ
る
だ
け
に
'

か
ざ
り
け
の
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
時
代
大
衆
の
考
え
、
好
み
'
慣
習
へ
信
仰
な

ど
を
如
実
に
表
現
し
て
お
り
へ
そ
れ
ら
を
明
快
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
点

は
'
教
材
と
し
て
大
き
-
評
価
し
て
よ
い
と
思
う
。

仏
教
説
話
に
は
因
果
応
報
の
理
'
あ
る
い
は
教
弟
を
主
張
す
る
こ
と
ば
が
付

加
さ
れ
て
い
る
。
一
般
の
世
俗
説
話
に
お
い
て
も
'
道
徳
的
へ
教
訓
的
色
彩
が

著
し
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
へ
説
話
を
生
ん
だ
時
代
を
抜
き
に
し
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て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
'
無
数
に
あ
る
説
話

群
の
中
か
ら
'
教
材
と
し
て
は
、
説
話
と
し
て
の
本
質
的
性
格
(
そ
の
う
ち
特

に
そ
の
時
代
社
会
を
反
映
し
'
民
衆
の
心
を
代
表
し
て
い
る
も
の
)
を
備
え
た

作
品
を
迷
び
た
小
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
t
 
l
つ
に
は
学
習
者
の
問
趨
意
識
に
う
っ
た
え
か
け
得
る
作
品
へ

二
つ
に
は
そ
の
時
代
社
会
を
反
映
し
'
民
衆
の
心
が
読
み
と
れ
る
作
品
'
を
遥
・

び
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

注
(
-
)
益
田
勝
実
「
説
話
文
学
と
絵
巻
」

「
説
話
文
学
は
説
話
そ
の
も
の
で
は
な
い
.
説
話
は
口
承
文
学
の
一

領
域
で
あ
る
。
普
通
の
文
字
に
よ
る
文
学
の
よ
う
に
'
作
家
が
直
接

に
自
己
の
内
面
的
郎
実
や
社
会
の
現
実
に
直
面
し
て
描
き
出
す
文
学

で
は
な
く
'
か
れ
が
'
口
承
の
は
な
し
と
い
う
一
つ
の
,
す
で
に
あ

る
文
学
の
方
法
で
貫
か
れ
て
い
る
伝
承
と
し
て
の
現
実
的
存
在
に
も

自
己
を
対
置
さ
せ
て
行
う
文
字
に
よ
る
文
学
創
造
で
あ
る
。
」

わ
れ
わ
れ
の
扱
う
説
話
は
'
益
田
氏
の
説
に
よ
れ
ば
'
い
わ
ゆ
る

説
話
で
は
な
-
て
「
説
話
文
学
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ⅴ
　
慧
日
指
導
の
展
開
例
1
四
十
六
年
度

今
年
度
(
四
十
六
年
度
)
　
は
'
第
Ⅲ
節
で
み
た
こ
れ
ま
で
の
実
践
の
反
省
に

立
っ
て
'
説
話
教
材
の
取
り
扱
い
方
を
根
本
的
に
考
え
直
し
て
み
よ
う
と
し
た
。

次
に
あ
げ
る
実
践
例
は
第
m
節
'
第
Ⅳ
節
で
述
べ
た
取
り
扱
い
の
観
点
へ
教

材
選
択
の
視
点
に
立
っ
て
展
開
し
よ
う
と
し
た
ひ
と
つ
の
試
み
で
あ
る
。

(3) 2　1

…
i
孟
臼
指
導
の
背
景

使
用
教
科
加
　
　
等
字
柁
　
古
典
乙
Ⅱ
古
文
三
訂
版
　
(
角
川
加
=
唐
)

単
元
名
　
説
話
文
学

単
冗
の
位
置

古
典
乙
山
の
単
冗
配
列
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
'
ほ
ぼ
教
科
火
1
-
の
配

列
に
従
っ
て
い
る
。
ま
ず
へ
古
代
前
期
の
作
品
を
扱
う
草
花
と
し
て
二
字

期
冒
頭
に
「
古
ホ
記
」
　
(
倭
建
命
)
を
置
き
へ
続
い
て
「
万
葉
集
」
二
十

;
>
-
(
竹
山
略
天
白
.
I
;
、
有
間
　
十
、
　
ト
'
^
蝣
-
-
-
_
-
、
芯
n
白
t
∴
子
'
高
x
=
-
i
"
i
L

一
'
　
教
材
　
「
汚
水
観
音
利
益
の
こ
と
」

二
、
　
対
象
・
時
期
　
　
第
三
学
年
二
学
期

(
出
典
「
沙
石
貨
」
)

呂
'
山
部
赤
人
'
大
伴
旅
人
、
山
上
憶
良
'
班
野
弟
上
娘
子
'
大
伴
家
持
へ

東
歌
へ
防
人
歌
'
旋
頭
歌
)
を
配
列
し
た
。
次
に
古
代
後
期
の
作
品
を
拙

ぅ
単
元
と
し
て
'
「
土
佐
日
記
」
　
(
門
出
へ
黒
鳥
へ
幣
の
追
い
風
へ
相
互

「
蛸
蛤
日
記
」
　
(
序
'
父
の
旅
立
ち
へ
心
重
き
世
'
道
銅
の
元
服
)
へ
二

学
期
に
な
っ
て
「
源
氏
物
語
」
　
(
桐
壷
、
帝
木
へ
明
石
、
蛍
'
若
菜
上
)

を
学
習
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
古
代
後
期
の
作
品
の
世
界
は
貴
族
社
会
に
限
ら

れ
t
 
r
源
氏
物
声
で
は
特
に
'
満
ち
足
り
た
柴
族
た
ち
の
生
活
・
恋
愛

の
諸
相
が
'
相
当
出
の
教
材
と
し
て
う
ち
続
き
'
や
や
単
調
と
な
っ
た
。

そ
の
次
に
位
置
さ
せ
た
の
が
'
説
話
文
学
で
あ
る
.
中
世
庶
民
の
登
場

す
る
作
品
に
よ
っ
て
へ
古
代
後
期
か
ら
中
性
に
か
け
て
の
時
代
相
の
一
面

を
と
ら
え
る
と
と
.
も
に
へ
そ
の
時
代
社
会
に
生
き
る
人
間
の
姿
を
読
み
と

ら
せ
る
よ
う
に
考
え
た
。

四
へ
　
指
導
の
目
標

仙
　
当
時
の
庶
民
の
願
い
を
読
み
取
る
(
そ
の
歴
史
的
現
実
に
生
き
る
民
衆

の
願
い
は
何
か
を
知
る
)
0

脚
　
説
話
文
学
の
本
K
を
つ
か
む
。

五
、
　
:
.
,
 
'
r
-
>
-
活
的
C
概
況
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一
限

A
へ
~
導
入説

話
文
学
の
範
囲
へ
そ
の
共
通
す
る
性
質
へ
説
話
文
学
の
文
学
史
に

お
け
る
展
開
の
あ
ら
ま
し
を
説
明
す
る
中
で
'
「
沙
石
集
」
の
文
学
史
的

位
置
と
そ
の
特
質
に
つ
い
て
へ
簡
単
に
ふ
れ
て
お
-
0
-
既
習
の
1
古

事
記
」
.
の
中
の
遊
離
説
話
の
想
起
を
発
端
と
し
て
'
「
日
本
書
記
」
　
「
竹

取
物
語
」
な
ど
の
遊
離
説
話
へ
さ
ら
に
「
風
土
記
」
の
性
格
を
考
え
さ

せ
'
「
大
和
物
語
」
と
「
伊
勢
物
語
」
の
性
格
を
比
較
さ
せ
た
り
し
て

説
話
文
学
の
範
囲
に
ふ
れ
な
が
ら
'
平
安
朝
初
期
に
現
わ
れ
た
仏
教
説

話
集
「
日
本
霊
異
記
」
が
説
話
文
学
の
源
流
を
な
し
も
按
の
中
什
説
話

文
学
を
よ
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
を
ど
.
平
安
末
期
の
　
「
江
談
抄
」

「
打
開
集
」
さ
ら
に
高
一
で
既
習
の
「
鈴
鹿
山
に
お
い
て
蜂
へ
盗
人
を

刺
し
殺
し
し
こ
と
」
の
「
今
昔
物
語
集
」
を
想
起
さ
せ
へ
　
こ
れ
に
よ
っ

て
中
世
説
話
文
学
の
足
場
が
き
ず
か
れ
た
I
J
と
.
そ
し
て
い
よ
い
よ
中

世
説
話
文
学
'
そ
の
色
彩
に
よ
っ
て
世
俗
説
話
と
仏
教
説
話
に
二
分
さ

れ
へ
各
々
を
説
明
す
る
中
で
'
「
沙
石
集
」
の
位
置
と
性
格
を
明
ら
か

に
す
る
。
-

B
t
展
開上

代
文
学
や
平
安
の
日
記
類
へ
源
氏
な
ど
を
読
ん
で
来
た
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
'
説
話
の
文
章
は
'
多
少
の
難
解
語
句
~
が
あ
る
に
し
て
も
'

通
読
し
て
文
脈
を
把
捉
し
話
の
す
じ
を
テ
か
む
に
'
大
し
た
抵
抗
は
な

い
。

0
　
朗
読
1
黙
読
1
話
の
あ
ら
す
じ
の
発
表

口
　
中
世
独
特
の
語
柴
に
注
意
さ
せ
な
が
ら
へ
教
師
が
さ
っ
と
通
釈
す
る

(
部
分
訳
を
生
徒
に
指
名
し
な
が
ら
)

日
　
課
題
を
提
示
し
て
話
し
合
い
に
は
い
る
(
話
し
合
い
I
グ
ル
ー
プ
で

話
し
合
っ
た
後
'
そ
こ
で
確
か
め
た
自
分
の
意
見
を
全
体
へ
報
告
し
'

皆
で
考
え
を
深
め
る
形
)

提
示
し
た
課
題
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二
眼

脚
　
話
し
合
い
の
展
開
-
そ
の
l
例
(
抜
粋
)

へ
次
の
記
録
は
'
話
し
合
い
の
展
開
を
テ
ー
プ
に
お
さ
め
へ
再
生
し
た

も
の
で
あ
る
。
表
現
は
紙
数
の
関
係
も
あ
っ
て
'
丁
寧
語
を
い
っ
さ

い
省
き
'
一
部
削
り
改
め
た
が
'
ほ
と
ん
ど
生
の
ま
ま
で
あ
る
。

A
～
M
は
生
徒
t
 
T
は
教
師
の
発
言
で
与
る
。
)

山
　
課
撃
へ
課
s
a
i
i
t
に
つ
い
て
碓
認
し
て
'
主
人
公
(
女
房
)
の

心
理
と
そ
の
背
景
と
を
も
表
現
に
即
し
て
考
え
さ
せ
る
。

(
課
題
二
t
に
つ
い
て
の
展
開
)

T
t
　
ま
ず
'
武
士
の
気
持
ち
か
ら
。

A
t
　
や
っ
ぱ
り
へ
き
れ
い
な
着
物
を
着
た
人
が
'
一
人
で
歩
い
て
い
た
ら
'

そ
れ
が
女
の
人
だ
っ
た
ら
'
や
っ
ぱ
り
男
と
し
て
声
を
か
け
て
み
た
い
。

(
ど
っ
と
笑
う
)

T
t
　
女
の
気
持
ち
の
方
は
-
-
0

B
t
　
貧
乏
し
て
い
た
か
ら
へ
な
ん
と
な
-
な
げ
や
り
的
な
気
持
ち
に
な
っ
て
'

こ
う
‥
ど
う
に
で
も
な
れ
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

と
も
う
一
つ
は
'
示
現
に
よ
っ
て
こ
う
い
う
仏
の
こ
と
ば
を
聞
い
た
直
後

だ
っ
た
か
ら
へ
そ
れ
に
流
さ
れ
る
と
い
う
か
'
そ
う
い
う
勢
い
に
の
っ
て
t

と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。

T
t
　
-
と
こ
ろ
で
へ
女
主
人
公
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
当
時
の
一
般
庶
民
大

衆
が
'
ど
う
い
う
こ
と
を
願
っ
て
い
た
の
か
。
そ
う
い
う
願
い
の
内
容
に

つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。

c
t
　
こ
の
女
の
人
を
中
心
に
考
え
る
と
'
自
分
に
は
身
よ
り
も
な
く
て
,
質

困
で
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
-
て
'
仏
に
頼
る
は
か
な
く
仏
を
信
ず
る

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
へ
す
ば
ら
し
い
夫
を
得
て
幸
福
な
家
庭
を
築
き
た

い
。
そ
う
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
か
ら
'
都
に

自
分
に
緑
の
あ
る
人
が
い
る
と
か
'
都
中
心
の
考
え
方
で
'
都
に
自
分
の

親
類
縁
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
が
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
'
そ
う
い
う
こ
と

も
あ
る
ん
で
は
な
い
か
。

D
t
　
そ
の
女
の
人
は
'
さ
っ
き
言
わ
れ
た
よ
う
な
幸
福
な
家
庭
を
築
く
と
か
'

そ
ん
な
具
体
的
な
も
の
で
は
な
-
て
'
そ
の
頃
は
全
く
の
ど
ん
底
で
あ
っ

た
か
ら
t
と
に
か
-
そ
の
生
活
か
ら
抜
け
出
さ
せ
て
ほ
し
い
'
何
か
少
し

で
も
希
望
が
あ
っ
た
ら
す
ぐ
そ
っ
ち
へ
行
-
よ
う
な
'
そ
こ
ま
で
ど
ん
底

で
あ
っ
た
と
思
う
か
ら
、
と
に
か
く
今
の
生
活
か
ら
抜
け
出
さ
せ
て
く
れ

る
肇
b
誰
で
も
い
い
へ
　
(
ど
っ
.
と
笑
う
)
と
い
う
よ
う
な
そ
ん
な
気
持
ち

だ
っ
た
と
思
う
。

T
t
　
-
つ
ま
り
貧
困
か
ら
の
脱
出
と
い
う
切
実
な
似
い
が
あ
っ
た
'
と
い
う

こ
と
。
と
こ
ろ
で
視
点
を
か
え
て
'
そ
こ
に
現
わ
れ
た
相
手
は
ど
う
い
う

人
で
あ
っ
た
か
t
と
孝
え
て
み
る
と
'
武
士
大
番
衆
で
あ
っ
た
わ
け
で
'
こ

れ
に
つ
い
て
は
話
し
合
い
が
あ
っ
た
か
。

E
t
　
大
勢
の
供
を
連
れ
た
'
わ
り
あ
い
裕
福
そ
う
な
武
士
で
'
そ
れ
で
や
っ

ぱ
り
教
養
と
か
階
級
へ
富
み
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
そ
れ
が

わ
り
あ
い
満
足
で
き
そ
う
だ
か
ら
'
ま
あ
こ
の
辺
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
-
-
0
(
ど
っ
と
笑
う
)

F
t
　
こ
の
女
房
か
ら
見
た
ら
へ
武
士
と
い
う
の
は
自
分
と
は
違
っ
た
世
界
に

住
む
人
で
あ
っ
て
'
身
体
も
大
き
く
た
く
ま
し
い
で
あ
ろ
う
L
t
そ
れ
か

ら
荒
々
し
い
男
の
魅
力
も
あ
ふ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
L
t
自
分
が
今
住
ん
で

い
る
世
界
と
別
の
世
界
の
人
間
に
対
す
る
好
奇
心
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ

て
へ
そ
の
好
奇
心
と
、
そ
の
男
に
対
す
る
執
着
と
い
う
よ
う
な
も
の
へ
そ

ぅ
い
う
本
能
的
な
欲
求
と
い
う
か
'
そ
ん
な
も
の
が
女
の
人
に
あ
っ
た
の
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で
は
な
い
か
。
(
み
な
の
笑
い
で
最
後
の
こ
と
ば
が
聞
こ
え
ず
)

G
,
F
君
の
こ
と
に
も
関
連
す
る
け
れ
ど
'
当
時
は
平
安
か
ら
鎌
倉
に
か
け

て
,
こ
れ
は
ま
あ
鎌
倉
時
代
だ
け
れ
ど
(
笑
い
)
.
'
貴
族
と
い
う
地
位
が

低
落
し
て
'
武
士
と
い
う
階
級
と
い
う
も
の
が
高
-
評
価
さ
れ
て
来
た
と

い
え
る
と
思
う
。
・
そ
う
い
う
時
に
そ
の
女
が
武
士
と
'
と
い
う
の
は
-
'

何
と
い
う
か
'
こ
れ
か
ら
活
躍
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
武
士
と
い
う

階
級
'
-
・
そ
れ
は
現
実
的
な
'
打
算
的
な
'
そ
う
い
う
利
益
を
得
た
い
と

い
ラ
ー
-
'
だ
か
ら
そ
の
女
は
'
な
げ
や
り
的
な
'
打
算
的
な
人
で
'
そ
う

い
う
女
は
僕
と
し
て
は
と
ら
な
い
。
(
ど
っ
と
琴
っ
)

T
t
　
-
-
当
時
は
武
士
の
時
代
で
'
力
に
よ
ら
な
-
て
は
ど
う
し
よ
う
も
な

い
。
今
の
意
見
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
'
当
時
'
貴
族
附
級
は
頼
廃
し
て
い

た
わ
け
で
'
隆
盛
す
る
武
士
の
力
は
非
常
に
大
き
-
世
の
中
に
認
め
ら
れ

て
い
た
。
そ
う
い
う
武
士
に
す
が
り
た
い
と
い
う
の
は
女
性
の
'
ひ
と
つ

の
あ
こ
が
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
同
時
に
こ
れ
は
'
こ
の
一
女
性
に
代

表
さ
れ
る
当
時
の
人
々
に
は
'
武
士
に
頼
っ
て
お
れ
ば
大
丈
夫
だ
と
い
う
へ

そ
ナ
い
う
武
士
の
力
の
陰
に
身
を
ひ
そ
め
よ
う
と
い
う
か
'
そ
う
い
う
願

い
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
も
う
ひ
と
つ
は
前
に
出
た
よ
う
に
'
貧
窮
か

ら
何
と
か
し
て
脱
却
し
た
い
と
い
う
噺
い
。
戦
い
に
よ
る
世
の
乱
れ
へ
貧

窮
と
飢
え
を
身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
る
当
時
の
民
衆
の
大
き
な
願
い
は
'

ま
ず
生
泊
の
安
定
へ
次
に
へ
で
き
れ
ば
武
士
の
力
の
陰
に
身
を
寄
せ
た
い
'

こ
れ
ら
は
全
く
切
実
な
願
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
こ
の
表

現
は
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

脚
　
課
堕
二
t
に
つ
い
て
確
認
し
て
'
主
人
公
と
あ
る
じ
(
衣
の
持
主
)

と
が
互
い
に
流
し
た
感
涙
の
意
味
を
'
表
現
を
通
し
て
考
え
さ
せ

る
。

(
課
題
三
t
　
に
つ
い
て
)

H
t
　
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
「
郡
に
人
こ
そ
多
き
に
t
か
-
親
し
-
な
り

C
K

T

⊥

ヽ

T
へT

J
、

ま
ゐ
ら
せ
ぬ
ら
む
」
と
い
う
表
現
か
ら
し
て
郡
の
親
し
い
緑
の
あ
る
人
と

の
つ
き
あ
い
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
事
び
な
の
で
あ
ろ
う
か
t

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
話
し
合
っ
た
。
き
っ
と
そ
う
い
う
願
い
が
あ
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
.
そ
の
船
い
が
こ
の
世
に
お
い
て
も
叶
っ
た
か
ら
'

そ
れ
も
自
分
が
い
つ
も
こ
う
や
っ
て
捕
水
寺
へ
参
っ
て
傾
業
し
て
い
た
こ

と
で
叶
っ
た
,
と
い
う
そ
の
喜
び
で
涙
が
出
て
釆
た
け
だ
と
思
う
。

こ
れ
は
へ
実
際
に
そ
う
い
う
親
し
い
人
が
得
ら
れ
た
と
い
う
現
実
的
な

書
び
も
あ
る
け
れ
ど
へ
そ
れ
を
得
ら
れ
た
と
い
う
の
は
'
一
種
の
'
僕
は

遊
迫
だ
と
思
う
.
-
・
・
・
め
ぐ
り
あ
い
。
(
笑
い
)
そ
れ
で
へ
そ
う
い
う
社

会
的
に
混
乱
し
た
時
期
に
'
自
分
の
生
活
も
あ
ぶ
な
い
し
'
も
う
何
も
頼

れ
る
も
の
が
な
い
と
い
う
暗
に
へ
仏
の
力
に
よ
っ
て
あ
る
人
と
め
ぐ
り
全

う
と
い
う
こ
と
は
'
何
か
一
線
の
光
を
み
つ
け
た
時
の
よ
う
な
-
t
だ
か

ら
へ
仏
に
帰
依
し
て
い
て
'
実
際
に
そ
の
力
が
自
分
の
上
に
及
ん
で
'
そ

う
い
う
人
と
め
ぐ
り
合
え
た
と
い
う
こ
と
が
感
激
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

あ
の
'
質
問
が
あ
る
。
一
番
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
は
へ
　
こ
の
あ
る
じ
の

_

▼

っ

と

方
で
t
.
着
物
を
盗
ま
れ
て
'
そ
れ
で
も
っ
て
そ
の
盗
人
に
会
っ
て
・
・
・
へ
そ

の
へ
ま
あ
た
だ
女
性
だ
か
ら
五
十
両
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
で
-
。

(
ど
っ
と
笑
う
)

五
十
両
も
ら
っ
た
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
へ
と
に
か
-
盗
ん
だ
人
に
会
っ

て
書
ぶ
の
は
お
か
し
い
'
こ
う
い
う
こ
と
だ
ね
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
ど

う
か
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

今
の
'
現
代
の
考
え
方
で
い
-
と
'
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
ん
だ
け
れ
ど
へ
昔
の
ば
あ
い
へ
仏
と
い
う
も
の
が
'
あ
た
し
た
ち
の
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中
に
あ
る
よ
り
も
っ
と
大
き
-
作
用
し
て
い
て
'
仏
の
お
導
き
み
た
い
な

も
の
で
、
(
め
ぐ
り
令
見
た
の
だ
か
ら
)
へ
盗
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
消

え
て
し
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
t
と
思
う
。

盗
ま
れ
た
と
い
う
け
れ
ど
も
そ
れ
が
実
は
き
っ
か
け
と
な
っ
て
,
さ
き

ほ
ど
の
「
遊
追
」
が
成
就
し
た
へ
こ
れ
は
あ
り
が
た
い
t
と
い
う
こ
と
に

な
る
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
t
と
い
う
意
見
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
'
そ
う
い
う

め
ぐ
り
あ
い
へ
　
こ
れ
を
非
常
に
感
激
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
ん
だ
と
'

こ
う
い
う
こ
と
が
先
ほ
ど
出
て
来
た
の
だ
が
-
-
0

確
か
に
め
ぐ
り
あ
い
も
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
へ
そ
の
当
時
は
京
郡
な
ん

か
も
荒
れ
て
か
ら
'
ま
あ
'
生
ま
れ
た
土
地
ア
荒
れ
放
輿
と
い
う
わ
け

で
'
　
　
　
(
ど
っ
と
笑
う
)
心
は
本
当
に
い
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う

疑
問
が
あ
っ
て
女
の
人
(
女
主
人
公
)
が
ひ
た
す
ら
信
仰
し
て
い
て
・
そ

の
結
采
'
-
自
分
の
生
活
も
豊
か
に
な
っ
た
L
t
こ
ん
な
人
に
も
め
ぐ
り

ぁ
ぇ
た
へ
そ
の
-
世
の
中
に
信
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
、
と
い
う
感
激

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。

要
約
す
れ
ば
'
そ
う
い
う
世
の
中
で
あ
る
か
J
与
も
う
信
じ
あ
え

る
者
が
い
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
t
と
い
う
こ
と
だ
ね
。
い
ま
最
後
の

意
見
に
も
出
た
が
'
そ
-
い
う
先
ほ
ど
の
遊
連
は
'
信
じ
あ
え
る
人
と
め

ぐ
り
あ
え
た
t
と
い
う
こ
と
。
こ
の
と
こ
ろ
を
読
ん
で
み
る
と
'
「
か
か

る
に
つ
け
て
は
'
わ
が
身
の
こ
と
へ
あ
り
の
ま
ま
に
申
す
べ
L
L
と
い
う

ふ
う
に
言
っ
て
'
自
分
の
身
の
上
の
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
あ
え

る
よ
う
な
'
そ
う
い
う
人
間
関
係
と
い
う
の
は
当
時
な
か
っ
た
t
と
考
え

ら
れ
る
ね
。
戦
乱
の
世
の
中
'
す
べ
て
が
敵
の
世
の
中
で
'
ほ
ん
と
う
に

信
じ
あ
え
る
人
、
何
で
も
話
し
合
え
る
友
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
切
望
の

極
み
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
へ
感
涙
を
流
し
た
と
い
う
の
は
う

L
へM

t
T
t

な
ず
け
る
ん
で
は
な
い
か
。
当
時
の
人
々
は
そ
う
い
う
人
情
に
う
え
て
い

た
わ
け
だ
ね
。
情
け
と
い
う
も
の
が
廃
れ
て
い
た
世
の
中
だ
っ
た
と
言
え

る
ね
。仰

　
課
題
四
t
に
つ
い
て
確
認
し
て
'
特
に
当
時
の
庶
民
の
現
実
に
つ

い
て
さ
ら
に
考
え
を
深
め
さ
せ
る
。

(
課
題
四
t
に
つ
い
て
)

僕
が
思
う
に
'
当
時
は
か
な
り
仕
の
中
が
頚
廃
し
て
い
た
頑
廃
と
い
う

か
荒
廃
し
て
い
て
へ
そ
の
当
時
一
般
庶
民
と
い
う
も
の
は
'
何
ら
精
神
的

支
柱
を
も
持
ち
得
ず
'
索
漠
た
る
気
持
ち
で
過
ご
し
て
い
た
の
で
,
そ
う

い
う
貧
し
い
一
般
庶
民
た
ち
を
救
う
'
と
い
う
か
'
仏
に
よ
っ
て
精
神
的

な
支
柱
を
植
え
つ
け
る
、
で
'
庶
民
た
ち
を
救
お
う
と
し
た
と
い
う
の
が

作
者
の
気
持
ち
で
あ
ろ
う
。
庶
民
た
ち
の
心
情
と
い
う
の
は
'
そ
う
い
う

の
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
と
い
う
か
'
そ
う
い
う
も
の
を
通

し
て
精
神
的
な
支
え
を
得
る
へ
そ
の
支
え
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
今
の
よ

ぅ
な
荒
れ
果
て
た
世
の
中
か
ら
離
脱
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う

け
れ
ど
'
の
が
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
感
情
を
持
っ
て
い
た
と
僕
は

思
う
。単

純
に
考
え
て
'
宣
伝
文
句
だ
と
思
-
。
普
通
の
お
経
だ
っ
た
ら
む
つ

か
し
-
て
庶
民
に
わ
か
ら
な
い
か
ら
へ
そ
れ
を
こ
ま
ざ
れ
に
'
わ
か
り
易

く
子
供
に
か
ん
で
ふ
-
ま
せ
る
よ
う
を
ぐ
あ
い
に
教
え
た
も
の
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
。

を
る
ほ
ど
ね
。
こ
う
い
う
ご
利
益
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
と
に
か
く
信
じ

な
さ
い
へ
と
こ
う
い
う
こ
と
だ
ね
。
こ
の
説
諭
を
語
る
方
か
ら
す
れ
ば
'

と
に
か
く
信
仰
さ
せ
た
い
ん
だ
か
ら
'
そ
う
い
う
宣
伝
の
気
持
ち
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ね
。
け
れ
ど
も
庶
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
そ
う
い
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・
喜
l
伝
文
句
と
知
る
知
ら
ぬ
は
別
と
し
て
も
、
そ
れ
に
-
い
つ
い
て
行
っ

て
そ
れ
を
聞
く
,
あ
る
い
は
そ
れ
を
本
気
で
信
じ
る
、
と
'
こ
う
い
う
状

況
に
立
た
さ
れ
て
い
る
肝
民
の
立
場
'
そ
の
境
遇
、
環
境
と
い
う
も
の
が

問
題
に
な
る
わ
け
だ
。
だ
か
ら
庶
民
の
側
か
ら
言
え
ば
'
奇
跡
を
信
じ
る

以
外
に
は
な
い
、
そ
う
い
う
ほ
ん
と
に
ぎ
り
ぎ
り
の
追
い
つ
め
ら
れ
た
段

階
に
お
か
れ
て
い
た
ん
で
は
な
い
か
へ
と
い
う
わ
け
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
'

こ
ん
な
話
を
聞
い
て
も
・
あ
る
い
は
そ
ん
な
こ
と
は
あ
る
は
ず
が
な
い
な

あ
,
と
思
い
な
が
ら
も
何
か
そ
の
将
来
に
対
し
て
明
る
い
見
通
し
'
光
明

を
求
め
な
い
と
生
き
て
行
け
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
は
極
言
す
れ
ば
'
一
つ

の
慰
み
に
す
ぎ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
が
へ
ま
あ
そ
う
い

う
慰
み
で
も
し
て
'
こ
の
み
じ
め
な
現
実
を
ち
ょ
っ
と
で
も
忘
れ
よ
う
と

し
た
。
I
と
い
っ
た
よ
う
な
非
常
に
荒
廃
し
た
'
精
神
的
に
も
経
済
的
に

も
荒
廃
し
た
世
の
中
で
あ
っ
た
ん
だ
と
'
そ
う
い
う
こ
と
が
考
*
!
>
-
P
れ
る

ね
。
と
い
う
こ
と
で
'
中
世
の
そ
の
当
時
は
い
ろ
い
ろ
な
信
仰
が
も
て
は

や
さ
れ
,
本
気
で
信
じ
た
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
行
く
わ

け
だ
ろ
う
。
・
-
-
-
‥

㊥
課
題
五
,
に
つ
い
て
確
認
し
て
'
説
話
の
世
界
の
庶
民
に
な
ぞ
ら
え

る
と
し
た
ら
,
わ
れ
わ
れ
現
代
の
一
庶
民
の
願
い
は
い
っ
た
い
何
か
へ

個
々
の
内
部
に
ふ
り
返
っ
て
考
え
さ
せ
る
。

(
自
宅
学
習
で
'
四
百
字
詰
め
二
枚
以
内
の
短
作
文
と
し
て
提
出
す

る
よ
う
に
指
示
す
る
)

仙
　
短
作
文
の
例
　
(
抜
粋
)

(
そ
の
一
)

現
代
人
の
最
大
の
願
い
は
生
き
甲
斐
を
持
つ
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
の

説
話
の
時
代
の
人
に
と
っ
て
は
実
生
活
と
生
き
甲
斐
と
が
一
体
の
も
の

だ
っ
た
。
ど
う
し
よ
う
も
な
い
貧
困
の
中
で
、
思
い
が
け
ず
腹
い
っ
ぱ

い
食
べ
ら
れ
た
'
そ
れ
だ
け
で
彼
は
満
足
し
た
の
だ
ろ
う
。
衣
食
住
そ

ろ
っ
た
後
で
何
を
し
よ
う
か
な
ど
と
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

常
に
与
え
ら
れ
た
環
境
と
闘
い
へ
自
分
の
手
で
そ
の
日
そ
の
日
の
自
分

の
生
存
を
膳
ち
と
っ
て
行
-
の
だ
。
何
と
た
-
ま
し
い
'
生
気
に
あ
ふ

れ
た
生
き
方
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
現
代
人
に
と
っ
て
'
実
生
活
(
こ
の

ば
あ
い
へ
生
計
へ
あ
る
い
は
肉
体
的
生
泊
と
も
亭
え
よ
う
)
と
生
き
甲

斐
(
こ
ち
ら
は
精
神
的
生
活
)
と
は
'
ほ
と
ん
ど
分
離
し
て
し
ま
っ
て
い
:

る
。
つ
ま
り
'
人
は
そ
の
生
命
を
か
け
て
ま
で
一
途
に
倒
か
す
と
も
食

っ
て
は
い
け
る
L
t
適
当
な
遊
び
も
で
き
る
。
衣
食
足
っ
た
そ
の
後
で
'

さ
ら
に
何
か
和
神
的
充
足
を
求
め
て
お
り
'
そ
れ
が
容
易
に
み
つ
か
ら

な
い
。
現
代
人
は
退
屈
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
。

現
代
人
は
'
人
情
に
飢
え
て
い
る
o
昔
の
人
は
騒
伏
州
た
る
状
況
の
も

と
で
'
あ
る
い
は
憎
み
'
あ
る
い
は
疑
っ
た
り
し
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、

お
互
い
仮
面
を
か
む
ら
ず
に
争
っ
た
と
思
う
。
い
わ
ゆ
る
取
っ
組
み
合

い
の
喧
嘩
だ
か
ら
'
誤
解
が
と
け
た
ら
本
当
に
心
が
通
う
だ
ろ
う
。
と

こ
ろ
が
今
の
人
々
は
'
ど
ん
な
時
に
も
自
分
は
傷
つ
か
ぬ
よ
う
に
'
自

分
自
身
を
閉
ざ
し
て
∴
つ
わ
ペ
の
付
き
合
い
を
し
て
い
る
か
ら
'
大
喧

嘩
は
し
な
い
が
'
友
達
も
で
き
な
い
。
お
か
し
皇
ロ
い
方
だ
が
'
相
手

の
誠
を
ポ
カ
リ
と
や
れ
る
ほ
ど
'
人
に
対
し
て
も
白
身
に
対
し
て
も
誠

実
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
い
-
ら
世
の
中
が
豊
か
に
な
っ
て
'
人
が

物
只
的
に
は
独
立
し
て
生
括
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
'
人
は
精
神
的

に
は
孤
独
で
い
L
 
J
D
れ
な
い
も
の
だ
.
今
は
と
て
も
さ
び
し
い
時
代
な
の

で
あ
る
。

(
そ
の
二
)
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説
話
に
描
か
れ
て
い
る
庶
民
は
'
元
冠
な
ど
の
戦
乱
に
よ
っ
て
生
活

破
壊
さ
れ
'
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
貧
困
の
中
で
追
い
つ
め
ら
れ
、
心
も

す
さ
ん
で
'
究
極
的
に
は
生
き
る
こ
と
自
体
を
仏
に
ゆ
だ
ね
て
い
っ
た
。

彼
ら
は
当
時
社
会
的
地
位
の
高
か
っ
た
武
士
の
要
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
'
そ
の
ど
ん
底
の
生
泊
か
ら
ぬ
け
だ
し
た
い
と
思
い
'
ま
た
'
そ
う

い
う
荒
廃
L
t
人
の
心
も
す
さ
ん
で
い
る
世
の
中
に
あ
っ
て
'
一
人
で

も
心
を
ゆ
る
し
合
え
る
人
'
信
じ
合
え
る
人
が
ほ
し
い
と
切
望
し
て
い

た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
'
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
今
'
一
番
望
ん

で
い
る
こ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
'
日
本
は
飛
躍
的
な
経
済
成
長

を
`
と
げ
'
物
質
的
に
は
か
つ
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
豊
か
に
な
っ

た
。
し
か
⊥
精
神
的
な
面
に
お
い
て
は
ち
っ
と
も
豊
か
に
な
っ
て
は
い

井
'
・
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
へ
か
え
っ
て
荒
廃
し
て
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
o
こ

の
説
話
の
世
相
と
少
し
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
世
の
中
に
う
そ
が
渦
巻

い
て
い
る
。
人
は
少
し
で
も
隙
が
あ
れ
ば
つ
け
こ
も
う
と
ね
ら
っ
て
い

る
。
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い
。
ざ
ら
ざ
ら
し
た
人
間

関
係
'
ま
る
で
荒
涼
と
し
た
砂
漠
の
よ
う
だ
。

そ
れ
で
は
今
'
何
が
私
た
ち
を
救
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
話

の
主
人
公
の
よ
う
に
神
仏
に
す
が
る
こ
と
は
も
う
で
き
な
い
。
そ
れ
に

は
私
た
ち
は
あ
ま
り
に
も
複
雑
な
価
値
観
を
学
び
す
ぎ
た
か
ら
。
今
'

私
た
ち
が
ほ
し
い
も
の
は
'
一
人
で
も
い
い
へ
ほ
ん
と
う
に
信
じ
合
え

る
人
'
心
を
ゆ
る
し
合
え
る
人
'
い
っ
し
ょ
に
涙
を
流
し
て
く
れ
る
人

ど
.
今
'
私
た
ち
は
一
人
ば
っ
ち
だ
。
ど
う
し
よ
う
も
な
く
さ
び
し
い
o

私
た
ち
は
愛
に
飢
え
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
今
こ
そ
'
精
神
的
に
荒
廃

し
た
今
日
だ
か
ら
こ
そ
'
ほ
ん
と
う
に
信
じ
合
え
る
人
'
や
さ
し
く
包

ん
で
く
れ
る
愛
が
必
要
な
の
だ
。

(
そ
の
三
)

日
本
が
豊
か
に
な
っ
た
お
か
げ
だ
ろ
う
か
'
私
の
両
親
が
ま
じ
め
に

働
い
て
-
れ
る
お
か
げ
だ
ろ
う
か
'
私
は
ま
だ
飢
え
と
い
う
も
の
を
知

ら
な
い
o
貧
困
の
ど
ん
底
と
い
う
こ
と
も
ピ
ン
と
こ
な
い
。
想
像
力
も

体
験
も
大
し
て
持
ち
合
わ
せ
て
な
い
の
で
そ
れ
は
当
り
前
か
も
知
れ

な
い
o
そ
ん
な
こ
と
か
ら
'
説
話
に
書
か
れ
て
あ
る
鎌
倉
時
代
の
庶
民

の
生
活
と
い
う
も
の
も
わ
か
っ
た
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
。
「
ど
ん
底
」
が
わ

ら
な
い
の
は
幸
せ
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
切
迫
し
た
状
態
へ
ぎ
り
ぎ

り
の
と
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
不
幸
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
何
も
わ
か
っ
ち
ゃ
い
な
い
青
く
さ
い
疑
問
だ
と
自
分
で
も
思
う
。

で
も
な
ぜ
か
'
私
に
は
ま
だ
ほ
ん
と
う
に
生
き
た
い
〃
‥
と
意
識
し
た
経

験
の
な
い
の
を
寂
し
-
思
う
。
「
恵
ま
れ
た
暮
ら
し
の
中
で
育
っ
た
甘

さ
」
が
に
じ
み
出
て
い
よ
う
。
思
う
に
私
は
生
き
る
ご
と
に
真
剣
に
な

っ
て
い
な
い
の
だ
。
(
無
意
識
の
世
界
で
は
激
し
く
生
に
執
着
し
て
い

る
の
か
も
知
れ
な
い
が
)
時
々
ひ
ど
く
め
ん
ど
う
に
な
っ
て
く
る
。
ま

る
で
投
げ
や
り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
-
-
こ
れ
も
養
っ
て

も
ら
っ
て
い
る
身
の
甘
さ
故
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
私
が
'
時
々
軌
だ
浮
か

さ
れ
た
よ
う
に
「
こ
の
ま
ま
で
な
る
も
の
か
o
も
っ
と
よ
く
へ
よ
り
充

実
し
た
人
生
を
も
ち
た
い
」
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
'
そ
の
後
で

す
ぐ
「
よ
り
よ
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
全
く
わ
か
っ
て
い
な

い
こ
と
に
気
付
き
'
ま
た
諦
め
に
似
た
感
情
で
お
お
わ
れ
て
し
ま
う
0

何
と
い
う
意
気
地
の
な
さ
か
。
弱
い
。

i
i
　
短
作
文
に
み
ら
れ
る
現
実
把
捉
の
発
想
の
類
型
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右
に
あ
げ
た
三
つ
の
作
文
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
'
短
作

文
を
読
ん
で
み
る
と
'
彼
ら
の
現
実
把
捉
の
発
想
の
し
か
た
に
は
大
き

な
類
型
が
あ
る
こ
と
に
気
付
-
。
そ
の
現
実
把
捉
の
型
を
次
の
よ
う
に

分
類
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
占
め
る
割
り
合
い
を
み
よ
う
と
し
た
。

①
　
温
か
い
人
間
と
人
間
を
む
す
ぶ
杵
が
ほ
し
い
-
(
四
二
%
)

.
疎
外
へ
孤
独
'
自
己
中
心
で
連
帯
感
の
喪
失
へ
親
子
の
断
絶
'
と
い
っ

た
現
代
。
仮
面
を
か
む
っ
_
た
付
き
合
い
へ
心
の
友
を
持
て
な
い
'
人
間

の
ま
ご
こ
ろ
に
飢
え
て
い
る
'
精
神
的
に
豊
か
に
な
り
た
い
。
す
さ
ん

だ
心
か
ら
脱
却
し
た
い
。
人
間
相
互
の
断
絶
の
中
で
.
神
仏
を
も
失
っ

た
現
代
人
に
と
っ
て
'
中
世
人
以
上
に
人
間
同
志
の
心
の
ふ
れ
あ
い
が

ほ
し
い
。
ほ
ん
と
う
に
信
じ
合
え
る
人
へ
　
い
っ
し
ょ
に
涙
を
流
し
て
-

れ
る
人
が
は
J
_
い
。
な
ど
な
ど
。

②
　
生
き
甲
斐
が
ほ
し
い
-
(
三
四
%
)

現
代
人
は
生
き
る
目
標
を
失
っ
て
い
る
。
自
分
の
可
能
性
を
何
か
に
託

し
た
い
の
に
そ
の
何
か
を
見
出
し
か
ね
て
い
る
。
中
世
人
に
は
信
仰
と

い
う
せ
め
て
も
の
心
の
支
え
が
あ
っ
た
が
'
現
代
人
に
は
信
じ
ら
れ
る

も
の
'
精
神
の
支
柱
に
な
る
も
の
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
惰
性
で
生
き

る
人
間
が
多
い
。
現
代
人
は
切
実
な
願
い
を
持
つ
こ
と
を
切
実
に
願
っ

て
い
る
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
ど
な
ど
。
′

③
　
現
代
の
社
会
悪
か
ら
の
解
放
を
丁
-
(
1
　
i
s
)

物
価
高
'
公
害
へ
交
通
戦
争
'
住
宅
錐
へ
核
実
験
'
戦
争
へ
差
別
へ
受

験
競
争
'
な
ど
か
ら
人
間
性
の
回
復
を
求
め
る
。
福
祉
対
策
に
よ
っ
て

老
人
問
題
、
蒸
発
人
間
の
防
止
な
ど
を
要
望
。

④
　
安
定
し
た
生
活
が
ほ
し
い
-
(
九
%
)

適
度
な
富
み
を
得
て
幸
福
な
家
庭
を
つ
く
り
た
い
。
他
に
侵
さ
れ
な
い

平
和
な
マ
イ
ホ
ー
ム
を
つ
-
り
た
い
。
な
ど
。

⑤
　
そ
の
他
-
(
四
%
)

六
へ
　
反
省

生
徒
が
説
話
を
と
ら
え
る
ば
あ
い
'
他
の
古
典
を
と
ら
え
る
ば
あ
い
と

ほ
ぼ
同
様
に
'
概
し
て
観
念
的
な
と
ら
え
方
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
原
因

は
何
よ
り
も
貧
・
苦
へ
の
切
実
感
の
う
す
れ
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
想
像
力
を
働
か
せ
て
'
実
に
柔
軟
に
自
由
自
在
に
古
代

人
の
現
実
を
把
捉
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
け
れ
ど
も
へ
　
み
ず
か
ら
の
体

験
に
も
と
づ
く
そ
れ
ほ
ど
の
切
実
さ
が
な
い
の
で
へ
そ
の
理
屈
が
観
念
的

に
か
す
め
過
ぎ
る
こ
と
に
な
る
o
し
た
が
っ
て
追
い
つ
め
J
i
l
れ
た
人
間
の

立
場
か
ら
す
る
問
題
把
捉
が
容
易
に
は
な
さ
れ
な
い
.
し
か
し
'
そ
れ
を

現
代
の
す
べ
て
の
高
校
生
に
求
め
る
こ
と
自
体
が
無
理
な
こ
と
な
の
だ
O

そ
の
時
代
の
人
び
と
の
生
き
方
な
り
感
じ
方
な
り
を
一
度
自
分
の
な
か

で
再
現
し
て
み
る
と
い
う
操
作
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
い
か
に
む
つ
か
し

い
こ
と
で
あ
る
か
を
痛
感
す
る
。
同
時
に
'
本
来
の
読
者
の
次
元
に
お
い

て
作
品
を
つ
か
む
教
師
の
操
作
と
'
教
師
が
ま
た
そ
の
生
徒
た
ち
の
媒
介

者
と
し
て
へ
　
そ
の
本
来
の
読
者
の
次
元
を
ど
う
媒
介
す
る
か
t
と
い
う
そ

の
と
こ
ろ
の
任
務
の
む
つ
か
し
さ
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

た
だ
'
そ
う
い
う
中
で
'
生
徒
白
身
自
分
が
そ
の
環
境
に
お
か
れ
た
な

ら
ば
と
か
'
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
自
分
な
ら
へ
と
か
へ
現
代
で
も
同
じ
よ

う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
t
と
か
い
う
発
想
の
と
ら
え
さ
せ
方
へ

技
い
方
は
'
生
徒
の
心
か
ら
何
も
の
か
を
引
き
出
し
得
る
と
い
う
こ
と
は

言
え
そ
う
で
あ
る
。
生
徒
の
話
し
合
い
や
'
提
出
さ
れ
た
短
作
文
を
読
ん

ん
で
い
て
感
じ
る
こ
と
は
'
説
話
の
内
容
に
触
発
さ
れ
て
'
自
分
た
ち
の
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現
実
を
見
つ
め
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
'
こ
れ
は
確
か
に
ひ

と
つ
の
事
実
で
あ
る
。
他
人
事
で
な
-
'
自
分
自
身
の
き
び
し
い
現
実
の

あ
る
面
を
'
説
話
の
世
界
の
人
々
の
現
実
の
中
に
見
出
し
て
'
自
分
た
ち

の
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
教
師
と
し
て
の
さ

さ
や
か
な
満
足
を
見
出
し
'
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
明
日
へ
の
取
り
組
み
に

励
ま
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

今
は
'
あ
る
わ
か
り
方
で
し
か
わ
か
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
'
し

か
し
将
釆
何
か
の
折
に
'
本
人
が
ふ
と
そ
の
事
に
気
付
く
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
t
と
考
え
て
'
そ
の
日
の
た
め
に
そ
の
足
が
か
り
を
用
意
す
る
t
　
と

い
う
発
想
の
教
え
方
も
必
要
だ
と
思
う
。

Ⅵ
　
今
後
の
課
題

さ
き
に
述
べ
た
取
り
扱
い
の
観
点
や
教
材
選
択
の
視
点
か
ら
'
無
数

の
説
話
の
中
か
ら
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
材
を
選
び
出
す
作
業
が
何
よ

り
も
ま
ず
行
な
わ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
。
適
切
な
教
材
を
探
し
出
す

労
力
と
時
間
と
は
大
へ
ん
な
も
の
で
あ
る
が
'
古
典
教
育
の
創
造
の
た

め
に
は
'
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
い
と
わ
ず
税
極
的
に
'
し
か
も
相
力
的

に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
今
後
わ
た
し
が
取
り
扱
っ
て
み
た
い

と
思
う
説
話
を
'
目
に
ふ
れ
た
限
り
に
お
い
て
取
り
あ
げ
て
考
え
て
み

た
い
と
思
う
。

「
今
普
物
語
集
」
巻
二
十
八
の
第
五
話
「
越
前
守
れ
盛
'
六
街
府
の

宮
人
を
し
た
が
え
た
る
こ
と
」
な
ど
は
'
そ
の
時
代
社
会
を
反
映
し
た

も
の
と
し
て
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
生
徒
に
と
っ

-
て
も
愉
快
で
た
.
ま
ら
な
-
な
り
そ
う
な
話
で
あ
る
.
た
だ
へ
笑
い
こ
ろ

げ
た
後
'
冷
静
に
な
っ
た
心
に
刻
ま
れ
る
何
か
が
あ
る
筈
で
'
そ
の
何

で
あ
る
か
を
考
え
さ
せ
て
み
た
い
.
六
街
府
の
下
級
官
吏
た
ち
が
「
平

張
り
の
具
ど
も
を
持
ち
て
」
越
前
守
為
守
の
家
に
お
し
か
け
た
時
の
で

き
ご
と
を
'
滑
相
に
括
写
し
な
が
ら
も
'
そ
の
底
に
摂
関
政
泊
全
盛
の

時
代
の
歴
史
的
現
実
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
律
令
体
制
の

行
き
づ
ま
り
の
中
で
'
そ
の
制
度
に
内
在
す
る
矛
盾
と
民
衆
聖
只
納
回

避
に
よ
っ
て
'
彼
ら
下
級
官
吏
た
ち
は
へ
た
だ
ひ
と
す
じ
に
わ
ず
か
な

俸
禄
に
す
が
っ
て
生
き
ね
ば
な
こ
ら
な
か
っ
た
O
し
か
も
そ
の
俸
禄
が
常

に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
'
人
間
の
弱
点
を
さ
ら
け
出

さ
せ
る
人
間
喜
劇
が
あ
る
。

同
じ
「
今
昔
物
語
集
」
巻
十
九
の
第
十
四
訪
「
讃
岐
の
団
多
度
の
郡

の
五
位
'
法
を
聞
き
て
即
ち
出
家
せ
る
こ
と
」
も
'
古
代
律
令
政
治
の

崩
壊
過
程
の
救
い
の
な
い
社
会
生
治
の
一
面
を
と
ら
え
る
に
適
し
た
教

材
だ
と
思
う
。
主
人
公
源
大
夫
は
「
其
の
仏
'
心
広
-
し
て
'
年
ご
ろ

罪
を
造
り
税
み
た
る
人
な
り
と
も
'
思
ひ
返
し
て
t
 
l
た
び
『
阿
弥
陀

仏
A
と
申
し
つ
れ
ば
'
必
ず
共
の
人
を
迎
え
て
、
　
」
と
い
う
講
師

の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
'
荒
々
し
く
凶
悪
な
男
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
た
人

間
的
な
も
の
へ
の
佃
保
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
。
民
衆
の
心
と
そ
の
構
造
へ

わ
た
し
た
ち
の
中
に
あ
る
も
の
の
最
も
端
的
な
あ
ら
わ
れ
を
'
源
大
夫

に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
讃
岐
の
源
大
夫
の
請
は
'
「
宝
物

集
」
　
「
発
心
集
」
住
信
の
「
私
繋
百
緑
集
」
な
ど
に
も
見
え
る
。
教
材

と
し
て
は
'
「
今
昔
物
語
集
」
の
も
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
う
.

「
今
昔
物
語
集
」
の
発
心
出
家
国
の
類
は
数
多
-
、
特
に
巻
十
九
の

内
容
の
ほ
ぼ
半
分
が
そ
れ
で
'
良
峰
宗
貞
(
僧
正
逼
昭
)
　
の
話
を
最
初

に
か
か
げ
て
、
以
下
い
か
に
道
心
を
お
こ
し
て
世
を
捨
て
た
か
'
と
い

う
次
第
を
語
る
出
家
の
物
語
で
あ
る
O
　
こ
の
遍
昭
出
家
の
物
語
は
'
当
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時
の
人
々
の
心
に
あ
わ
れ
を
催
さ
せ
た
話
で
あ
っ
た
の
か
へ
古
今
集
詞

書
を
は
じ
め
'
「
大
和
物
声
　
「
宝
物
集
」
　
「
十
訓
抄
」
　
「
沙
石
集
」

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
0
同
1
の
説
話
が
各
々
の
作
品
に
お
い
て
作
者
に

ょ
っ
て
'
時
代
の
変
遷
に
よ
り
'
ど
-
い
う
差
異
を
生
じ
て
い
る
か
へ

そ
の
あ
と
を
生
徒
に
比
較
し
て
と
ら
え
さ
せ
る
扱
い
も
今
後
の
課
.
g
a
で

あ
る
。「

今
昔
物
語
集
」
に
は
巻
二
十
を
境
に
へ
そ
の
前
後
に
語
法
的
に
大

き
な
差
異
が
あ
牢
素
材
や
発
想
に
お
い
て
も
巻
十
五
の
往
生
談
の
前

と
後
で
は
か
な
り
大
き
な
文
学
と
し
て
の
違
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
今
昔
物
語
集
」
後
半
部
の
往
生
談
へ
出
家
談
、
強
力
談
へ
武
将
談
,

盗
賊
談
へ
滑
稽
談
へ
奇
異
談
な
ど
の
中
か
ら
、
王
朝
貴
族
文
学
に
は
全

-
見
ら
れ
な
い
新
し
い
文
学
的
人
間
像
の
形
象
化
を
取
り
出
す
こ
と
が

可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
'
地
方
的
庶
民
的
至
拭
話
の
発
利
茅
指
摘

さ
れ
う
る
。

儒
教
的
な
に
お
い
の
す
る
「
十
訓
抄
」
を
は
じ
め
へ
「
宝
物
集
」
「
発

心
集
」
　
「
選
集
抄
」
　
「
沙
石
集
」
な
ど
鎌
倉
時
代
の
仏
教
説
話
集
に
は
'

教
訓
'
啓
蒙
'
自
省
な
ど
を
記
述
す
る
中
に
'
批
評
的
発
想
が
読
み
と

れ
る
説
話
が
少
な
-
な
い
。
こ
れ
ら
の
説
話
は
'
唱
導
や
説
法
の
場
で
は
'

講
師
の
口
か
ら
例
話
と
し
て
語
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
の

資
料
と
し
て
用
意
さ
れ
'
集
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
「
今
昔
物
語
集
」

や
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
よ
う
な
説
話
に
お
い
て
も
亭
え
る
こ
と
だ
が
'

特
に
前
述
の
よ
う
な
仏
教
説
話
の
ば
あ
い
は
'
説
話
末
に
添
え
ら
れ
た

感
想
や
批
評
が
優
勢
に
な
る
と
'
説
話
そ
の
も
の
の
持
つ
批
評
性
を
破

壊
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
教
材
と
し
て
取
り
あ
げ
る
ば
あ

い
は
'
作
者
や
編
者
が
添
加
し
た
批
評
'
感
想
は
除
外
し
た
方
が
よ
い
。

説
話
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
批
評
性
を
読
み
と
ら
せ
る
と
こ
ろ
に
学
習

指
導
の
力
点
を
置
き
た
い
か
ら
で
あ
る
o
そ
こ
に
力
点
を
置
か
な
い
説

話
の
取
り
扱
い
は
無
意
味
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
t
と
私
は
思
っ

て
い
る
。

先
般
の
研
究
協
議
会
に
お
い
て
'
「
河
水
観
音
利
益
の
こ
と
」
　
(
沙

石
集
)
　
に
登
場
す
る
女
主
人
公
「
女
房
」
は
当
時
に
お
け
る
庶
民
と
は

考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
t
　
と
い
う
議
論
が
出
さ
れ
た
O
　
こ
れ
は
へ

説
話
教
材
を
取
り
扱
う
ば
あ
い
の
大
事
な
一
面
を
学
む
問
題
だ
と
思
わ

れ
る
の
で
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る

「
女
房
」
は
'
い
わ
ゆ
る
平
安
朝
に
お
け
る
女
房
と
性
格
は
や
や
異

な
る
に
せ
よ
'
そ
の
流
れ
を
く
む
中
性
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
こ
と

に
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
「
庶
民
」
と
は
言
え
ま
い
。
し
か

し
へ
　
こ
の
説
話
で
語
ら
れ
る
女
房
は
'
院
政
以
来
の
不
安
動
揺
の
は
げ

し
い
世
に
あ
っ
て
'
公
卿
も
武
士
も
庶
民
も
生
き
と
し
生
け
る
老
す
べ

て
希
望
を
失
い
'
暗
い
絶
望
的
な
心
を
抱
い
た
'
そ
れ
,
力
大
衆
を
背
景

と
し
て
萱
場
さ
せ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
文
永
'
弘
安
の
役
と
う
ち
続

-
戦
乱
の
中
を
生
き
抜
い
た
当
時
の
民
衆
の
姿
や
心
の
実
相
を
基
盤
と

し
て
造
型
さ
れ
た
人
間
像
で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
ら
ね
ば
な
堵
ま
い
.

2

関
東
そ
だ
ち
の
無
住
法
師
が
各
地
を
へ
め
ぐ
っ
て
歩
き
な
が
耳
へ
そ
れ

ま
で
郡
で
は
「
ひ
と
の
国
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
軽
戊
さ
れ
て
い
た
地
方

の
庶
民
た
ち
の
'
新
鮮
な
口
が
た
り
の
か
ず
か
す
を
彼
の
立
場
に
お
い

て
結
集
し
た
の
が
「
沙
石
集
」
で
あ
り
、
い
っ
た
い
に
中
世
説
話
は
貴

族
社
会
蝕
か
ら
l
歩
は
み
出
し
た
広
い
世
界
の
民
間
説
話
の
集
録
で
あ

り
'
ひ
ろ
-
庶
民
の
世
界
へ
か
か
わ
る
説
話
集
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ

こ
の
「
女
房
」
は
'
大
き
な
時
代
の
激
動
の
内
側
に
停
滞
し
て
ゆ
る
が
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ぬ
底
の
意
識
へ
人
間
の
も
つ
日
常
性
の
実
態
感
覚
と
い
う
も
の
の
形
象

化
で
あ
り
'
そ
こ
に
作
者
無
住
の
冷
徹
な
批
評
眼
を
読
み
と
る
こ
と
が

で
摺
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
'
説
話
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
批
評
性
で

ぁ
ろ
う
0
そ
の
批
評
和
神
を
読
み
と
ら
せ
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
営
み

こ
そ
が
'
説
話
を
素
材
と
し
て
す
る
古
典
文
学
教
育
の
基
本
的
姿
勢
で

あ
ら
ね
ば
き
ら
な
い
t
と
思
う
。

こ
の
姿
勢
に
立
っ
て
'
深
-
て
豊
か
な
説
話
の
性
界
に
切
り
込
ん
で
,

そ
れ
を
教
材
化
し
'
民
族
の
遺
産
を
有
効
に
生
か
し
て
'
民
族
的
'
民

衆
的
人
間
形
成
に
資
す
る
古
典
教
育
を
創
造
し
て
行
く
こ
と
,
こ
れ
が

わ
た
し
の
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
O
・

注
糾
　
「
国
語
と
国
文
学
」
　
(
昭

脚
永
積
安
明
「
中
健
文
学
の
展
望
」

な
お
本
稿
は
'
昭
和
四
十
六
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
宝
石
秋
季
研

究
集
会
へ
国
語
教
育
研
究
協
議
会
に
お
い
て
報
告
・
提
案
し
た
資
料
に

加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
広
大
附
属
福
山
高
等
学
校
教
諭
)
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