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葉
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を
め
ぐ
っ
て
1

大
学
に
お
け
る
今
日
ま
で
の
ほ
ぼ
二
十
五
年
の
間
'
止
む
年
も
な
く
講
じ
続

け
て
来
た
の
は
万
葉
集
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
万
葉
集
を
中
心
に
、
古

典
教
材
の
扱
い
方
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
の
一
'
二
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た

い
。第

l
に
は
'
教
科
書
の
問
題
が
あ
る
。
二
十
五
年
の
間
に
は
'
教
科
書
に
つ

い
て
い
ろ
い
ろ
な
試
み
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
意
に
満
た
な
い
こ
と

が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
`
の
も
・
作
品
を
と
ら
え
る
の
に
・
こ
ま
ざ

れ
の
形
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
な
る
べ
く
全
容
を
も
っ
て
し
た
い
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
万
葉
集
の
よ
う
な
大
部
な
作
品
集
で
は
'
そ
れ
は
か
な
う
こ

と
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
も
作
品
抄
出
の
形
式
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の

抄
出
の
形
式
も
ま
た
い
ろ
い
ろ
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
ど
の
よ
う
な
形
式
に

よ
る
こ
と
が
'
文
学
と
し
て
の
万
葉
集
の
全
容
を
と
ら
え
る
う
え
で
適
切
で
あ

る
の
か
。
こ
の
点
で
試
行
と
不
満
を
繰
返
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

は
じ
め
の
こ
ろ
使
用
し
た
の
は
、
大
学
用
教
科
書
と
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
巻
の
順
を
追
っ
て
五
、
六
百
首
の
作
品
を
抄
出
し
、
注
を

施
し
、
部
分
的
に
原
文
を
示
す
な
ど
し
て
'
も
っ
と
も
1
般
化
し
て
い
る
形
式

で
あ
る
。
教
授
者
_
こ
は
'
作
品
を
選
出
す
る
労
が
省
け
'
ま
た
受
講
者
に
は
'

注
が
読
解
を
助
け
て
任
で
あ
る
。
万
葉
集
の
よ
う
な
作
品
を
教
科
書
化
し
よ
う
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と
す
れ
ば
、
病
者
に
よ
る
工
夫
の
ち
が
い
は
あ
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
こ

の
形
式
以
上
に
出
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
に
意
に

満
た
な
い
難
点
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
'
抄
出
の
基
準
が
明
確

で
な
か
っ
た
り
'
あ
る
い
は
文
学
外
の
要
素
が
加
わ
っ
て
多
岐
に
わ
た
っ
た
り

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
び
た
だ
し
い
歌
の
な
か
か
ら
五
'
六
百
首
を
抄
出
す

る
の
で
あ
る
か
ら
'
す
ぐ
れ
た
作
が
選
び
出
さ
れ
て
い
る
の
に
ち
が
い
な
い
と

思
っ
て
読
ん
で
い
く
と
、
凡
作
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が

起
こ
る
の
は
'
巻
に
よ
っ
て
は
抄
す
る
に
足
る
佳
作
が
無
く
て
も
'
各
巻
か
ら

平
均
的
に
抄
出
し
よ
う
と
す
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
の

こ
と
を
編
集
方
針
に
こ
と
わ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
凡
作
も
ま
た
万
葉
集
を
十
分

構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
万
葉
集
の
実
相
を
知
る
う
え

に
役
立
つ
。
た
だ
こ
と
わ
り
が
な
い
時
に
は
'
受
講
者
は
「
抄
出
」
の
意
味

を
、
「
え
り
す
ぐ
っ
た
も
の
」
と
し
て
受
取
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
か
ら
、
凡

歌
を
佳
作
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
も
起
こ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
万
葉

集
の
読
み
方
を
ゆ
が
め
て
し
ま
う
。
と
も
あ
れ
抄
出
の
基
準
は
明
確
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
作
品
の
文
学
的
内
実
と
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
'
語
学
的
'
旗
史
事
件

的
'
信
仰
習
俗
的
、
そ
の
他
の
文
学
外
の
多
岐
に
わ
た
る
関
心
か
ら
'
作
品
が



抄
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
古
代
を
知
る
の
に
万
葉
集
は
き
わ
め
て
貴
重
な
資

料
で
あ
る
か
ら
、
各
種
の
関
心
が
持
た
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
へ
文
学

と
し
て
扱
う
こ
と
を
第
一
義
と
す
る
場
合
t
.
抄
出
は
あ
-
ま
で
、
文
学
的
関
心

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

以
上
の
よ
う
な
点
で
の
不
満
か
ら
、
大
学
用
教
科
書
の
使
用
は
や
が
て
や
め

る
こ
と
に
な
り
'
か
わ
り
に
自
分
で
抄
出
し
た
「
万
葉
集
私
抄
」
を
用
い
る
こ

と
に
し
た
。
こ
れ
は
万
葉
集
の
精
髄
と
な
る
べ
き
作
品
を
'
時
代
・
社
会
と
作

家
を
基
軸
と
し
て
抄
出
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
作
家
間
に

認
め
ら
れ
る
相
互
影
響
の
あ
と
と
作
風
の
ち
が
い
、
さ
ら
に
時
代
や
社
会
の
気

運
と
作
風
の
関
係
、
ま
た
作
風
の
変
遷
推
移
な
ど
'
思
い
の
ま
ま
に
講
ず
る
こ

と
が
で
き
た
。

と
こ
ろ
が
'
こ
の
方
法
で
は
、
受
講
者
は
文
学
と
し
て
の
あ
る
が
ま
ま
の
万

葉
集
の
実
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
万
葉
集
私
抄
」
の
作
品
は
、
い
わ

ば
玉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
'
石
で
は
な
い
。
万
譜
集
と
い
う
の
は
玉
ば
か

り
で
成
っ
て
い
る
の
で
は
な
-
、
む
し
ろ
石
の
方
が
多
い
く
ら
い
で
あ
る
。
玉

石
混
汚
し
て
い
る
の
が
そ
の
実
相
で
あ
る
。
古
典
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
ま
た

そ
こ
か
ら
何
か
を
汲
み
出
そ
う
と
す
る
た
め
に
は
'
そ
の
す
ぐ
れ
た
一
面
だ
け

を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
美
化
し
た
た
り
偶
像
祝
し
た
り
し
な
い
方
が
よ

い
。
そ
の
点
で
'
「
万
共
集
私
抄
」
の
よ
う
な
教
科
書
は
適
切
と
は
言
え
な

い
。
そ
の
う
え
こ
の
よ
う
な
教
科
書
は
'
抄
出
者
の
主
観
が
大
き
く
働
く
こ
と

も
無
視
で
き
な
い
。
か
つ
て
昭
和
十
年
の
こ
ろ
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
お
い
て
・

会
員
盲
人
が
各
自
首
首
ず
つ
を
選
ん
で
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
粛
藤
茂
吉

が
選
ん
で
土
屋
文
明
の
選
ば
な
い
も
の
へ
文
明
が
選
ん
で
茂
吉
の
選
ば
な
い
も

の
が
相
等
数
に
上
っ
て
い
る
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
主
観
に

ょ
る
こ
の
よ
う
な
ば
ら
つ
き
の
幅
は
、
抄
出
歌
数
を
五
百
、
六
百
と
ふ
や
す
こ

と
に
よ
っ
て
縮
小
さ
れ
る
と
し
て
も
'
「
私
抄
」
形
式
を
と
る
限
り
避
け
ら
れ

な
い
こ
と
で
あ
る
。
教
科
書
の
場
合
'
教
材
が
あ
ま
り
に
主
観
的
に
採
択
さ
れ

る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

で
き
る
限
り
へ
あ
る
が
ま
ま
の
形
で
万
尭
集
を
読
も
う
と
し
て
試
み
る
こ
と

に
し
た
の
が
'
巻
1
か
ら
脳
次
歌
の
番
号
に
し
た
が
っ
て
読
み
進
め
て
行
-
方

法
で
あ
る
。
文
挿
木
に
.
よ
っ
て
、
万
葉
尖
の
入
手
も
容
易
に
な
っ
て
い
た
こ
ろ

で
あ
る
の
で
、
教
科
苔
は
文
節
本
を
使
用
す
る
な
り
へ
受
講
者
み
ず
か
ら
作
品

を
古
き
抜
い
て
来
て
そ
れ
を
使
用
す
る
な
り
、
自
由
に
し
た
。
万
葉
集
を
原
典

に
即
し
て
読
む
と
す
れ
ば
'
こ
の
方
法
し
か
な
い
。
し
か
し
読
み
進
む
う
ち

に
、
こ
の
方
法
に
も
記
点
は
出
て
く
る
。
受
講
者
は
年
々
変
っ
て
行
く
わ
け
で

あ
る
か
ら
へ
は
じ
め
の
数
巻
ぐ
ら
い
は
い
い
の
で
あ
る
が
'
あ
る
年
の
受
講
者
は

中
味
の
乏
し
い
、
し
か
も
作
者
や
作
風
が
1
つ
の
傾
向
に
片
寄
っ
た
巻
を
読
み

続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
く
る
。
ま
た
は
じ
め
の
こ

ろ
の
数
巻
の
よ
う
に
'
変
化
に
も
試
み
へ
中
味
の
重
い
も
の
で
あ
っ
て
も
'
こ
の

方
法
で
は
、
同
1
作
者
が
問
を
隔
て
て
何
凹
も
出
て
く
る
な
ど
の
出
入
が
あ

り
へ
さ
ら
に
時
代
が
し
き
り
に
前
後
す
る
な
ど
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
受
講
者
と

し
て
は
焦
点
の
合
わ
せ
に
-
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
作
者
、
作
品
相
互
間
の
関
連

が
と
ら
え
が
た
-
、
言
っ
て
み
れ
ば
'
孤
立
し
た
形
で
し
か
作
品
が
と
ら
え
ら

れ
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
作
品
へ
の
興
味
や
関
心
を
失
わ
せ
る
こ

と
に
も
な
る
。
そ
れ
で
は
せ
っ
か
く
あ
る
が
ま
ま
の
万
業
集
を
読
も
う
と
し
て

も
へ
そ
の
効
果
は
乏
し
-
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

あ
れ
こ
れ
と
教
科
首
を
相
乗
し
な
が
ら
へ
さ
い
ど
に
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た

の
は
'
損
料
小
　
器
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作
品
菅
で
れ
が
開
通
す
る
幾
つ
か
の
地
域
、
こ
と
に
分
類
し
て
読
む
方
法
で
あ

る
。
ま
ず
大
き
な
焦
点
を
出
城
に
n
ば
せ
て
お
い
て
、
そ
の
中
に
さ
ら
に
小
さ



な
焦
点
を
い
ろ
い
ろ
に
結
ば
せ
て
行
-
方
法
で
あ
る
。
た
と
え
ば
明
日
香
地
域

を
大
き
な
焦
点
と
す
る
場
合
'
そ
の
中
の
小
さ
な
焦
点
の
l
つ
と
し
て
明
日
香

川
を
置
き
、
明
日
香
川
の
歌
ば
か
り
を
読
ん
で
ゆ
-
。
そ
う
す
る
と
'
明
日
香

の
語
を
詠
じ
用
い
た
作
例
の
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
川
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
気
付
き
'
う
た
わ
れ
て
二
十
数
例
に
及
ぶ
こ
の
川
が
へ
こ
の
地
域
の

象
徴
と
い
え
る
ほ
ど
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
具
合
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
焦
点
と
な
る
も
の
に
山
が
あ
っ
た
り
'
寺
院
が
あ
っ
た

り
す
る
。
ま
た
こ
の
地
に
生
き
'
歌
を
成
し
た
天
武
や
持
銃
の
諸
帝
そ
の
他
の

人
間
も
焦
点
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
焦
点
ご
と
に
作
品
を
集
中
し
て
読
ん
で
ゆ
く

わ
け
で
あ
る
㌣
こ
の
方
法
を
と
る
よ
う
に
し
た
の
は
、
受
講
者
に
何
ら
か
の
興

味
と
関
心
を
も
た
せ
な
が
ら
'
な
る
べ
く
万
葉
集
の
全
体
に
触
れ
さ
せ
る
た
め

で
あ
る
。
地
域
の
作
品
と
い
う
の
は
、
あ
る
巻
の
1
つ
所
に
集
め
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
明
日
香
川
を
例
に
せ
れ
ば
'
そ
の
歌
は
巻
二
へ
三
へ

四
'
七
'
八
、
十
、
十
1
'
十
二
'
十
三
、
十
四
'
十
九
と
い
う
具
合
に
、
い

ろ
い
ろ
な
巻
に
わ
た
っ
て
散
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
調
べ
よ
う
と
す
る

際
に
は
、
万
葉
全
歌
の
中
を
往
来
す
る
必
要
が
あ
り
'
受
講
者
は
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
'
万
葉
集
を
断
片
と
し
て
で
な
-
、
全
体
と
し
て
接
し
て
ゆ
-
こ

と
に
な
る
。
い
ろ
い
ろ
な
巻
に
わ
た
っ
て
い
る
だ
け
に
、
制
作
の
時
代
に
も
'

ま
た
制
作
者
に
も
変
化
が
あ
あ
る
。
人
麻
呂
が
う
た
い
、
家
持
が
う
た
.
い
'
群

小
歌
人
た
ち
が
う
た
う
。
明
日
香
川
を
う
た
う
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
ま
た
'
明
日
香
川
の
と
ら
え
方
の
諸
相
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ

作
者
た
ち
、
ひ
い
て
は
当
時
の
人
た
ち
の
自
然
認
識
の
I
半
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
受
講
者
は
、
万
糞
集
に
対
し
て
の
関
心

や
'
問
題
意
識
を
'
み
ず
か
ら
つ
ち
か
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
遠
ざ
け
て

敬
し
て
い
た
万
葉
集
が
'
身
に
近
づ
き
'
窺
し
ま
れ
る
も
の
と
な
る
。
か
つ
て

現
地
に
遊
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
は
、
今
更
の
よ
う
に
そ
の
時
の
記
憶
に
帰
っ
て

行
-
で
あ
ろ
う
。
ま
た
現
地
を
知
ら
な
い
者
は
、
そ
の
他
の
作
品
を
読
ん
だ
こ

と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
実
地
踏
査
を
試
み
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
0
　
(
実

際
受
講
者
の
中
に
そ
の
よ
う
な
数
例
を
見
た
。
)
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
-
て
も
、

現
地
へ
の
関
心
を
抱
-
者
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
地
域
の
作
品

は
、
受
訳
者
に
と
っ
て
'
万
葉
集
へ
の
接
近
の
た
め
の
有
効
な
橋
が
か
り
に
な

る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
地
域
別
に
編
集
さ
れ
た
教
科
苔
が
適
切
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、

あ
る
1
つ
の
地
域
と
い
え
ど
も
へ
万
葉
集
全
体
が
受
講
者
の
視
野
に
置
か
れ
て

い
る
の
で
な
け
れ
ば
'
原
山
ハ
に
即
す
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
、
断
章
や
断

片
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
編
集
さ
れ
た
教
科
宙
は
、
ま
さ
に
そ
の
断
章
や
断

片
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
'
当
今
は
や
り
の
、
た
と
え
ば
「
万
葉
と
史
跡
の
旅
」
と

超
さ
れ
る
よ
う
な
た
ぐ
い
の
も
の
は
、
い
か
に
地
域
の
作
品
が
強
調
さ
れ
て
い

て
も
、
教
科
古
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
も
の
で
も
っ
と
も
具
合
が
惑
い
の

は
、
史
跡
に
ま
つ
わ
る
作
品
の
平
凡
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
史
跡
の
九
只
重

で
あ
る
ば
か
り
に
'
い
か
に
も
す
ぐ
れ
て
い
る
が
如
く
に
記
述
さ
れ
て
い
た
り
'

あ
る
い
は
'
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
と
し
て
も
'
何
と
な
く
す
ぐ
れ
た
作

で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
や
す
い
こ
と
で
あ
る
0
こ
の
よ
う
な
刊
行
物

に
ま
で
あ
え
て
触
れ
て
言
う
の
も
'
地
域
の
作
品
に
よ
っ
て
万
葉
集
を
読
む

場
合
の
、
作
品
の
扱
い
方
に
誤
解
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。万

葉
集
を
講
じ
た
お
よ
そ
二
十
五
年
の
問
に
は
、
以
上
述
べ
て
来
た
よ
う

に
'
何
程
類
か
の
教
科
宙
を
案
じ
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
わ
け



は
'
繰
返
し
て
言
う
こ
と
に
な
る
が
'
第
1
に
は
、
受
講
者
に
対
し
て
、
万
葉

集
へ
の
関
心
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
り
、
第
二
に
は
'
内
容
を
精
選

し
て
示
す
と
い
う
'
い
わ
ば
細
切
れ
式
の
断
章
主
義
を
排
し
て
'
十
分
に
は
で

き
な
い
ま
で
も
、
原
典
そ
の
も
の
の
実
像
に
触
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ

っ
た
。
時
間
的
に
も
方
処
的
に
も
大
き
な
広
が
り
を
持
つ
原
典
の
実
像
に
触
れ

さ
せ
る
こ
と
は
'
実
際
に
は
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
受
講
者
の
自

発
的
関
心
を
喚
起
し
な
が
ら
接
近
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
、
地
域
歌
を
と
お
し
て
万
葉
集
全
巻
の
中
を
往
来
す

る
と
い
う
'
既
述
の
最
後
の
方
法
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
'
作
品
の

現
地
を
好
ん
で
踏
査
す
る
受
講
者
が
出
現
し
た
り
、
あ
る
い
は
生
涯
の
宙
と
す

る
こ
と
を
言
い
'
ま
た
在
学
し
た
し
る
し
の
一
つ
に
'
万
葉
集
を
読
ん
だ
こ
と

を
言
っ
た
り
す
る
受
講
者
の
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
'
い
さ
さ
か
の

心
慰
め
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
古
典
文
学
教
材
へ
の
対
し
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
古
典
教
材

を
扱
う
場
合
重
要
な
こ
と
は
、
受
講
者
に
古
典
へ
の
関
心
を
持
た
せ
る
こ
と
で

あ
る
。
古
典
に
関
心
を
持
た
せ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
骨
と
う
趣
味
的
な

も
の
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
現
実
に
か
か
わ
ら
な
い
回
顧
趣
味
的
な
も
の
で
あ
っ

た
り
す
る
の
で
は
な
-
、
問
題
意
識
を
い
だ
か
せ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
は
古
典
へ
の
対
し
方
に
、
た
と
え
ば
古
典
を
現
代
と
-
ら
ペ
て
異

質
な
も
の
と
す
る
よ
う
な
偏
見
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
高
等
学
校
の
教
科
宙

が
古
典
と
か
現
代
国
語
と
か
に
分
け
て
編
集
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
は
そ
れ

な
り
に
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
'
た
だ
さ
え
縁
遠
く
な
ろ
う
と
~
す
る
古
典

を
、
現
代
と
は
か
け
離
れ
た
何
か
別
様
の
世
界
の
も
の
と
す
る
意
識
を
、
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
植
え
つ
け
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
の
う
え
、
も

し
も
教
授
者
が
'
古
典
の
中
に
現
代
人
の
思
考
や
感
覚
に
い
か
に
も
適
合
し
た

箇
所
が
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
古
典
を
極
力
称
揚
す
る
と
い
っ
た
古
典

へ
の
対
し
方
を
す
る
と
す
る
な
ら
ば
'
い
よ
い
よ
古
典
は
現
代
人
に
と
っ
て
、

生
彩
を
欠
い
だ
あ
っ
て
如
き
が
ど
と
き
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
対
し
方

に
は
'
現
代
は
進
ん
で
お
り
、
古
典
は
遅
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
は
た
ら
い

て
い
る
し
、
古
典
を
評
価
す
る
の
に
現
代
を
も
っ
て
し
、
古
典
を
現
代
に
合
わ

せ
て
み
て
、
現
代
に
合
う
所
を
よ
し
と
す
る
現
代
至
上
主
義
的
な
偏
見
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
対
し
方
で
は
、
古
典
へ
の
関
心
は
育
つ
べ
-
も
な
い
。

教
材
と
し
て
古
典
と
現
代
を
切
り
離
し
て
考
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
切
り
離

し
て
考
え
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
教
授
者
は
と

も
か
く
、
受
講
者
の
場
合
へ
現
実
に
は
教
科
宙
が
両
者
に
類
別
さ
れ
た
形
を
と

っ
て
い
る
よ
う
な
時
に
は
、
切
り
離
し
て
考
え
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

点
、
古
典
と
現
代
と
と
り
交
ぜ
て
編
集
さ
れ
た
旧
制
中
等
学
校
の
国
語
教
科
書

の
形
は
、
顧
み
ら
れ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
万
葉
集
へ
の
関
心
あ
る
い
は
問
題
意
識
を
活
発
に
す
る
た
め
、

万
葉
集
と
現
代
と
を
切
り
離
さ
な
い
こ
と
を
あ
え
て
試
み
続
け
て
、
今
日
ま
で

十
年
ば
か
り
に
な
る
。
取
上
げ
た
現
代
作
品
は
、
「
み
だ
れ
髪
」
の
全
作
品
、

「
斎
藤
茂
吉
歌
集
」
　
(
岩
波
文
庫
)
、
「
赤
光
」
の
全
作
品
、
「
白
き
山
」

(
茂
吉
)
の
全
作
品
で
あ
る
。
「
み
だ
れ
髪
」
と
「
赤
光
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
作
風

を
異
に
す
る
が
'
い
ず
れ
も
近
代
短
歌
を
も
っ
と
も
よ
く
代
表
す
る
作
品
で
あ

り
、
「
白
き
山
」
は
、
い
わ
ゆ
る
万
葉
調
の
歌
人
と
し
て
の
著
者
の
最
晩
年
に

お
け
る
、
絶
妙
の
達
成
を
示
す
作
品
で
あ
る
。
現
代
文
学
と
し
て
の
こ
れ
ら
の

作
品
を
、
開
設
時
問
を
別
に
し
な
が
ら
、
古
典
文
学
と
し
て
の
万
葉
集
と
並
行

し
て
講
じ
た
わ
け
で
あ
る
。
当
然
へ
万
葉
の
時
間
に
「
白
き
山
」
の
作
品
が
引

用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
'
「
白
き
山
」
の
時
間
に
万
葉
歌
の
引
用
が
あ
っ
た
り

す
る
。
授
業
の
目
的
は
、
比
較
研
究
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
万
葉
集
は

4



万
葉
集
と
し
て
,
「
自
重
山
」
は
「
白
き
山
」
と
し
て
、
独
自
に
読
み
進
め
る

の
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
,
古
典
と
現
代
と
を
切
り
離
さ
な
い
よ
う
に
す
る
意

図
を
も
っ
て
、
折
に
ふ
れ
比
較
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
比
較
す
る
こ
と

で
,
両
者
の
共
通
す
る
と
こ
ろ
、
仝
-
相
違
す
る
と
こ
ろ
'
佼
劣
の
問
題
や
用

語
の
問
題
な
ど
が
う
か
び
上
が
り
,
そ
の
原
田
を
問
う
と
こ
ろ
ま
で
発
展
し
て

行
く
。
や
が
て
,
わ
ず
か
ず
つ
で
は
あ
っ
て
も
、
万
葉
集
が
身
近
な
も
の
に
な

り
,
万
葉
集
へ
、
の
関
心
あ
る
い
は
問
題
意
識
も
、
お
の
ず
か
ら
か
も
し
出
さ
れ

て
来
る
に
ち
が
い
な
い
。

「
赤
光
」
は
近
代
的
な
感
覚
と
苦
悩
を
う
た
い
あ
げ
た
作
品
で
あ
る
o
芥
川
髄

之
介
が
、
「
『
赤
光
』
は
見
る
見
る
僕
の
前
へ
新
ら
し
い
世
界
を
顕
出
し
た
。

爾
来
僕
は
堅
ロ
と
共
に
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
の
命
を
愛
し
、
浅
茅
の
原
の
そ
よ
ぎ

を
愛
し
、
青
山
墓
地
を
変
し
」
三
宅
坂
を
愛
し
、
午
後
の
電
燈
の
光
を
愛
し
'

女
の
手
の
甲
の
静
脈
を
愛
し
た
]
(
「
斉
藤
聾
ロ
」
)
と
言
う
程
で
あ
り
'
ま

た
,
「
僕
の
詩
歌
に
対
す
る
眼
は
誰
の
お
世
話
に
な
っ
た
の
で
も
な
い
。
姦
藤

茂
吉
に
あ
け
て
貰
っ
た
の
で
あ
る
U
「
且
又
堅
ロ
は
詩
歌
に
対
す
る
眼
を
あ
け

て
く
れ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
文
芸
上
の
形
式
美
に
対
す
る
眼
を
あ

け
る
手
伝
ひ
も
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
U
(
同
上
)
と
も
言
っ
て
い
る
。
大
事

な
こ
と
は
,
こ
れ
粒
の
反
響
を
与
え
た
新
鮮
な
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
,
そ
の
根
底
に
万
葉
集
が
あ
り
、
そ
れ
に
範
を
と
っ
た
正
岡
子
規
や
伊
藤
左

千
夫
の
作
品
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
か
に
北
原
白
秋
、
木
下
杢
太
郎

等
と
の
交
流
や
,
西
欧
近
代
絵
画
か
ら
の
影
響
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
影

響
が
影
響
と
し
て
独
自
の
効
果
を
生
ん
で
来
る
の
は
、
作
者
の
素
地
に
、
万
葉

集
と
い
う
近
代
と
は
ま
さ
に
縁
遠
い
古
代
が
'
つ
ち
か
わ
れ
て
い
た
か
ら
に
外

な
ら
な
い
。

春
な
れ
ば
ひ
か
り
流
れ
て
う
ら
が
な
し
今
は
野
の
べ
に
膜
子
も
生
れ
し
か

A
]
?
」
i
A

の
く
ぐ
も
り
を
持
っ
た
憂
愁
と
倦
怠
感
の
表
現
の
根
底
に
は
、
家
持
の

春
の
野
に
霞
た
な
び
き
う
ら
が
な
し
こ
の
夕
か
げ
に
う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も

(
巻
一
九
へ
四
二
九
〇
)

が
あ
り
'た

く
ひ
れ
の
か
け
の
よ
ろ
し
き
妹
が
名
の
豊
旗
宗
と
誰
が
い
ひ
そ
め
し

(
赤
光
)

の
作
に
は
'
丹
比
真
人
笠
暦
の
、

樽
領
巾
の
か
け
ま
く
欲
し
き
妹
が
名
を
こ
の
勢
の
山
に
懸
け
ば
い
か
に
あ

ら
む
(
巻
三
、
二
八
五
)

°

○

°

○

が
あ
る
な
ど
、
二
か
ぞ
え
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
「
あ
ま
霧
し
雪
ふ

o

o

o

o

o

o

o

る
」
　
(
赤
光
)
'
「
あ
ま
霧
し
雪
も
ふ
ら
ぬ
か
」
　
(
万
葉
)
、
「
天
伝
ふ
日
」

o

°

o

o

o

o

(
赤
光
)
・
、
「
天
伝
ふ
入
日
」
　
(
万
葉
)
へ
　
「
な
が
れ
寄
る
沖
つ
践
」
　
(
蘇

0
0
0

光
)
'
「
か
青
な
る
玉
琵
沖
つ
接
」
　
(
万
葉
)
な
ど
、
万
葉
語
の
使
用
も
き
わ

め
て
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
時
に
は
'

留
守
を
も
る
わ
れ
の
机
に
え
少
女
の
え
少
男
の
蝿
が
ゑ
ら
ぎ
舞
ふ
か
も

(
赤
光
)

の
よ
う
に
,
古
事
記
の
'
「
あ
な
に
や
し
え
少
女
を
、
あ
な
に
や
し
え
少
男

を
」
,
宣
命
の
、
「
黒
酒
白
酒
の
御
酒
を
赤
丹
の
頻
に
た
ま
へ
ゑ
ら
ぎ
」
な
ど

か
ら
の
引
用
、

夜
く
れ
ば
小
夜
床
に
寝
し
か
な
し
か
る
面
わ
も
今
は
無
し
も
小
床
も
(
蘇

光
)

の
よ
う
に
,
記
紀
歌
謡
の
、
「
衣
こ
そ
二
重
も
着
き
'
さ
よ
ど
こ
を
並
べ
む
君

は
か
し
こ
き
ろ
か
も
」
、
「
沖
つ
品
は
辺
に
は
寄
れ
ど
も
'
さ
寝
床
も
能
は
ぬ

か
も
よ
浜
つ
千
鳥
よ
」
な
ど
の
引
用
も
見
ら
れ
、
古
代
的
色
彩
を
も
っ
て
、
か



え
っ
て
近
代
色
を
打
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ど
ん
よ
り
と
空
は
鼎
J
&
り
て
居
り
し
と
き
二
た
び
空
を
見
ざ
り
け
る
か
も

(
赤
光
)

こ
の
歌
な
ど
も
感
じ
方
が
す
ぐ
れ
て
近
代
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
表
現
面

を
見
る
と
、
典
型
的
な
万
葉
語
と
も
い
う
べ
き
「
け
る
か
も
」
を
用
い
て
い

る
。
し
か
も
「
ど
ん
よ
り
と
」
と
い
う
思
い
切
っ
た
口
語
的
表
現
も
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
等
古
典
語
と
現
代
語
の
間
に
'
不
思
議
に
迅
和
感
を
覚
え
さ
せ
な

い
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
の
両
語
の
問
に
生
ま
れ
る
声
調
が
、
題
材

の
新
鮮
さ
に
共
鳴
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。

「
赤
光
」
の
作
品
は
、
明
治
三
十
八
年
か
ら
大
正
二
年
八
月
ま
で
の
問
に
作

ら
れ
て
い
る
が
'
明
治
四
十
五
年
三
月
に
発
表
し
た
文
章
の
中
で
茂
吉
は
,

「
歌
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
が
,
「
赤
光
」
の
,

と
く
に
用
語
を
理
解
す
る
の
に
重
妥
な
手
が
か
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち
,
「
短

歌
に
於
け
る
言
語
の
調
は
、
吾
等
の
内
的
節
奏
さ
な
が
ら
で
あ
る
と
き
は
じ
め

て
意
義
を
も
つ
。
そ
の
言
語
に
は
古
語
・
現
代
語
な
ど
の
外
的
差
別
は
要
ら

ぬ
。
か
く
の
如
き
論
は
既
に
陳
腐
で
あ
る
U
　
(
「
童
馬
.
E
B
語
」
)
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
大
正
三
年
一
月
に
も
'
「
古
語
の
問

題
」
と
し
て
'
「
短
歌
の
言
葉
が
現
代
語
で
あ
る
べ
き
か
'
古
語
で
あ
る
べ
き

か
'
こ
の
問
題
も
ど
う
で
も
い
い
。
ぼ
く
等
は
も
う
そ
ん
な
中
途
に
ぶ
ら
つ
い

て
居
ら
れ
な
い
。
ぼ
-
の
『
け
る
か
も
』
は
柿
本
人
暦
の
『
け
る
か
も
』
で
は

無
い
。
要
す
る
に
生
命
の
問
題
で
あ
る
。
ぼ
-
等
の
歌
に
音
調
の
多
い
の
は
・

古
調
が
直
ち
に
ぼ
く
等
の
生
命
に
な
る
が
故
で
あ
る
u
(
「
東
端
浸
語
」
)
と
言

っ
て
い
る
。
ま
た
'
前
述
「
歌
こ
と
ば
」
論
の
末
尾
に
'
「
短
歌
の
詞
語
に
・
古
請

と
か
死
語
と
か
近
代
語
と
か
を
云
々
す
る
の
は
無
用
で
あ
る
。
・
そ
ん
な
暇
が
あ

ら
ば
国
語
を
勉
強
せ
よ
。
そ
し
て
汝
の
内
的
流
転
に
最
も
親
し
き
直
接
な
る
国

語
を
も
っ
て
衰
現
せ
よ
。
必
ず
し
も
日
本
語
の
み
と
は
謂
は
な
い
。
そ
れ
以
外

の
1
切
は
無
意
義
で
あ
る
。
吾
等
の
短
歌
の
詞
語
は
必
ず
し
も
現
代
の
口
語
で

は
な
い
。
そ
れ
が
吾
等
に
は
真
実
に
し
て
直
哉
で
あ
る
。
吾
等
が
血
脈
の
中
に

は
祖
先
の
血
が
-
ヅ
ム
を
打
っ
て
流
れ
て
ゐ
る
。
祖
先
が
想
に
堰
へ
ず
し
て
吐

露
し
た
詞
語
が
、
祖
先
の
分
身
た
る
吾
等
に
親
し
く
な
い
と
は
吾
等
に
と
っ
て

虚
偽
で
あ
る
u
と
言
っ
て
、
茂
吉
に
と
っ
て
古
語
も
近
代
語
も
な
い
こ
と
の
根

拠
に
触
れ
て
い
る
と
と
も
混
、
「
古
調
が
直
ち
に
ぼ
-
等
の
生
命
に
つ
な
が

る
」
と
言
う
場
合
の
「
生
命
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
は
っ
き
り
す
る
。

以
上
「
赤
光
」
に
つ
い
て
-
だ
く
だ
し
く
述
べ
て
来
た
の
も
、
要
は
教
材
と

し
て
の
古
典
と
現
代
を
切
り
離
さ
な
い
よ
う
に
し
て
指
導
す
る
こ
と
の
具
体

と
'
そ
こ
に
期
待
さ
れ
る
古
典
に
対
す
る
受
講
者
の
関
心
を
言
い
た
い
た
め
で

ESHKfi
「
白
き
山
」
に
つ
い
て
も
、
「
赤
光
」
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
と
も
に
へ

「
赤
光
」
と
は
異
な
っ
た
面
へ
た
と
え
ば
「
白
き
山
」
に
お
び
た
だ
し
く
う
た

わ
れ
て
い
る
鼓
上
川
の
と
ら
え
方
と
、
明
日
香
地
域
の
明
日
香
川
や
吉
野
地
域

の
吉
野
川
な
ど
'
万
葉
歌
人
に
よ
る
川
の
与
_
n
え
方
を
と
お
し
て
見
ら
れ
る
自

然
認
識
の
問
題
な
ど
、
そ
の
他
の
問
題
が
、
万
葉
集
へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
今
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
へ
万
葉
集
に
対
し
て
受
講
者
が
関
心
を
持
ち
'
問
題
意
識
を
育
て

る
よ
う
に
講
ず
る
に
は
'
以
上
述
べ
た
は
か
に
も
留
態
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
'
作
品
の
欠
落
部
を
打
っ
て
や
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
文
学
に
は
他
の
領
域
に
な
い
一
回
限
り
の
表
情
が
あ
っ
て
、
そ
の
表
情
を

と
ら
え
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
語
句
を
字
義
の
面
か
ら
解
釈
し
、
語
法
を
現

代
語
法
に
暫
し
へ
全
体
の
意
味
を
知
る
作
基
曇
旦
要
で
あ
る
が
'
そ
れ
だ
け
で

は
表
情
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
ぐ
れ
た
作
品
と
い
う
も
の
は
t
も



と
も
と
作
者
の
一
回
限
り
の
感
動
体
験
に
発
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
感
動

を
そ
こ
な
う
よ
う
な
説
明
叙
述
を
し
な
い
L
t
投
細
部
的
に
も
な
っ
て
、
そ
こ

に
'
作
品
を
享
受
す
る
側
の
者
の
目
か
ら
す
れ
ば
作
品
の
欠
落
部
が
生
ず
る
の

函
E
w
S
l

吾
妹
子
が
見
し
師
の
浦
の
む
ろ
の
木
は
常
世
に
あ
れ
ど
見
し
人
そ
な
き

(
巻
三
、
四
四
六
)

大
伴
旅
人
が
九
州
か
ら
京
へ
上
道
の
途
次
t
 
m
の
浦
で
よ
ん
だ
作
品
で
あ

る
。
卒
然
と
読
め
ば
へ
　
こ
の
「
む
ろ
の
木
」
は
学
名
が
ネ
ズ
-
で
あ
る
と
い
う

程
度
の
説
明
で
す
ま
さ
れ
て
し
ま
う
植
物
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
歌
の
作

図
は
「
む
ろ
の
木
」
に
あ
る
。
作
者
は
こ
の
「
む
ろ
の
木
」
に
感
動
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
感
動
な
の
か
。
過
ぎ
し
目
安
を
伴
っ
た
九
州
へ

の
途
次
、
作
者
は
潮
待
ち
の
問
甑
の
津
で
下
船
し
て
土
地
の
人
か
ら
「
む
ろ
の

未
」
に
ま
つ
わ
る
民
間
信
仰
の
こ
と
を
き
か
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
む
ろ
の
木
」

が
寿
命
と
福
禄
を
つ
か
さ
ど
る
司
命
神
を
宿
す
霊
木
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
折

か
ら
九
州
へ
向
か
う
旅
の
前
途
の
不
安
か
ら
'
妻
と
二
人
し
て
こ
の
「
む
ろ
の

未
」
に
'
平
安
を
念
じ
て
仰
ぎ
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
帰

京
す
る
時
に
は
そ
の
妾
も
死
ん
で
い
な
い
。
「
む
ろ
の
木
」
は
作
者
と
そ
う
い

ぅ
っ
屯
が
り
を
持
っ
た
木
な
の
で
あ
っ
て
、
尋
常
の
木
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
作
品
を
享
受
す
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
と
こ
ろ
が
欠
落

し
て
受
け
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る
　
(
巻

二
、
一
四
l
こ

こ
の
有
馬
皇
子
の
歌
は
、
「
岩
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
ま
さ
き
く
あ
ら

ば
ま
た
か
へ
り
見
む
」
　
(
巻
I
I
'
I
四
一
)
と
同
一
状
況
下
に
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
斉
明
天
皇
の
四
年
謀
反
の
企
て
を
疑
わ
れ
た
有
馬
皇
子

は
'
行
在
所
の
あ
る
沿
崎
の
,
E
B
に
挙
り
れ
る
が
'
そ
の
道
中
'
岩
代
の
地
で
こ

の
作
を
な
し
た
。
日
な
ら
ず
し
て
藤
白
の
坂
で
絞
首
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と

を
思
え
ば
'
こ
の
時
す
で
に
皇
子
と
し
て
は
ひ
そ
か
に
決
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
歌
中
と
-
に
感
銘
深
く
覚
え
る
の
は
、
「
旅
に
し
あ
れ

ば
」
の
1
句
で
あ
る
。
死
を
予
感
し
て
の
道
中
が
旅
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

「
旅
」
は
、
当
世
流
の
旅
の
概
念
で
律
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
後
世
か
ら

見
れ
ば
こ
う
い
う
所
に
欠
落
部
が
あ
る
.
既
述
の
「
む
ろ
の
木
」
の
作
品
は
'

柄
の
浦
〓
町
を
除
け
ば
、
同
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
も
欠
落
部
を
持
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
が
、
有
馬
皇
子
の
作
は
、
同
時
代
の
人
々
に
十
分
理
解
で
き
る
も
の

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

香
具
山
と
耳
梨
山
と
あ
ひ
し
時
立
ち
て
見
に
来
し
印
南
国
原
(
巻
T
t
　
1

四
'
中
大
兄
作
)

こ
の
よ
う
な
作
品
に
な
る
と
'
前
記
「
旅
」
の
概
念
の
相
違
に
基
づ
く
欠
落

部
な
ど
と
ち
が
っ
て
、
補
い
よ
う
も
な
い
。
た
ま
た
ま
こ
の
場
合
は
、
播
階
風

土
記
の
三
山
相
関
の
説
話
に
よ
1
て
軍
っ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
い
い
よ
う
な
も

の
で
あ
る
が
'
歌
だ
け
か
ら
は
真
意
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
(
阿

菩
大
神
が
)
　
『
立
ち
て
見
に
来
し
財
前
関
原
』
」
と
い
う
の
が
表
意
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
三
山
伝
説
が
生
き
て
信
じ
ら
れ
記
憶
さ
れ
て
い
た
時
代
に
は
、

こ
の
ま
ま
で
1
1
:
意
は
十
分
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
.

と
も
あ
れ
後
代
か
ら
見
る
と
き
、
古
a
'
に
は
受
講
に
と
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
欠

落
部
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
授
業
で
は
こ
の
点
へ
の
留
態
が
の
ぞ
ま
れ

る
。
受
講
者
に
欠
落
部
を
発
見
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
教
授
者
が
は
じ
め
か

ら
欠
落
部
の
個
所
を
示
し
て
や
り
、
そ
の
内
容
の
研
究
を
受
講
者
に
行
わ
せ
る

こ
と
、
あ
る
い
は
は
じ
め
か
ら
教
授
者
が
講
じ
て
や
る
こ
と
'
い
ず
れ
に
せ
よ

そ
れ
等
の
方
法
を
つ
う
じ
て
、
原
典
の
放
つ
文
学
的
体
験
の
表
情
の
一
端
に
接



す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

顧
み
て
二
十
五
年
、
古
典
教
育
実
践
の
あ
し
あ
と
は
へ
そ
の
時
々
に
力
を
致

し
た
つ
も
り
で
は
あ
っ
て
も
へ
ま
こ
と
に
か
す
か
で
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
れ
の

み
な
ら
ず
方
向
を
誤
っ
て
い
る
こ
と
さ
え
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
今
さ
ら
能
乏

し
き
を
思
っ
て
も
せ
ん
な
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
蕪
辞
を
革
す
る
こ
と
に
し

た
。

(
広
島
大
学
名
誉
教
授
)




