
漢
文
に
お
け
る
書
-
こ
と
の
指
導

漢
文
は
'
学
習
指
導
粟
餌
が
実
施
さ
れ
た
戦
後
に
お
い
て
は
'
国
語
科
の
中

に
t
科
目
と
し
て
組
み
こ
ま
れ
'
爾
来
へ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
漢
文
は
国
語
科
の
1
科
目
で
あ
り
'
国
語
教
育
の
一
分
野
を
担

当
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
指
導
者
も
ま
た
学
習
者
も
忘
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
思
う
と
き
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
'
洪
文
は
国
語
の
力
を
つ
け
る

科
目
で
は
ま
な
く
'
英
語
と
同
様
な
外
国
語
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
思
う
と
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

1
人
の
指
導
者
が
'
現
代
国
語
の
授
業
と
漢
文
の
授
業
と
に
対
す
る
と
き
'

学
習
指
導
方
法
や
目
標
を
変
え
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
計
画
的
・
意
図
的
な

変
更
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
意
義
も
あ
る
が
'
何
の
配
慮
や
反
省
も
な
く
変

え
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
国
語
に
は
現
代
国
語
の
、
洪
文
に
は
漢
文
の

学
習
指
導
の
1
つ
の
型
を
作
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
代
国
語
で
は
、
文
章
梯
道
を
分
析
し
た
り
'
作
中
人
物
の
心
情
を
互
い
に

比
較
し
た
り
'
作
者
の
考
え
方
に
批
判
を
加
え
た
り
す
る
が
'
漢
文
で
は
あ
ま

り
多
く
な
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
'
読
後
感
想
文

や
鑑
賞
文
を
書
か
せ
た
り
、
創
作
さ
せ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
は
'
き
わ

め
て
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

長
谷
川
　
　
滋
　
　
成

本
稿
に
お
い
て
は
'
私
の
漢
文
学
習
指
導
か
ら
、
書
く
こ
と
の
指
導
を
拾
い

あ
げ
、
そ
の
〓
鵬
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

二

学
年
当
初
'
第
一
単
元
「
漢
文
入
門
」
に
続
き
'
第
二
単
元
と
し
て
「
春
夏

の
詩
文
」
を
設
定
し
た
。
と
り
あ
げ
た
教
材
は
'
順
に
高
啓
「
尋
胡
隠
君
」
孟

浩
然
「
春
暁
」
杜
牧
「
江
南
春
」
李
白
「
黄
机
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」
王
維
「

送
元
二
使
安
西
」
杜
甫
「
絶
句
」
　
「
春
望
」
李
白
「
春
夜
宴
従
弟
桃
花
園
序
」

高
相
「
山
亭
夏
日
」
蘇
拭
「
望
湖
楼
酔
書
」
の
九
詩
1
文
で
あ
る
。
単
R
目
標

は
四
つ
掲
げ
、
そ
の
第
三
に
、
「
詩
情
や
そ
の
内
容
を
短
い
こ
と
ば
で
要
約
さ

せ
る
」
を
駐
き
'
爵
く
こ
と
の
目
標
と
し
た
.
木
目
標
を
具
体
化
す
る
た
め

に
、
二
つ
の
方
法
を
用
い
た
。

そ
の
1
つ
は
'
詩
箇
・
時
代
・
姓
名
・
字
・
形
式
・
訟
字
・
詩
情
・
内
容
の

八
項
目
を
讃
き
こ
ん
だ
プ
リ
ン
ト
を
使
用
し
'
「
尋
胡
隠
君
」
の
例
(
明
。
高

啓
o
奉
迎
。
五
言
絶
句
。
花
・
家
。
自
然
O
　
心
の
お
も
む
く
ま
ま
に
花
や
水
に

誘
わ
れ
て
、
そ
よ
吹
く
川
べ
り
を
歩
き
へ
容
の
情
趣
と
一
体
融
合
し
た
、
の
ど

や
か
な
心
情
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
)
に
な
ら
っ
て
'
「
春
暁
」
以
下
の
空
欄
に

雷
き
こ
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
。
「
時
代
」
か
ら
「
缶
字
」
ま
で
は
知
識
の
碑

記
で
あ
り
、
「
詩
情
」
は
主
題
の
読
み
と
り
で
あ
り
、
「
内
容
」
は
漢
字
の
表
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意
性
へ
作
者
の
心
情
・
状
況
を
読
み
と
っ
て
六
〇
字
前
後
で
ま
と
め
る
も
の
で

あ
る
。
・

以
下
へ
　
「
江
南
春
」
　
「
春
望
」
　
「
春
夜
宴
従
弟
桃
花
園
序
」
の
学
習
結
果
を

一
つ
ず
つ
紹
介
す
る
。

・
「
江
南
春
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
・
F
く
ん

・
唐
。
杜
牧
。
牧
之
。
七
言
絶
句
。
紅
・
風
・
中
0
日
然
'
広
々
と
し
た
江

南
の
の
ど
か
な
風
景
を
'
視
覚
・
聴
覚
か
ら
と
ら
え
、
ま
た
へ
晴
か
ら

雨
、
現
在
か
ら
過
去
へ
の
変
化
を
つ
け
て
'
巧
み
に
う
た
っ
て
い
る
。

・
「
春
望
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
・
S
さ
ん

盛
唐
。
杜
甫
'
子
菜
9
　
五
言
律
詩
。
探
、
心
'
金
、
門
'
戦
争
.
花
や
烏

に
ま
で
も
涙
を
流
し
、
国
を
愛
す
る
杜
甫
の
気
持
ち
が
よ
く
表
わ
れ
て
い

る
。
人
と
自
然
と
を
う
ま
く
対
比
さ
せ
た
、
人
の
心
を
ひ
き
つ
け
る
す
ば

ら
し
い
詩
で
あ
る
。

「
春
夜
宴
従
弟
桃
花
園
序
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S
・
K
く
ん

盛
唐
。
李
白
O
太
白
。
?
。
な
し
。
人
生
・
春
の
夜
、
短
く
て
'
は
か
な

い
人
生
を
歓
を
尽
-
し
て
楽
し
も
う
と
い
う
詩
で
'
一
回
き
り
の
人
生
を

意
義
深
く
'
積
極
的
に
'
し
か
も
充
実
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
明
る

さ
が
あ
る
。

知
識
の
確
認
の
う
ち
へ
杜
牧
は
晩
唐
と
す
る
の
が
よ
く
、
李
白
の
文
節
の
形

式
は
'
四
六
郎
個
体
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
を
利
用
し
て
指
導
す
る
と
よ
い
。

ま
た
へ
詩
情
お
よ
び
内
容
の
把
捉
は
'
そ
れ
な
り
に
読
み
と
っ
て
い
る
が
'
「

春
望
」
の
内
容
に
は
鋭
さ
に
欠
け
て
い
る
。
構
造
お
よ
び
詩
情
か
ら
の
き
り
こ

み
が
ほ
し
い
。

こ
の
単
冗
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
容
-
作
業
は
、
九
首
の
詩
の
う
ち
1
つ
を

選
ん
で
、
訳
詩
す
る
こ
と
で
あ
る
o
訳
詩
で
あ
っ
て
、
口
語
訳
で
は
な
い
。
形

式
は
'
~
定
型
・
自
由
は
問
わ
な
い
が
'
詩
の
心
を
大
切
に
し
て
'
自
分
の
こ
と

ば
で
訳
す
。
春
の
詩
七
首
の
う
ち
三
首
の
訳
詩
を
一
つ
ず
つ
掲
げ
る
。

尋
胡
隠
君

春
の
う
ら
ら
か
な
陽
ざ
し
の
中

い
く
つ
も
の

小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
こ
え

あ
た
り
一
面
の
花
を
な
が
め
つ
つ

川
辺
の
み
ち
を

さ
わ
や
か
な
春
風
に
訪
わ
れ
て

Y
・
K
く
ん

い
つ
の
ま
に
か
あ
な
た
の
家

や
や
稚
拙
に
み
え
る
が
、
原
詩
の
底
流
に
あ
る
詩
情
を
第
一
行
に
要
約
し
'

第
六
行
と
ち
ゃ
ん
と
間
連
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
原
詩
の
起
句
承
句
の
反
復
表

現
を
第
二
行
で
1
括
L
t
第
四
行
の
句
末
に
「
つ
つ
」
を
補
っ
て
(
　
こ
れ
と
呼

応
さ
せ
て
い
る
。
第
三
行
の
句
末
に
「
つ
つ
」
が
匿
か
れ
て
い
な
い
の
は
'
故

意
に
で
あ
ろ
う
か
。

021

黄
的
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵

広
陵
よ
り
し
て
西
の
彼
方

こ
こ
黄
鶴
楼
に
別
れ
を
告
げ

春
霞
に
浮
-
美
し
い
花
を

残
し
て
招
州
へ
下
る
君
よ

寂
し
い
帆
走
も
次
第
に
遠
-

見
暗
か
す
青
空
に
吸
い
込
ま
れ

T
・
F
さ
ん



影
の
み
を
残
す

あ
あ
そ
し
て
揚
子
江
が

天
の
果
て
に
至
る
か
の
如
く
静
か
な

静
か
な
流
れ
を
た
た
え

今
は
た
だ
私
の
睦
の
奥
深
く

腿
判
C
C
-
i

君
の
微
笑
を
映
す
の
だ

リ
ズ
、
,
、
カ
ル
な
訳
詩
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
'
計
算
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
四
行
の
原
詩
を
≡
連
に
変
形
し
て
い
る
し
'
転
句
と
結
句
と
を
切
り

離
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
起
句
承
句
を
四
行
の
第
1
連
と
し
、
転
句
を
≡
行
の

第
二
遵
と
し
'
結
句
を
五
行
の
第
三
連
と
し
て
い
る
。

こ
の
形
式
の
変
化
は
'
内
容
の
変
化
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
起

句
承
句
は
事
実
の
表
現
だ
か
ら
短
-
て
す
む
が
'
転
句
結
句
は
心
情
の
描
写
だ

か
ら
長
く
な
っ
て
い
る
。
「
今
は
た
だ
」
以
下
の
二
行
は
、
訳
詩
君
自
身
の
感

慨
で
あ
る
。
原
詩
に
忠
実
で
は
な
い
が
'
自
己
と
作
品
と
を
密
着
さ
せ
た
'
末

現
読
み
の
T
型
で
あ
ろ
う
。

絶
句

F
・
Y
さ
ん

川
の
流
れ
は

水
の
色
は

碧
瑠
璃
の

天
舞
ふ
鳥
の

逮
-
連
な
る

育
-
若
葉
の

変
ほ
ら
ね
ど

深
さ
を
増
す

水
面
に

姿
は
目
し

山
々
の

荊
ゑ
出
づ
る

咲
き
誇
る
.
春
の
花
の
色

紅
-
映
り
て
　
い
と
美
し

春
は
再
び
　
巡
り
来
ぬ

し
か
し
て
我
は
　
帰
り
え
ず

あ
あ

い
つ
し
か
　
故
郷
の
土
を
踏
ま
む

明
る
く
充
実
し
た
春
を
う
た
う
原
詩
の
起
句
承
句
の
二
句
を
八
行
に
引
き
の

ば
し
て
い
る
。
全
体
の
三
分
の
二
の
割
合
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
訳
詩
者
は
、

人
間
存
在
の
は
か
な
さ
を
う
た
う
転
句
結
句
よ
り
も
'
は
か
な
さ
を
7
段
と
浮

き
た
た
せ
て
い
る
へ
充
実
し
た
'
悠
久
の
自
然
を
う
た
う
起
句
承
句
に
心
を
奪

わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
転
句
結
句
を
わ
ず
か
四
行
で
表
現
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
訳
詩
者
が
却
っ
て
人
間
の
は
か
な
さ
を
探
刻
に
受
け
と
め
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
五
昔
・
七
音
を
基
調
に
し
て
、
文
語
表
記
で
は
あ
る
が
、
平
易
な

語
柴
・
表
現
が
原
詩
の
内
容
を
巧
み
に
と
ら
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三

的
二
学
期
の
最
初
の
単
.
g
は
'
約
四
尊
兄
「
史
伝
の
文
学
」
で
あ
る
。
と
り

あ
げ
た
教
材
は
、
司
馬
遷
『
史
記
』
よ
り
'
「
約
門
之
会
」
　
「
四
面
楚
歌
」
の

二
場
面
で
あ
る
。
前
者
は
、
「
沖
公
且
日
従
百
余
騎
'
来
見
項
王
'
至
純
門
。
」

よ
り
「
沖
公
至
軍
'
立
謀
殺
曹
無
傷
。
」
ま
で
、
後
者
は
、
「
項
王
軍
壁
堵
下
。
」

よ
り
「
乃
自
刻
而
死
。
」
ま
で
の
範
州
で
あ
る
。

第
二
学
期
の
第
1
時
は
、
夏
期
休
暇
の
課
馬
で
あ
っ
.
た
「
油
門
之
会
」
の
復

習
で
あ
り
'
第
二
時
よ
り
「
四
面
楚
歌
」
の
読
解
・
鑑
賞
の
授
業
で
あ
る
O
本

単
冗
の
目
標
四
つ
の
う
ち
、
「
項
羽
・
抑
公
等
の
人
物
論
を
書
か
せ
る
」
が
、
L

普
-
こ
と
の
課
塙
で
あ
る
。
項
羽
論
・
汁
公
論
_
 
・
焚
噌
論
・
張
良
論
・
氾
増
論
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の
五
つ
を
用
意
し
た
が
、
項
羽
論
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ

を
と
り
あ
げ
る
。
字
数
は
'
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
枚
以
上
五
枚
以
内
で
あ

る
。

項
羽
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
.
H
く
ん

「
噴
、
堅
子
不
足
与
謀
。
」
-
沖
公
を
杓
門
の
会
の
場
か
ら
逃
が
し
て
し

ま
っ
た
項
羽
を
、
そ
の
亜
父
荘
増
が
の
の
し
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
長
い
間
の

放
浪
の
末
、
項
羽
に
仕
え
、
天
下
を
夢
み
て
い
た
氾
増
に
と
っ
て
'
ま
な
板

の
鯉
と
な
っ
た
沖
公
に
と
ど
め
を
刺
さ
な
か
っ
た
項
羽
は
へ
こ
の
う
え
も
な

く
恩
か
な
大
将
に
み
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
'
項
羽
は
全
く
無
能
な
人
間
だ
と
は
、
供
は
思
わ
な
い
。
い
や
、

.
無
能
な
人
間
で
あ
る
わ
け
は
な
い
の
だ
。
,
秦
の
滅
亡
後
の
権
力
闘
争
の
中

に
'
沖
公
と
と
も
に
最
後
ま
で
残
り
へ
　
1
時
は
天
下
を
掌
中
に
収
め
か
け
た

と
い
う
、
そ
の
歴
史
的
な
事
実
が
そ
の
一
つ
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。

で
は
へ
こ
の
『
史
記
』
項
羽
本
紀
中
の
「
内
門
之
会
」
　
「
四
面
楚
歌
」
の

一
ど
こ
に
項
羽
の
才
器
が
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
倍
増
数
日
項
王
、
挙
所
侭
玉
挟
、
以
示
之
老
≒
項
王
黙
然
不
応
。
」

と
い
う
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
で
'
項
羽
は
ど
う
し
て
氾
増
の
ク
沖
公
を
殺

せ
。
″
と
い
う
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
1
供
は
こ
う
思

う
。
沖
公
は
秦
の
成
陽
を
陥
落
さ
せ
た
。
秦
の
悪
政
に
耐
え
き
れ
ず
に
い
た

民
衆
は
'
文
句
な
し
に
彼
を
支
持
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
沖
公
を
'
少
数
の

兵
し
か
率
い
ず
に
陳
謝
に
来
た
そ
の
場
で
殺
す
の
は
、
だ
ま
し
討
ち
と
同
様

で
あ
り
'
民
衆
の
項
羽
に
対
す
る
信
頼
度
は
落
ち
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り

も
、
機
を
見
て
'
正
当
な
口
実
の
も
と
に
討
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
'
項
羽
は

亨
え
た
の
だ
と
思
う
。
項
羽
が
絶
対
こ
う
思
っ
た
の
だ
と
断
言
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
'
1
軍
の
将
と
し
て
'
ま
た
1
国
の
統
治
者
に
な
ろ
う
と
す
る

者
と
し
て
、
秦
の
前
例
を
知
る
項
羽
が
、
氾
増
と
は
適
っ
た
立
場
で
事
を
運

ぼ
う
と
す
る
の
は
、
当
然
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
項
羽
は
'
せ
っ
か
-
手
に
入
れ
た
成
陽
を
略
奪
、
暴
挙
を
重
ね

た
の
ち
捨
て
、
手
柄
の
あ
っ
た
詩
将
を
王
侯
に
封
じ
へ
あ
げ
く
の
果
て
に
は

自
ら
奉
じ
た
去
帝
を
殺
し
て
し
ま
う
。
こ
の
失
敗
は
'
そ
の
後
、
彼
の
命
と

り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
1
時
で
も
天
下
を
掌
中
に
収
め
か

け
た
彼
が
'
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
へ
ま
を
し
で
か
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
-
　
供
は
こ
う
考
え
る
。
成
陽
陥
落
に
お
い
て
、
項
羽
は
抑
公
の

実
力
を
日
の
あ
た
り
に
見
せ
つ
け
ら
れ
た
。
亜
父
氾
増
も
言
う
よ
う
に
'
沖

公
は
項
羽
に
と
っ
て
か
わ
る
可
鑓
性
を
十
分
も
っ
て
い
る
o
い
や
、
そ
れ
ば

か
り
か
へ
抑
公
の
方
が
自
分
よ
り
も
統
治
者
と
し
て
の
才
器
に
長
け
て
い
る

こ
と
さ
え
、
項
羽
に
は
わ
か
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
あ
せ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
抑
公
が
動
き
出
さ
ぬ
う
ち
に
、
わ
が
天
下
を
確
立
し
て
し
ま

お
う
と
し
て
。
そ
こ
で
、
彼
は
あ
せ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
沖
公
が
動
き
出
さ

ぬ
う
ち
に
'
わ
が
天
下
を
確
立
し
て
し
ま
お
う
と
し
て
。
そ
こ
で
、
彼
は
あ

せ
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
ク
自
分
の
権
力
を
確
立
す
る
こ
と
″
と
は
'
・
;
ら

西
理
の
嗣
王
と
称
し
て
い
は
り
ち
ら
す
こ
と
で
も
'
菟
帝
を
殺
し
て
し
ま
う

こ
と
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
彼
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。
い
や
'
気
づ
け

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
・

「
四
面
楚
歌
」
の
中
に
、
項
羽
が
落
ち
ぶ
れ
て
烏
江
の
亭
長
に
江
東
へ
行

く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。
「
顕
大
王
急
波
。
」
と
言
っ
て
-
れ

る
亭
長
に
対
し
、
項
羽
は
、
「
天
之
亡
我
、
我
何
渡
為
。
」
と
答
え
る
。
引

き
連
れ
て
い
っ
た
多
く
の
部
下
を
残
ら
ず
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
彼
は
、
江
東
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の
父
兄
に
面
目
が
な
い
と
言
っ
た
。
こ
の
場
面
、
お
よ
び
虞
美
人
に
涙
を
流

す
場
面
、
そ
れ
に
最
後
の
呂
馬
童
の
た
め
に
自
ら
の
首
を
か
き
切
っ
て
死
ぬ

場
面
'
以
上
三
つ
の
場
面
に
は
'
項
羽
の
ク
男
ら
し
さ
″
が
描
か
れ
て
い

る
。
僕
は
項
羽
と
i
う
人
間
に
対
し
て
、
深
い
知
識
は
も
た
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ク
項
羽
は
愚
将
で
は
な
い
″
と
言
え
る
の
は
、
こ
の
≡
場
面
か

ら
で
あ
る
。
彼
が
虞
美
人
に
流
し
た
疎
は
'
自
ら
の
命
が
風
前
の
灯
と
な
っ

た
時
で
も
、
n
l
分
の
愛
す
る
人
の
身
を
案
ず
る
と
い
う
'
ク
男
の
優
し
さ
″

の
象
徴
で
あ
を
自
ら
首
を
か
き
切
っ
た
彼
の
姿
は
'
ク
追
い
つ
め
ら
れ
た

人
間
の
軽
さ
″
で
あ
る
ば
か
り
で
な
-
、
「
天
之
亡
我
」
'
す
な
わ
ち
自
分

は
歴
史
の
流
れ
に
召
さ
れ
て
い
く
'
臼
分
の
死
を
時
の
流
れ
が
必
要
と
し
て

い
る
t
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
人
間
の
雄
姿
で
あ
る
。

司
馬
遷
と
い
う
r
人
の
人
間
が
著
わ
し
た
文
草
を
、
ま
た
1
人
の
人
間
が

読
ん
で
書
い
た
項
羽
論
で
あ
る
か
ら
、
事
実
と
は
違
っ
て
い
よ
う
が
'
供

は
、
項
羽
は
全
く
無
能
な
人
間
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
へ
と
考
え
て
い
る
。

項
羽
論
は
'
読
後
感
想
文
を
容
-
の
で
は
な
く
項
羽
を
「
論
」
じ
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
'
主
観
を
排
除
し
、
客
観
的
事
実
に
よ
っ
て
論
を
組
み
た

て
'
説
得
力
の
あ
る
文
体
'
構
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
の
項
羽
論
は
'
文
節
関
係
・
文
茸
表
現
・
句
読
点
の
う
ち
方
の
面
で
推
敵

を
要
す
る
個
所
が
あ
る
が
'
読
後
感
想
文
の
域
を
出
て
'
「
論
」
を
宙
こ
う
と

す
る
意
欲
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
最
も
端
的
な
個
所
は
、
冒
頭
に
、
「
項
羽
は

全
ぐ
無
能
な
人
間
だ
と
は
'
僕
は
思
わ
な
い
。
」
と
い
う
結
論
を
示
し
'
第
四

段
落
以
下
の
三
つ
の
段
落
で
具
体
的
な
場
面
を
と
り
あ
げ
て
そ
の
論
拠
を
示

し
、
最
後
の
段
落
で
も
う
一
度
'
「
供
は
'
項
羽
は
全
く
無
能
な
人
間
だ
と
は

思
っ
て
い
な
い
t
と
考
え
て
い
る
。
」
と
結
論
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ

ば
'
双
括
式
の
構
成
に
よ
っ
て
'
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
本

論
に
述
べ
た
論
拠
が
や
や
弱
い
う
ら
み
が
あ
る
。
そ
の
指
導
は
あ
ら
た
め
て
な

さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

な
お
'
本
論
中
に
'
「
油
門
之
会
」
　
「
四
面
楚
歌
」
以
外
の
場
面
を
と
り
あ

げ
て
い
る
の
は
'
課
項
の
提
出
さ
れ
た
夏
期
休
暇
中
に
『
史
記
』
に
関
す
る
参

考
書
を
読
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

四

「
史
伝
文
学
」
に
続
-
'
十
月
末
か
ら
の
約
五
単
冗
は
「
秋
冬
の
詩
」
で
あ

る
。
杜
牧
「
山
行
」
張
籍
「
秋
思
」
李
商
隠
「
夜
雨
寄
北
」
李
白
「
蛾
眉
山
月

歌
」
李
白
「
子
夜
県
歌
」
杜
甫
「
月
夜
」
　
「
登
高
」
琴
参
「
胡
茄
歌
'
送
顔
其

卿
使
赴
河
舵
」
柳
宗
元
「
江
雪
」
高
遠
「
除
夜
作
」
の
十
詩
を
と
り
あ
げ
、
普

く
こ
と
の
単
元
目
標
と
し
て
は
'
「
作
中
の
人
物
に
か
あ
っ
て
心
情
を
表
現
さ

せ
る
」
を
と
り
た
て
た
。

「
作
中
人
物
に
か
わ
っ
て
心
概
を
表
現
さ
せ
る
」
方
法
と
し
て
は
'
こ
の
た

び
は
、
た
と
え
ば
「
夜
雨
寄
北
」
詩
な
ら
ば
、
生
徒
が
詩
中
の
「
君
」
に
か
わ

っ
て
「
君
」
の
心
中
を
言
い
表
わ
し
'
ま
た
、
「
江
雪
」
詩
な
ら
ば
、
詩
中
の

「
翁
」
に
か
わ
っ
て
「
翁
」
の
思
い
を
雪
か
せ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
方
法
に

ょ
っ
て
苦
く
こ
と
は
'
作
中
の
人
物
に
ど
れ
ほ
ど
な
り
き
れ
て
、
主
観
的
・
感

情
的
な
作
品
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
字
数

は
八
百
字
前
後
で
あ
る
。

次
に
示
す
の
は
、
杜
甫
の
「
月
夜
」
の
詩
に
う
た
わ
れ
る
妻
に
な
り
か
わ
っ

て
容
い
た
、
妻
か
ら
夫
へ
の
容
筒
で
あ
る
。
詩
の
「
月
夜
」
は
、
い
ま
賊
軍
に

囚
閉
さ
れ
て
い
る
杜
甫
が
'
安
禄
山
の
乱
を
逃
れ
て
郎
州
芳
村
に
疎
開
さ
せ
て
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い
た
妻
子
を
思
い
や
っ
て
古
い
た
絶
唱
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

夫
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M
e
T
さ
ん

私
も
、
あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
つ
つ
、
あ
の
明
る
く
芙
し
い
月
を
な
が
め

て
い
る
の
で
す
。
月
の
光
は
'
ま
る
で
私
の
哀
し
い
心
を
い
や
し
て
く
れ
る

・
か
の
よ
う
で
す
。
そ
う
し
て
、
し
ば
ら
く
す
る
と
'
月
の
表
面
に
、
ぼ
ん
や

り
と
あ
な
た
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
だ
か
ら
'
少
し
も
冷
た

く
な
ん
か
あ
り
ま
せ
ん
。
心
配
し
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。
私
は
、
あ
な
た
の

姿
の
み
え
る
限
り
'
ひ
た
す
ら
、
あ
な
た
の
ご
無
事
を
祈
っ
て
い
る
の
で

す
。あ

な
た
も
、
長
安
で
、
同
じ
こ
の
美
し
い
月
を
た
が
め
て
い
る
こ
と
で
し

ょ
う
・
だ
か
ら
、
私
は
「
長
安
の
月
よ
'
私
の
一
番
美
し
い
姿
を
映
し
て
く

だ
さ
い
/
」
と
お
駅
い
し
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
遠
く
離
れ
て
い
て
も
'

こ
う
し
て
同
じ
時
を
過
ご
せ
る
こ
と
が
'
今
の
私
の
1
番
の
幸
福
な
の
で

す
。・

け
れ
ど
も
、
月
に
映
る
あ
な
た
の
姿
は
、
鋭
い
光
に
ょ
っ
て
す
ぐ
に
消
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
私
は
ま
た
次
の
月
夜
ま
で
、
さ
び
し
い
時
を
過
ご
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

子
供
た
ち
は
、
今
、
私
の
そ
ば
で
'
小
さ
な
寝
息
を
た
て
て
い
ま
す
。
私

の
さ
び
し
い
心
が
わ
か
る
の
か
、
私
が
涙
を
流
し
て
い
る
と
、
み
な
私
の
回

り
に
寄
っ
て
き
て
、
い
っ
し
ょ
に
泣
い
て
-
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
が
ま
た
悲

し
く
て
、
早
-
父
親
の
腕
の
中
の
あ
た
た
か
さ
を
味
わ
わ
せ
て
や
り
た
い
、

と
ば
か
り
思
う
の
で
す
。

あ
な
た
の
い
る
長
安
は
、
ど
ん
な
都
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
、
ど

ち
ら
へ
行
か
れ
る
の
で
す
か
'
で
き
れ
ば
早
く
、
子
供
た
ち
と
私
を
迎
え

に
'
帰
っ
て
き
て
-
だ
さ
い
ね
。
そ
の
時
ま
で
、
私
は
、
月
夜
の
ひ
と
と
き

を
楽
し
み
に
し
て
、
子
供
た
ち
と
精
い
っ
ぱ
い
暮
ら
し
て
い
き
ま
す
か
ら
。

あ
な
た
も
、
お
体
に
気
を
つ
け
て
。
一
日
l
日
へ
私
た
ち
が
近
づ
・
い
て
い
Y

こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
o

こ
の
時
の
杜
前
は
四
五
歳
、
要
の
年
齢
は
不
明
で
あ
る
が
'
長
子
の
庸
間
ル
が

一
〇
歳
前
後
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
へ
三
〇
歳
前
後
で
あ
ろ
う
か
。

何
不
自
由
な
く
へ
の
ん
び
り
と
生
育
し
た
1
七
歳
の
生
徒
に
は
、
こ
の
年
齢

の
,
し
か
も
生
と
死
の
境
に
い
る
妻
の
立
場
に
な
り
き
る
こ
と
は
へ
と
て
も
で

き
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
O
そ
う
い
う
態
味
に
お
い
て
は
、
こ
」
の
讃
-
こ
と
の

課
題
は
、
-
讃
-
た
め
に
苔
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

確
か
に
へ
当
時
と
現
代
と
で
は
様
子
が
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
ろ
う
が
'
杜
苗
の

妻
も
生
徒
も
と
も
に
人
間
で
あ
る
の
だ
か
ら
へ
も
の
足
り
な
さ
を
残
し
っ
ら

も
'
7
七
歳
の
生
徒
な
り
に
杜
揃
の
妻
の
気
持
ち
は
理
解
で
き
る
に
ち
が
い
な

ヽ
　
°

_
>・

右
の
書
簡
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
囚
わ
れ
の
夫
を
集
じ
る
妻
の

せ
い
い
っ
ぱ
い
の
感
慨
が
言
い
表
わ
さ
れ
た
作
目
等
あ
ろ
う
。
壷
と
し
て
、
自

分
の
匿
か
れ
た
現
実
を
思
う
と
き
'
「
私
は
あ
な
た
の
姿
が
み
え
る
限
り
、
ひ

た
す
ら
、
あ
な
た
の
ご
無
事
を
祈
っ
て
い
る
の
で
す
」
　
「
早
く
父
親
の
腕
の
中

の
あ
た
た
か
さ
を
味
あ
せ
て
や
り
た
い
と
ば
か
り
思
う
の
で
す
」
　
「
で
き
れ
ば

早
く
子
供
た
ち
と
私
を
準
え
に
、
以
っ
て
き
て
-
だ
さ
い
ね
」
と
い
う
の
が

す
べ
て
で
あ
ろ
う
。
「
あ
な
た
も
'
お
体
に
気
を
つ
け
て
」
-
平
凡
な
こ
と
ば

だ
が
へ
こ
の
場
合
、
心
か
ら
の
こ
と
ば
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

次
に
示
す
の
は
'
高
適
の
「
除
夜
作
」
の
詩
に
う
た
わ
れ
る
家
族
の
一
人
に

な
り
か
わ
っ
て
讃
い
た
'
子
ど
も
か
ら
父
へ
の
苦
情
で
あ
る
。
詩
の
「
除
夜
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作
」
は
'
異
郷
に
あ
る
高
適
が
大
晦
日
の
夜
'
ひ
と
り
眠
れ
ず
'
故
郷
の
こ
と

や
自
分
の
老
い
先
の
こ
と
を
思
っ
て
、
旅
愁
に
う
ち
沈
ん
で
い
る
思
い
が
苔
か

れ
て
い
る
。

父
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S
・
H
く
ん

今
日
は
大
晦
日
。
父
は
、
い
ま
'
ど
こ
で
、
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

最
後
の
便
り
が
あ
っ
た
の
は
、
今
年
の
正
月
だ
っ
た
。
あ
れ
か
ら
も
う
1

年
に
も
な
る
が
'
あ
の
手
紙
に
は
、
T
そ
ち
ら
は
元
気
か
。
自
分
は
元
気
で

い
る
。
今
年
の
暮
れ
に
は
'
ぜ
ひ
帰
り
た
い
。
」
と
手
短
に
召
い
て
あ
っ

た
O父

は
、
い
ま
'
ど
こ
で
、
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
.

そ
う
い
え
ば
、
父
が
こ
の
村
を
出
て
、
も
う
五
年
に
な
る
。
こ
の
五
年
の

問
に
'
村
の
様
子
も
か
な
り
変
わ
っ
た
。
川
向
こ
う
の
李
じ
い
さ
ん
が
亡
く

な
っ
た
し
、
隣
り
の
姐
さ
ん
と
こ
ろ
に
は
お
嫁
さ
ん
が
き
て
'
子
ど
も
も
生

ま
れ
た
し
、
山
の
ふ
も
と
の
張
さ
ん
の
家
は
焼
け
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
秋

祭
り
は
'
村
を
あ
げ
て
の
大
に
ぎ
わ
い
で
あ
る
が
、
今
年
は
日
で
り
で
作
物

の
で
き
が
悪
-
'
食
粒
に
も
困
っ
た
。

わ
が
家
も
変
わ
っ
て
き
た
。
父
が
い
な
く
な
っ
て
、
力
仕
事
は
僕
が
や
る

こ
と
に
な
っ
た
。
母
も
朝
早
く
か
ら
夜
遅
-
ま
で
へ
ま
っ
黒
に
な
っ
て
働
い

て
い
る
。
弟
や
妹
も
よ
-
働
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
へ
く
ら
し
は
決
し
て
楽

.
で
は
な
い
。
ク
税
金
が
高
い
の
だ
よ
″
と
、
母
は
こ
ぼ
し
て
い
る
。
そ
の
た

び
に
'
母
は
父
を
思
い
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
へ
父
の
年
も
四
七

歳
、
白
髪
も
だ
い
ぶ
増
え
た
だ
ろ
う
.

父
は
'
い
ま
、
ど
こ
で
、
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

母
の
こ
と
'
弟
の
こ
と
、
妹
の
こ
と
'
僕
の
こ
と
を
'
父
は
思
い
出
し
て

く
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
今
夜
は
、
父
の
こ
と
が
次
か
ら
次
へ
と
思
い
出
さ

れ
る
。
五
年
間
'
父
と
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
が
、
父
は
い
ま
'
僕
た
ち
の

生
活
が
少
し
で
も
楽
に
な
る
よ
う
に
と
'
大
切
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
と

思
う
。
僕
た
ち
家
族
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
村
の
人
々
、
国
の
人
々
の
生

活
が
少
し
で
も
楽
に
な
る
よ
う
に
と
'
大
切
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
と
思

ぅ
。
だ
か
ら
、
父
が
今
日
へ
柑
っ
て
こ
な
い
の
は
'
し
か
た
が
な
い
。
7
日

も
早
く
み
ん
な
の
生
活
が
菜
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

父
は
'
い
ま
'
ど
こ
で
'
何
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
雷
筒
は
'
父
が
詩
を
書
い
た
大
晦
日
の
夜
と
同
じ
時
刻
に
'
父
に
あ
て

て
雷
か
れ
て
い
る
。
「
父
は
、
い
空
へ
ど
こ
で
、
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
」

と
い
う
父
へ
の
丸
い
思
い
が
軸
に
な
っ
て
い
る
の
が
'
印
象
的
で
あ
る
。
村
や

わ
が
家
の
様
子
を
記
し
な
が
ら
'
自
分
が
し
っ
か
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決

意
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
父
と
離
れ
て
の
生
活
は
'
現
代
社
会
に
も
往

々
に
し
て
あ
る
こ
と
だ
し
、
こ
の
詩
の
場
合
、
比
較
的
容
易
に
作
中
の
人
物
と

重
な
り
あ
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

原
作
の
「
除
夜
作
」
の
制
作
時
期
や
こ
の
時
の
高
適
の
職
務
な
ど
が
不
明
で

あ
る
た
め
に
、
生
徒
は
「
五
年
間
へ
父
と
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
が
、
父
は
い

ま
'
僕
た
ち
の
生
活
が
少
し
で
も
楽
に
な
る
よ
う
に
と
'
大
切
な
仕
事
を
し
て

い
る
の
だ
と
思
う
。
」
と
創
作
し
て
い
る
の
は
、
や
む
を
得
な
い
。
当
時
の
風

俗
習
慣
が
も
っ
と
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
、
内
容
の
充
実
し
た
容
筒
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

五

第
三
学
期
は
'
第
六
単
冗
の
「
文
章
」
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
文
章
教
材
と
し
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て
選
ん
だ
の
は
'
論
と
し
て
韓
愈
の
「
雑
説
」
、
小
説
と
し
て
陳
玄
祐
の
「
離

魂
記
」
、
辞
と
し
て
屈
原
の
「
漁
父
辞
」
で
あ
る
。
な
お
、
柳
宗
元
の
「
捕
蛇

老
説
」
は
冬
期
休
暇
の
課
塀
で
あ
り
'
「
天
台
妄
誰
」
へ
自
店
易
の
「
与
微

之
容
」
、
沈
既
済
の
「
枕
中
記
」
は
発
堅
訊
讃
教
材
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
材

を
1
括
し
た
単
元
目
標
の
1
つ
に
'
「
後
日
談
・
校
杭
談
を
創
作
さ
せ
る
」
を
用

意
し
た
。
具
体
的
に
は
'
「
離
魂
記
」
を
と
り
あ
げ
て
'
本
文
の
途
中
ま
で
を

読
ま
せ
'
後
続
談
を
創
作
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

「
離
魂
記
」
は
、
宗
教
的
に
お
い
の
強
い
唐
代
の
伝
奇
小
説
で
あ
る
。
全
文

四
九
1
字
か
ら
な
る
短
編
で
'
生
徒
が
読
ん
だ
の
は
'
誘
き
出
し
の
「
天
授
三

年
」
か
ら
三
〇
九
宇
目
の
「
迷
供
帰
衡
州
」
ま
で
の
範
問
で
あ
る
。
こ
の
間
の

あ
ら
す
じ
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

張
錨
の
娘
の
倍
娘
と
'
い
と
こ
の
王
何
と
は
い
い
な
ず
け
で
'
成
長
す
る

に
つ
れ
て
互
い
に
思
い
あ
う
仲
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
へ
鎚
の
同
僚
の

中
の
有
能
な
役
人
が
'
伯
娘
を
嫁
に
ほ
し
い
と
言
っ
て
き
た
の
で
'
鎚
は
そ

れ
を
許
し
た
。
餌
は
こ
れ
を
恨
み
悲
し
み
へ
任
官
に
か
こ
つ
け
て
'
京
へ
上

っ
た
け
夜
半
へ
缶
は
岸
上
に
人
の
足
音
を
閃
き
へ
見
る
と
借
娘
で
あ
る
。
伍

は
大
い
に
喜
ん
で
と
も
に
鞘
へ
行
き
へ
五
年
間
滞
在
し
て
、
二
人
の
子
ど
も

を
も
う
け
た
。
し
か
し
'
惜
敗
の
両
親
を
慕
う
気
持
ち
と
'
両
親
を
見
捨
て

た
後
悔
の
念
と
は
日
増
し
に
強
ま
り
、
笛
は
妻
子
を
連
れ
て
、
錨
の
と
こ
ろ

に
帰
っ
て
き
た
。

さ
て
、
こ
の
続
き
話
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
字
数
に
は
制
限
は
な
く
、
五
〇

分
の
授
業
時
間
内
に
ま
と
め
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
次
に
示
す
の
は
そ
の
一

つ
で
あ
る
が
、
筋
雷
き
と
し
て
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
侶
娘
と
の
結
婚
を
約
束

さ
れ
た
鎚
の
同
僚
で
あ
る
有
能
な
役
人
が
'
王
宙
に
対
し
て
報
復
す
る
と
い

う
'
い
わ
ば
復
質
談
で
あ
る
。

l
・
H
さ
ん

故
郷
の
風
は
冷
た
か
っ
た
。
な
つ
か
し
い
家
は
堅
-
門
を
閉
ざ
し
'
か
つ

て
親
し
ん
だ
隣
人
た
ち
の
と
が
っ
た
祝
紋
が
'
彼
ら
を
ま
ご
つ
か
せ
た
。
声

も
な
く
泣
い
て
い
る
侶
娘
の
涙
に
あ
る
種
の
後
悔
が
混
じ
っ
て
い
る
こ
と

を
'
百
は
次
第
に
悟
っ
て
い
き
'
そ
の
こ
と
が
彼
を
惑
わ
せ
、
苦
し
め
'
か

つ
決
心
さ
せ
た
と
い
っ
て
い
い
。
彼
は
妻
子
を
と
ど
め
て
立
ち
あ
が
っ
た
。

彼
の
位
か
ら
脂
蹄
の
た
め
の
か
げ
り
が
消
え
た
。

ま
ず
へ
彼
の
訪
ね
た
の
は
'
あ
の
時
倍
娘
に
求
婚
し
た
擬
餌
の
同
腔
だ
っ

蝣
^
&
は
Y
r
.
蚊
¥
~
z
J
経
た
衷
情
で
t
^
i
c
J
迎
え
入
れ
て
　
っ
た
.

「
私
は
五
年
前
の
こ
と
を
こ
こ
で
取
り
あ
げ
て
慎
み
ご
と
を
言
う
つ
も
り

は
な
い
o
今
私
に
言
え
る
の
は
少
な
く
と
も
、
君
が
も
う
少
し
早
く
柑
っ

て
い
れ
ば
'
事
態
は
か
な
り
菜
だ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
」
わ

け
を
尋
ね
る
と
'

「
悲
嘆
に
く
れ
て
床
に
つ
い
て
お
ら
れ
た
張
錨
夫
人
が
亡
く
な
ら
れ
た
の

は
'
つ
い
半
年
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
っ
た
よ
。
」

と
苧
見
る
O
何
は
一
瞬
だ
然
と
し
た
が
'
や
が
て
:
n
i
を
こ
ぼ
し
な
が
ら
語
っ

i
r

「
私
は
五
年
前
、
わ
が
愛
を
貫
い
た
つ
も
り
で
楽
観
し
て
い
ま
し
た
。
け

れ
ど
も
へ
現
に
貴
方
を
傷
つ
け
へ
ま
た
故
郷
も
捨
て
き
れ
ず
に
'
中
途
半

端
な
心
持
ち
で
こ
う
し
て
帰
郷
し
、
か
つ
ま
た
今
、
私
の
身
勝
手
が
l
人

の
人
の
命
を
奪
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
私
に
ど
う
し
て

『
愛
』
云
々
と
語
れ
ま
し
ょ
う
か
。
私
に
で
き
る
こ
と
は
'
お
わ
び
申
し

あ
げ
る
こ
と
だ
け
で
す
。
」
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こ
う
し
て
百
は
'
も
は
や
こ
の
ま
ま
こ
の
地
に
永
住
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
こ
と
を
察
し
'
決
意
を
固
く
し
た
の
だ
っ
た
。

市
は
次
に
へ
も
っ
と
も
倍
額
す
べ
き
旧
友
の
家
を
訪
ね
た
。
友
は
事
の
次

第
を
知
っ
て
い
て
、
温
か
く
宙
を
迎
え
て
言
っ
た
。

「
君
の
陸
を
見
て
安
心
し
た
.
君
は
変
わ
っ
て
い
な
い
O
」

路
は
ロ
を
開
い
た
。
'

「
私
は
君
の
変
わ
ら
ぬ
友
情
に
感
謝
し
た
い
O
　
こ
の
よ
う
な
梯
子
で
は
'

私
が
衡
州
に
住
む
こ
と
は
か
な
う
ま
い
。
し
か
し
、
こ
こ
を
去
る
前
に
へ

ど
う
し
て
も
父
張
錨
と
話
し
た
い
の
だ
。
」

し
ば
し
の
後
へ
友
は
答
え
た
。

「
よ
か
ろ
う
'
三
旦
二
晩
、
君
の
妻
子
三
人
を
私
が
預
か
る
。
し
か
し
、

父
君
の
御
心
を
解
-
こ
と
は
私
に
は
で
き
な
い
。
」

こ
う
し
て
宙
は
1
人
張
鎚
の
家
の
門
前
に
'
祈
る
よ
う
に
坐
り
続
け
た
o

そ
し
て
と
う
と
う
三
日
目
の
朝
、
隣
人
た
ち
の
冷
た
い
視
線
が
や
わ
ら
ぎ
'

そ
の
中
の
あ
る
者
の
と
り
な
し
で
、
そ
の
夕
方
、
張
家
の
門
が
開
か
れ
た
の

で
洩
る
。
広
い
邸
は
ひ
っ
そ
り
と
静
か
で
昔
を
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
張
錨

は
奥
の
座
敷
に
1
人
正
座
し
て
い
た
。
宙
は
対
座
し
た
。
1
時
の
沈
黙
が
流

れ
た
後
へ
張
鎧
は
そ
っ
と
立
ち
あ
が
り
、
縁
に
向
か
っ
て
今
上
が
っ
た
ば
か

り
の
満
月
を
な
が
め
な
が
ら
、
お
も
む
ろ
に
言
っ
た
。

「
も
し
-
-
も
し
も
'
今
日
の
う
ち
に
隣
人
の
誰
も
と
り
な
し
に
釆
な
け

・
れ
ば
、
私
は
自
ら
門
を
閃
-
つ
も
り
だ
っ
た
。
」

t
E
i
が
は
っ
と
し
て
顔
を
あ
げ
る
と
、
静
か
な
月
光
を
浴
び
て
寂
し
-
微
笑

す
る
父
の
横
訳
が
'
美
し
く
か
す
ん
で
目
に
映
っ
た
。

こ
の
後
続
談
は
、
文
環
構
成
・
表
現
技
巧
・
叙
述
の
面
か
ら
み
る
と
'
水
準

以
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
故
郷
の
風
は
冷
た
か
っ
た
。
」
と
い
う
書
き
出
し

は
'
以
下
の
展
開
を
端
的
に
象
徴
し
て
お
り
、
同
様
に
'
「
今
上
が
っ
た
ば
か

り
の
満
月
を
な
が
め
な
が
ら
'
お
も
む
ろ
に
言
っ
た
。
」
と
い
う
雷
き
お
さ
め

も
き
わ
め
て
象
徴
的
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
「
も
っ
と
も
信
輯
す
べ
き
旧
友
の

家
を
訪
」
ね
'
解
決
の
緒
を
兄
い
出
そ
う
と
し
た
発
想
は
巧
み
で
あ
る
。

右
の
後
続
談
は
、
1
つ
の
完
成
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
最
大
の
難
点
は
、

局
名
の
「
離
魂
記
」
か
ら
離
れ
へ
　
「
離
魂
記
」
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
題
名
に
注
目
し
、
後
続
談
の
中
で
こ
れ
を
展
開
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
実
は
こ
こ
に
、
後
続
談
を
苔
-
ね
ら
い
が
す
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。し

か
し
'
現
代
の
高
校
生
に
、
唐
代
伝
奇
小
説
の
か
ら
-
り
を
発
見
さ
せ
る

こ
と
は
'
無
理
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
倍
娘
の
魂
と
塊
と
が
離
れ
た
こ
と
を

喧
ホ
す
る
文
が
'
三
〇
九
字
の
中
に
「
夜
方
半
、
笛
不
探
。
忽
聞
岸
上
有
1

人
。
行
声
甚
速
、
須
火
至
船
。
問
之
乃
侶
娘
徒
行
銑
足
而
至
O
」
と
あ
る
の
を

見
破
っ
た
生
徒
は
'
皆
無
で
あ
っ
た
。

生
徒
の
書
い
た
後
続
談
の
1
つ
1
つ
を
'
原
作
「
離
魂
記
」
の
「
既
至
、
市

独
身
先
至
錨
。
」
以
下
「
故
記
之
。
」
ま
で
の
一
八
二
字
の
内
容
と
比
較
対
照
さ

せ
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
中
国
伝
奇
小
説
の
「
奇
」
の
意
外
性
を
理
解
さ
せ
る
こ

と
も
ま
た
、
後
続
談
を
書
く
こ
と
の
ね
ら
い
で
も
あ
っ
た
。

六

学
年
末
の
雷
-
こ
と
の
指
導
の
最
終
は
'
漠
作
文
で
あ
る
。
題
目
は
n
由
、

字
数
は
二
〇
〇
字
前
後
'
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
つ
け
て
提
出
す
る
。
漠
作
文

を
提
出
さ
せ
る
ね
ら
い
は
、
洪
文
法
の
さ
き
ざ
ま
な
約
束
ご
と
に
則
っ
て
'
自
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分
の
気
持
ち
を
表
現
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
い
わ
ば
一
年
間
の
洪
文
学
習
の

総
仕
上
げ
で
あ
る
。
次
に
、
二
筋
紹
介
す
る
。

行
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学
習
し
は
じ
め
て
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時
間
ば
か
り
、
し
か
も
は
じ
め
て
の
洪
作
文

に
し
て
は
、
良
好
の
で
き
は
え
と
い
え
よ
う
。
有
・
錐
・
不
能
・
於
・
所
以
・

夫
・
而
・
毎
な
ど
の
語
は
正
し
く
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
須
の
再
読
文
字
を
は

じ
め
、
使
役
形
・
受
身
形
・
反
語
形
・
仮
定
形
な
ど
多
-
の
句
法
も
恐
れ
ず
に

意
欲
的
に
用
い
て
い
る
。
ま
た
'
話
題
も
日
常
生
活
に
取
材
し
た
り
'
歴
史
上

の
人
物
に
求
め
た
り
、
豊
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
送
り
が
な
や
返
り
点
の
つ
け
方
へ
あ
る
い
は
漢
字
の
用

法
、
文
構
造
、
句
法
等
'
掠
削
す
べ
き
点
は
残
さ
れ
て
い
る
。
生
徒
た
ち
は
実

作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
こ
れ
ら
の
問
頂
点
を
改
め
て
発
見
し
、
苦
し
み
な
が

ら
宙
き
あ
げ
た
洪
作
文
に
大
き
な
意
義
を
兄
い
だ
し
て
い
る
。
生
徒
の
意
志
は

で
き
る
だ
け
等
重
し
t
r
文
構
造
・
送
り
が
な
・
返
り
点
を
中
心
に
し
て
手
を
入

れ
'
生
徒
に
返
却
し
た
。
「
独
日
曹
」
は
'
次
の
よ
う
に
な
っ
て
'
生
徒
の
手

に
渡
っ
た
。
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七

漢
文
が
国
語
科
の
1
科
目
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
'
国
語
の
力
を
養
成
す
る

科
目
で
あ
る
な
ら
ば
、
漢
文
も
容
く
こ
と
の
餌
域
を
担
当
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

時
間
数
の
不
足
を
嘆
く
こ
と
に
終
始
せ
ず
、
少
な
い
時
間
数
の
中
で
'
試
行
錯

誤
し
な
が
ら
、
そ
の
道
を
切
り
開
い
て
い
か
ね
は
な
る
ま
い
。
こ
こ
に
報
告
し

た
内
容
は
、
高
ま
り
に
陳
腐
で
未
熟
す
ぎ
、
1
笑
に
付
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

が
'
書
く
こ
と
の
学
習
指
導
を
洪
文
教
育
の
中
に
'
明
確
に
位
置
づ
け
た
い
と

い
う
願
い
か
ら
、
あ
え
て
こ
こ
に
記
し
た
。

な
お
、
本
稿
に
記
し
た
内
容
は
'
漢
文
を
は
じ
め
て
履
修
し
た
高
校
二
年
生
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