
１
．
は
じ
め
に

　「
現
在
、
漢
文
教
育
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。」
─
─
私
の
修
士
論

文
『
漢
詩
に
お
け
る
学
習
者
の
〈
読
み
〉
に
関
す
る
研
究
』
の
冒
頭
に
は
、
そ

う
書
い
て
あ
る
。

　
教
職
十
二
年
目
の
今
、
何
も
知
ら
な
か
っ
た
学
生
当
時
の
何
と
も
言
え
な
い

切
迫
し
た
気
持
ち
を
振
り
返
り
、
恥
ず
か
し
く
も
あ
り
ま
た
可
笑
し
く
も
あ
る

の
だ
が
、
こ
の
「
危
機
的
状
況
」
自
体
は
当
時
の
私
の
把
握
と
は
全
く
違
っ
た

意
味
で
、
実
は
よ
り
深
ま
っ
て
い
る
。
あ
る
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
漢
文
は
も

は
や
、
必
要
が
な
け
れ
ば
学
ば
な
く
て
も
い
い
科
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
一
方
で
、
あ
る
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
、
勉
強
せ
ざ
る
を
得
な
い
科
目
で
あ

る
。
そ
れ
も
外
側
の
大
き
な
力
─
─
制
度
や
受
験
─
─
に
支
え
ら
れ
て
。

　
今
回
の
協
議
会
の
お
話
を
頂
き
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
を
検
討
し
て
み
て
、

小
学
校
や
中
学
校
で
は
、
今
よ
り
も
っ
と
漢
文
を
読
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
っ
た
。
高
校
現
場
は
、
限
ら
れ
た
時
間
数
の
中
で
、
学
習
者
の
／
社
会
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
な
が
ら
、
漢
文
の
授
業
の
何
を
ど
う
変
え
て
い
け
ば
い
い
の
だ

ろ
う
か
。
私
の
拙
い
実
践
を
交
え
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
試
み
て
き
た
こ
と
を
述

べ
て
み
た
い
。

２
．
現
実
問
題
と
し
て
の
漢
文
の
居
場
所

機

機

機

　
現
行
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、『
国
語
の
う
ち
「
国
語
表
現
Ⅰ
」
及
び

「
国
語
総
合
」
の
う
ち
か
ら
１
科
目
』
が
必
修
科
目
で
あ
る
。
多
く
の
学
校
で

「
国
語
総
合
」
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
ま
れ
、
あ
と
は
学
校
の
実
態
に
応
じ
て

「
国
語
表
現
」
や
「
現
代
文
」「
古
典
」「
古
典
講
読
」
が
組
ま
れ
て
い
る
。

　
実
態
と
し
て
「
国
語
総
合
」
で
触
れ
た
漢
文
が
高
校
最
後
と
い
う
生
徒
は
多

く
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
、
進
学
校
に
お
い
て
は
二
年
次
か
ら
も
「
現
代

文
」・「
古
典
（
古
典
講
読
）」
と
い
う
ペ
ア
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ

で
の
漢
文
は
制
度
的
に
、
セ
ン
タ
ー
試
験
や
個
別
二
次
試
験
の
た
め
と
い
う
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
漢
文

は
供
科
挙
僑
化
し
て
い
る
。
ま
た
「
古
典
」
は
古
文
と
漢
文
の
両
方
を
授
業
内

容
と
す
る
が
、
少
な
く
と
も
私
の
経
験
で
は
、
時
間
的
な
割
合
は
２
対
１
で
漢

文
の
方
が
少
な
い
。
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【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
・
研
究
協
議
】
２

５１

表
現
す
る
こ
と
で
〈
読
む
こ
と
〉
を
深
め
る
漢
文
の
授
業
の
試
み

北
　
崎
　
貴
　
寛



　
こ
の
よ
う
に
、
漢
文
の
授
業
は
制
度
的
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
特
に
進
学
校

で
は
「
当
然
勉
強
す
べ
き
科
目
」
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
テ
ス
ト
や
入
試
に
出

る
か
ら
と
い
う
、
い
わ
ば
再
現
性
期
待
の
下
に
、
重
要
語
句
の
確
認
・
句
法
の

確
認
・
現
代
語
訳
・
何
ら
か
の
解
釈
（
登
場
人
物
の
心
情
を
考
え
る
、
等
）
を

行
う
授
業
は
、
昔
も
今
も
、
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ぬ
漢
文
の
授
業
風
景
な
の
で

は
な
い
か
。

　
新
学
習
指
導
要
領
で
は
よ
り
高
次
な
学
習
を
期
待
さ
れ
る
高
校
漢
文
学
習
で

あ
る
が
、
そ
の
「
高
み
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
幸
い
に
も
「
淘
汰
さ
れ
な
か
っ
た
」
漢
文
の
授
業
が
何
に
支

え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
た
と
き
、
や
は
り
我
々
は
、「
入
試
に
役
立
つ
授

業
」
と
い
う
需
要
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
漢
文
の
授
業
に
お
け
る
「
高
み
」
と
は
何
か
。
漢
文
を
読
む
こ
と
に
は
大
き

な
価
値
が
あ
る
と
思
う
。
言
語
の
壁
を
乗
り
越
え
て
辿
り
着
い
た
と
こ
ろ
に
は
、

人
間
の
真
実
や
不
易
と
流
行
が
さ
ま
ざ
ま
に
描
か
れ
て
い
る
。
広
く
深
く
自
己

や
人
生
を
考
え
、
現
代
社
会
を
見
直
す
視
点
を
得
る
の
に
適
し
て
い
る
。（
し
か

し
た
だ
読
ま
せ
る
だ
け
で
、
心
性
の
陶
冶
が
行
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
学
力
観

に
は
甘
さ
を
感
じ
る
。
学
習
者
達
に
さ
ら
り
と
そ
の
場
を
し
の
が
れ
、
テ
ス
ト

で
ほ
ど
ほ
ど
の
点
を
取
っ
た
あ
と
忘
却
さ
れ
る
の
が
オ
チ
で
あ
る
。）
着
実
に

供
役
立
つ
力
僑
を
身
に
つ
け
さ
せ
な
が
ら
、「
高
み
」
に
到
達
す
る
こ
と
は
可
能

な
の
か
。

　
そ
の
解
決
の
た
め
に
、
今
後
の
漢
文
教
育
の
課
題
と
し
て
私
が
考
え
る
の
は
、

Ａ
　
時
代
の
要
請
に
耐
え
う
る
新
し
い
漢
文
教
材
の
開
発
。
特
に
地
域
教
材
を

中
心
と
し
た
日
本
漢
文
の
発
掘
（
新
指
導
要
領
に
明
記
さ
れ
て
い
る
）。

Ｂ
　
漢
文
に
お
け
る
学
力
観
の
と
ら
え
直
し
。

Ｃ
　
一
時
間
一
時
間
の
授
業
の
改
善
。

Ｃ
─
①
思
考
力
を
賦
活
す
る
た
め
に
、
い
か
に
し
て
学
習
意
欲
を
引
き
出
す

か
。

Ｃ
─
②
〈
権
威
的
解
釈
域
〉
か
ら
脱
し
、
い
か
に
し
て
主
体
的
読
者
を
育
て

る
か
。

Ｃ
─
③
学
び
あ
う
共
同
体
と
し
て
の
学
習
集
団
を
ど
の
よ
う
に
形
成
し
て
い

く
か
。

Ｃ
─
④
受
験
に
対
応
で
き
る
力
を
ど
の
よ
う
に
育
成
す
る
の
か
。

の
三
点
で
あ
る
。
今
回
は
課
題
Ｃ
の
み
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

３
．
こ
れ
か
ら
の
漢
文
の
授
業
に
つ
い
て

─
─
提
案
の
趣
旨

　
こ
れ
か
ら
の
「
漢
文
を
読
む
」
授
業
は
、
あ
く
ま
で
も
「
読
む
力
」
の
向
上

を
第
一
に
目
指
し
、
そ
の
た
め
に
も
「
読
む
」
と
い
う
枠
を
越
え
て
展
開
し
て

い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
回
は
課
題
Ｃ
「
一
時
間
一
時
間
の
授
業
の
改

善
」
の
一
案
と
し
て
、「
読
解
か
ら
表
現
へ
」
と
い
う
観
点
の
も
と
、
次
の
二
点

を
提
案
し
た
い
。

①
現
代
語
訳
と
解
釈
の
違
い
に
気
づ
か
せ
、
よ
り
高
次
の
〈
読
み
〉
の
世
界
を

志
向
さ
せ
る
こ
と
。

②
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
文
テ
ク
ス
ト
を
読
者
た
る
学
習
者
の
も
の
に
さ
せ

る
こ
と
。

　
生
徒
は
現
代
語
訳
を
し
て
欲
し
が
る
。
そ
の
理
由
も
よ
く
わ
か
る
。
し
か
し

多
く
の
授
業
に
お
い
て
、
本
来
手
段
で
あ
る
は
ず
の
現
代
語
訳
が
目
的
化
し
て
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し
ま
っ
て
い
る
。
よ
り
深
い
〈
読
み
〉
の
世
界
、
そ
れ
も
漢
文
な
ら
で
は
の
世

界
を
開
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
現
代
語
訳
よ
り
も
さ
ら

に
上
位
の
〈
読
み
〉
の
世
界
を
立
ち
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

大
学
入
試
に
お
い
て
も
必
要
な
力
で
あ
る
。

　
も
し
〈
読
み
〉
の
世
界
を
開
く
こ
と
が
出
来
て
も
、
次
に
〈
読
み
〉
の
妥
当

性
の
問
題
が
出
て
く
る
。
文
学
テ
ク
ス
ト
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
時
・
場
で
解

釈
さ
れ
る
う
ち
に
、
妥
当
な
〈
読
み
〉
の
範
疇
が
生
成
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
で

は
〈
権
威
的
解 

と
呼
ぶ
。
読
者
と
し
て
の
私
た
ち
は
、
読
む
以
前
か
ら
、

自
分
以
上
に
妥
当
な
〈
読
み
〉
が
こ
の
世
に
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

例
え
ば
学
習
者
に
と
っ
て
は
教
師
の
読
み
で
あ
り
、
教
師
に
と
っ
て
は
先
行
研

究
書
な
ど
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
教
室
と
い
う
制
度
の
中
、
文
学
テ
ク
ス

ト
は
「
す
で
に
誰
か
に
よ
っ
て
対
話
の
終
え
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
受
け
取
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
漢
文
の
場
合
に
は
特
に
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
意
識
し
て
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
〈
権
威
的
解
釈
域
〉
に

落
ち
着
く
よ
う
授
業
を
組
み
立
て
る
傾
向
が
あ
る
。
学
習
者
た
ち
は
教
師
の
懐

に
あ
る
そ
れ
を
「
答
え
」
と
呼
ぶ
。「
答
え
」
を
探
し
回
る
授
業
が
誰
に
と
っ
て

も
面
白
い
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
は
も
は
や
文
学
の
授
業
で
は
な
く
、
最
も
大
切

な
学
習
意
欲
や
、
知
的
好
奇
心
を
も
喪
失
さ
せ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
私
自
身

も
〈
権
威
的
解
釈
域
〉
と
、「
文
学
の
授
業
と
し
て
の
漢
文
」
の
狭
間
で
常
に
揺

れ
動
い
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
妥
当
に
見
え
る
「
答
え
」
を
探
す
こ
と
に
終
始

し
な
い
、
主
体
的
な
漢
文
の
読
者
を
育
て
る
た
め
に
は
、〈
権
威
的
解
釈
域
〉
を

意
識
さ
せ
な
い
授
業
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
私
た
ち
の
指
導
評
価
言
も

ま
た
学
習
者
に
と
っ
て
は
一
つ
の
権
威
で
あ
る
こ
と
を
常
に
意
識
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。

釈
域
〉

（
注
１
）

　
こ
の
問
題
の
解
決
を
目
指
し
、
現
在
私
は
「
読
解
か
ら
表
現
へ
」
を
テ
ー
マ

に
少
し
ず
つ
授
業
実
践
を
試
み
て 

国
語
教
育
の
歴
史
上
、
何
度
も
指
摘

さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
読
む
こ
と
」
は
多
様
な
言
語
活
動
を
織
り
込

み
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
ほ
う
が
深
ま
り
を
見
せ
る
。
読
解
と
表
現
は
相
互
補

完
の
関
係
に
あ
る
。
言
葉
を
丹
念
に
読
ん
で
理
解
し
、
理
解
し
た
こ
と
を
表
現

す
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
表
現
は
〈
読
み
〉
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
来

て
、
さ
ら
に
〈
読
み
〉
を
深
め
て
い
く
。

　
先
の
問
題
点
と
の
か
か
わ
り
で
言
え
ば
、
表
現
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
テ
ク

ス
ト
（T

exture

 
      

＝
織
物
）
を
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
表
現
す
る
こ

と
が
読
者
を
意
味
受
容
者
か
ら
意
味
創
出
者
に
シ
フ
ト
さ
せ
、〈
権
威
的
解
釈

域
〉
か
ら
解
放
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
「
答
え
」
を
探
し
回
る
授
業
と

は
別
の
も
の
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
交
流
に
よ
っ
て
学
習
集
団
も
育
っ
て
い

き
や
す
い
。
さ
ら
に
、
自
分
が
考
え
、
表
現
し
た
も
の
が
他
者
に
よ
っ
て
評
価

さ
れ
る
こ
と
で
学
習
意
欲
が
喚
起
さ
れ
、
思
考
を
深
め
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　
表
現
す
る
こ
と
は
、
読
者
の
内
部
で
確
か
に
起
き
て
い
る
は
ず
の
現
象
を
形

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
読
者
は
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
考
察
し
、
語
り

手
や
登
場
人
物
と
内
的
に
対
話
し
な
が
ら
、
認
識
を
変
容
さ
せ
た
り
補
強
し
た

り
す
る
。
そ
の
点
で
、「
読
む
こ
と
」
は
心
性
の
発
達
に
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
を
表
現
す
る
＝
形
に
す
る
機
会
が
な
け
れ
ば
、
自
分

の
な
か
の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
ま
た
形
に
す
る
こ
と
で
他
の
読
者
と
の
交
流
が
可
能
に
も
な
る
。
交
流
が
ま

た
認
識
に
変
容
を
も
た
ら
し
て
い
く
。「
読
む
こ
と
」
が
閉
じ
た
も
の
で
は
な
く

開
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
た
め
に
、
表
現
活
動
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

い
る
。

（
注
２
）
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４
．
実
践
例
①
史
記
「
天
道
は
是
か
非
か
」

─
─
現
代
語
訳
を
越
え
る
〈
読
み
〉
の
世
界
を
目
指
す

①
実
践
時
期
　
二
〇
〇
八
年
十
一
月

②
実
践
校
　
大
分
県
立
大
分
上
野
丘
高
等
学
校

③
対
象
学
年
　
二
年
生

④
教
　
　
材
　
司
馬
遷
『
史
記
』
伯
夷
列
伝
第
一
、
吉
川
幸
次
郎
「
常
識
へ
の

反
抗
　
司
馬
遷
『
史
記
』
の
立
場
」

⑤
単
元
の
目
標

１
．「
語
り
」
に
着
目
し
、
ど
の
よ
う
な
語
り
手
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
、
ど

の
よ
う
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
何
故
か
を
読
み
取
る
こ

と
で
、
語
り
手
と
内
的
に
対
話
す
る
と
と
も
に
、
表
現
す
る
こ
と
で
思
考
を

深
め
る
。

２
．
漢
字
の
機
能
を
理
解
し
、
現
代
語
訳
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
よ
り
深
く

解
釈
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
む
。

⑥
指
導
の
立
場

　
大
分
上
野
丘
高
校
は
大
分
市
の
進
学
校
で
あ
る
。
東
京
大
・
九
州
大
等
へ
の

高
い
進
学
目
標
を
持
っ
て
い
る
学
習
者
が
多
く
、
授
業
態
度
は
積
極
的
で
あ
る
。

漢
文
の
読
解
に
関
し
て
は
、
白
文
読
み
の
成
果
も
あ
っ
て
基
礎
は
身
に
付
き
つ

つ
あ
る
が
、
現
代
語
訳
以
上
の
解
釈
の
レ
ベ
ル
に
は
到
達
で
き
な
い
者
が
多
い
。

ま
た
表
現
に
関
し
て
は
、「
自
分
の
意
見
」
を
書
く
こ
と
は
比
較
的
で
き
る
が
、

展
開
の
論
理
性
や
広
が
り
に
乏
し
い
。
ま
た
設
問
の
要
求
に
き
ち
ん
と
答
え
ら

れ
る
者
は
多
く
は
な
い
。

　
設
問
の
要
求
に
応
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
問
い
と
し
っ
か
り
対
話
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
だ
。
国
公
立
大
学
の
二
次
試
験
に
対
応
す
る
力
を
も
視
野
に
入
れ

た
と
き
、
漢
文
の
指
導
に
お
い
て
は
、
現
代
語
訳
の
レ
ベ
ル
の
問
い
な
の
か
、

解
釈
の
レ
ベ
ル
の
問
い
な
の
か
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
、
教
材
は
『
史
記
』
伯
夷
列
伝
を
選
ん
だ
。
伯
夷
列

伝
は
、
列
伝
七
十
巻
の
冒
頭
に
位
置
す
る
。
伯
夷
・
叔
斉
の
列
伝
で
あ
り
な
が

ら
、
そ
の
生
涯
の
叙
述
は
四
分
の
一
に
過
ぎ
ず
、
大
半
が
語
り
手
・
司
馬
遷
の

感
懐
や
議
論
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
修
辞
や
句
法
、
論
理
展
開
を
読
み
取
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
語
り
」
の
位
相
を
と
ら
え
る
な
ど
、
読
解
力
の
育
成
に
資
す
る

こ
と
の
で
き
る
教
材
で
あ
る
。
特
に
「
天
道
は
是
か
非
か
」
を
は
じ
め
と
す
る

四
つ
の
疑
問
文
は
、
疑
問
文
で
あ
り
な
が
ら
語
り
手
の
懊
悩
と
憤
慨
が
滲
ん
で

お
り
、
現
代
語
訳
と
解
釈
の
違
い
を
理
解
さ
せ
る
の
に
も
適
当
な
教
材
で
あ
る
。

ま
た
不
条
理
へ
の
憤
慨
は
誰
し
も
抱
い
た
こ
と
の
あ
る
感
情
で
あ
ろ
う
し
、
そ

の
点
で
表
現
活
動
に
も
つ
な
げ
や
す
い
。

　
読
解
に
お
い
て
は
、
現
代
語
訳
と
解
釈
の
違
い
を
意
識
さ
せ
、
司
馬
遷
の
天

道
へ
の
憤
慨
を
読
み
取
ら
せ
、
司
馬
遷
の
人
生
と
重
ね
る
こ
と
で
さ
ら
に
深
め

さ
せ
た
い
。
こ
う
し
た
活
動
を
表
現
活
動
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
読
解
─
表
現

間
の
相
互
作
用
を
ね
ら
い
た
い
。
具
体
的
に
は
「
天
道
は
是
か
非
か
」
と
い
う

司
馬
遷
の
問
い
に
、
自
分
な
り
の
回
答
を
出
さ
せ
て
み
た
い
。

⑦
学
習
計
画
（
五
時
間
）

　
第
一
時
　『
史
記
』
伯
夷
列
伝
「
餓
ゑ
て
首
陽
山
に
死
す
（
前
半
）」
の
読
解
。

伯
夷
・
叔
斉
が
武
王
を
諫
め
た
内
容
と
そ
の
理
由
を
読
み
取
る
。

　
第
二
時
　『
史
記
』
伯
夷
列
伝
「
餓
ゑ
て
首
陽
山
に
死
す
（
後
半
）」
の
読
解
。

詩
の
内
容
と
伯
夷
・
叔
斉
が
餓
死
し
た
理
由
を
読
み
取
る
。
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第
三
時
　『
史
記
』
伯
夷
列
伝
「
天
道
は
是
か
非
か
（
前
半
）」
の
読
解
。
伯

夷
・
叔
斉
等
に
託
し
て
語
ら
れ
る
筆
者
・
司
馬
遷
の
憤
慨
を
、
疑
問
形
を
軸
に

読
み
取
る
。

　
第
四
時
　『
史
記
』
伯
夷
列
伝
「
天
道
は
是
か
非
か
（
後
半
）」
の
読
解
。
伯

夷
列
伝
の
ま
と
め
と
し
て
吉
川
幸
次
郎
「
常
識
へ
の
反
抗
　
司
馬
遷
『
史
記
』

の
立
場
」
を
読
む
。

　
第
五
時
　
現
代
語
訳
の
確
認
。
伯
夷
列
伝
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た

こ
と
を
、
自
身
の
生
活
に
引
き
つ
け
て
書
く
。

⑧
授
業
の
実
際

【
第
三
時
の
場
合
】

本
時
の
目
標

１
．「
天
道
是
邪
非
邪
」
に
お
け
る
三
つ
の
疑
問
形
を
軸
と
し
て
、
語
り
手
・
司

馬
遷
が
、
疑
問
の
形
を
取
り
な
が
ら
天
道
へ
の
憤
慨
を
表
し
て
い
る
こ
と
を

読
み
取
る
。【
読
む
能
力
】

２
．「
邪
・
哉
・
乎
」
の
使
い
分
け
を
学
び
、
疑
問
の
強
弱
を
意
識
し
な
が
ら
現

代
語
訳
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
よ
り
高
次
な
解
釈
を
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を

身
に
つ
け
る
。【
意
欲
・
態
度
】【
知
識
・
理
解
】

─　　─１１１

学
　
習
　
活
　
動

１
　
白
文
タ
イ
ム
ト
ラ
イ
ア
ル

２
　
課
題
の
設
定

学
　
習
　
指
　
導

○
授
業
範
囲
の
白
文
読
み
を
す
る
。

○
本
時
の
学
習
目
標
を
告
げ
る
。
列
伝
七

十
の
一
覧
表
を
掲
示
し
、
前
時
ま
で
読

ん
で
き
た
伯
夷
列
伝
が
第
一
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
に
着
目
さ
せ
る
。

○
四
つ
の
疑
問
文
に
着
目
し
、
現
代
語
訳

３
　
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
に

つ
い
て
整
理
し
、
司
馬
遷
の

意
図
を
考
え
る
。

４
　
疑
問
形
に
も
強
弱
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
か
せ
、
疑
問
文

か
ら
語
り
手
の
真
意
を
探
る
。

５
　
ま
と
め
と
次
時
予
告

を
さ
せ
る
。

○
老
子
の
言
葉
を
取
り
上
げ
、
善
人
・
悪

人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
を
整

理
す
る
。

○
伯
夷
叔
斉
・
顔
回
・
盗
蹠
の
生
涯
を
資

料
で
確
認
す
る
。

○
疑
問
文
①
に
お
け
る
司
馬
遷
の
立
場
を

考
え
さ
せ
る
。
伯
夷
叔
斉
に
つ
い
て
、

前
時
の
想
起
。

○
顔
回
に
つ
い
て
は
『
論
語
』
を
抜
粋
し

た
資
料
を
用
い
て
補
足
し
、
盗
蹠
に
つ

い
て
は
『
荘
子
』
を
抜
粋
し
た
資
料
を

用
い
て
補
足
す
る
。

○
司
馬
遷
が
こ
れ
ら
の
人
物
を
挙
げ
た
意

図
を
考
え
さ
せ
る
。

○
終
助
詞
「
邪
」「
哉
」「
乎
」
の
用
法
か

ら
、
疑
問
の
終
助
字
の
解
釈
上
の
区
別

を
導
き
出
さ
せ
る
。【
資
料
※
文
書
末
】

配
布
。

○
疑
問
文
①
②
③
に
つ
い
て
、
解
釈
を
ふ

ま
え
た
現
代
語
訳
を
ノ
ー
ト
に
書
か
せ

る
。
周
囲
と
話
し
合
わ
せ
、
発
表
さ
せ

る
。

○
三
つ
の
疑
問
文
は
単
な
る
疑
問
で
は
な

く
、
司
馬
遷
の
天
道
へ
の
憤
慨
が
表
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
回
は

「
天
道
」
に
つ
い
て
考
え
、
疑
問
文
④

を
解
釈
す
る
こ
と
を
予
告
す
る
。



　「
綺
羅
星
の
ご
と
き
英
傑
た
ち
が
並
ぶ
七
十
の
列
伝
の
中
で
、
な
ぜ
こ
ん
な
地

味
な
生
涯
を
送
っ
た
伯
夷
叔
斉
の
列
伝
が
第
一
に
置
か
れ
た
の
か
？
」
と
い
う

問
題
提
起
か
ら
始
ま
っ
た
第
三
時
は
、
特
に
疑
問
文
①
「
若
伯
夷
叔
斉
可
謂
善

人
者
非
邪
（
伯
夷
叔
斉
の
若
き
は
、
善
人
と
謂
ふ
べ
き
者
か
、
非
か
）。」
に
着

目
さ
せ
た
。
ま
ず
現
代
語
訳
を
し
、「
こ
の
文
は
た
だ
そ
れ
だ
け
な
の
か
？
」
と

揺
さ
ぶ
り
、
語
り
手
の
真
意
を
探
ら
せ
る
た
め
に
、
登
場
人
物
（
伯
夷
叔
斉
・

顔
回
・
盗
蹠
）
の
生
涯
を
確
認
さ
せ
た
。
善
人
で
あ
り
な
が
ら
夭
逝
し
た
伯
夷

叔
斉
・
顔
回
と
、
大
悪
党
で
あ
り
な
が
ら
天
寿
を
全
う
し
た
盗
蹠
と
い
う
分
か

り
や
す
い
対
比
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
【
資
料
】
の
用
例
か
ら
、
少
な
く
と
も
『
史
記
』
に
お
い
て
は
終
助

詞
「
邪
」「
哉
」「
乎
」
の
用
法
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

「
邪
」
に
疑
問
の
意
味
は
薄
く
、
語
り
手
の
中
に
既
に
答
え
が
出
て
い
る
と
き
に

使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
を
疑
問
文
①
に
応
用
し
、
解
釈
を
ふ
ま
え
た
現

代
語
訳
を
考
え
さ
せ
、
各
自
の
ノ
ー
ト
に
表
現
さ
せ
、
発
表
さ
せ
た
。
安
易
に

反
語
形
で
解
釈
し
て
い
る
者
が
割
合
多
く
、「
句
法
は
あ
く
ま
で
も
疑
問
形
な
の

だ
か
ら
そ
れ
を
活
か
す
べ
き
だ
」
と
い
う
指
摘
を
し
た
。

　
最
後
に
こ
の
授
業
の
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
と
し
て
、
新
釈
漢
文
大
系
の
解
釈

「
伯
夷
叔
斉
な
ど
は
善
人
と
い
う
べ
き
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
善
人
で
は
な

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

い
と
い
う
の
か

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

ؽ

（
傍
点
は
稿
者
）」
を
紹
介
し
た
。

５
．
実
践
例
②
漢
詩
の
訳
詩
作
り
─
─
テ
ク
ス
ト
の

リ
ラ
イ
ト
を
通
し
て
自
己
の
〈
読
み
〉
を
深
め
る

①
実
践
時
期
　
二
〇
一
〇
年
六
月

②
実
践
校
　
大
分
県
立
杵
築
高
等
学
校
（
現
任
校
）

③
対
象
学
年
　
二
年

④
教
　
　
材
　「
登
鸛
鵲
楼
」「
静
夜
思
」「
涼
州
詞
」「
送
元
二
使
安
西
」「
登

高
」「
早
発
白
帝
城
」「
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」

⑤
単
元
の
目
標

１
．
漢
詩
の
訳
詩
作
り
に
取
り
組
む
こ
と
を
通
し
て
、
解
釈
を
表
現
に
活
か
す

工
夫
を
さ
せ
る
。

２
．
漢
詩
を
読
む
た
め
に
必
要
な
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
言
語
感
覚
を
磨
か

せ
る
。

３
．
漢
詩
の
面
白
さ
を
味
わ
い
、
漢
文
学
習
に
積
極
的
に
参
加
し
よ
う
と
す
る

態
度
を
育
て
る
。

⑥
指
導
の
立
場

　
杵
築
高
校
は
大
分
県
杵
築
市
の
公
立
高
校
で
あ
る
。
大
分
県
進
学
拠
点
八
校

の
一
つ
で
あ
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ
も
盛
ん
で
あ
り
、
生
徒
間
の
学
力
差
は
か
な
り

あ
る
。
ク
ラ
ス
は
応
用
ク
ラ
ス
と
標
準
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
て
お
り
、
応
用
ク
ラ

ス
は
主
と
し
て
国
公
立
大
学
を
目
指
し
、
標
準
ク
ラ
ス
は
私
立
大
学
・
短
大
・

専
門
学
校
の
志
望
、
わ
ず
か
な
が
ら
就
職
希
望
者
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
同
じ

教
材
で
も
同
じ
授
業
は
出
来
ず
、
ほ
ぼ
毎
回
二
パ
タ
ー
ン
の
指
導
を
用
意
し
て

い
る
。

　
漢
文
に
関
し
て
い
え
ば
、
書
き
下
し
や
音
読
は
ほ
ぼ
全
員
が
出
来
る
の
で
、

こ
れ
は
毎
時
間
重
視
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
先
の
活
動
と
な
る
と
個
人
差
が

大
き
く
、
句
法
や
語
彙
な
ど
の
言
語
的
な
知
識
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。

　「
読
解
か
ら
表
現
へ
」
を
旨
と
す
る
こ
の
実
践
で
は
、
教
材
と
し
て
漢
詩
（
唐

詩
）
を
選
ん
だ
。
第
一
の
理
由
と
し
て
、
漢
詩
は
文
章
（
散
文
）
に
比
し
て
文
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字
数
が
少
な
く
、
生
徒
の
言
語
的
抵
抗
感
が
軽
減
さ
れ
る
。
し
か
し
少
な
い
文

字
の
中
に
詩
人
の
思
い
が
凝
縮
さ
れ
て
お
り
、
読
み
解
く
ほ
ど
に
豊
か
な
内
容

が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
喜
怒
哀
楽
を
言
葉
に
し
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
す
こ
と
は

少
な
く
、
口
語
訳
（
直
訳
）
し
た
だ
け
で
は
面
白
み
が
な
い
場
合
が
多
い
が
、

動
作
・
情
景
に
託
し
て
万
感
の
思
い
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
生
徒

た
ち
に
と
っ
て
、
周
到
に
選
ば
れ
た
漢
詩
の
一
字
一
字
を
読
む
こ
と
は
、
自
分

の
言
語
生
活
を
振
り
返
る
機
会
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
学
習
者
は
現
代
語
語
訳
を

志
向
し
が
ち
で
あ
る
が
、
現
代
語
訳
し
た
あ
と
ど
の
よ
う
に
し
て
読
み
深
め
て

い
け
ば
よ
い
の
か
を
提
示
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
第
二
の
理
由
は
表
現
活
動
へ
の
有
効
性
か
ら
で
あ
る
。
最
も
強
い
〈
権
威
的

解
釈
域
〉
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
漢
詩
・
漢
文
で
あ
る
が
、
本
来
は
多

様
な
解
釈
の
幅
を
も
っ
て
い
る
。
読
み
外
し
て
は
な
ら
な
い
制
約
の
部
分
も
無

論
あ
る
が
、
読
者
が
自
由
に
読
む
こ
と
の
で
き
る
範
囲
も
決
し
て
小
さ
く
は
な

い
。
特
に
漢
詩
は
「
短
い
の
に
内
容
が
あ
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
表
現
活

動
を
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
の
有
効
性
を
持
つ
。
文
字
そ
の
ま
ま
を
辞
書
的
に
、

無
味
乾
燥
に
訳
す
の
で
は
な
く
、
自
分
の
思
い
を
投
入
し
て
自
分
の
言
葉
で
解

釈
す
る
「
訳
詩
づ
く
り
＝
リ
ラ
イ
ト
」
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個

性
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
表
現
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
井
伏

鱒
二
、
土
岐
善
麿
な
ど
の
、
手
本
と
な
る
訳
詩
が
あ
る
こ
と
も
授
業
の
一
助
と

で
き
る
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
漢
詩
は
セ
ン
タ
ー
試
験
や
国
公
立
大
学
二
次
試
験
で
も
出
題
さ
れ

て
お
り
、「
漢
詩
は
ど
の
よ
う
に
し
て
深
く
読
む
か
」
と
い
う
読
み
の
方
略
を
理

解
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　
一
時
間
に
一
詩
と
し
て
四
～
七
詩
を
取
り
上
げ
、
辞
書
を
使
っ
て
読
み
解
き

つ
つ
、
一
文
字
の
凝
縮
や
行
間
（
句
間
）
の
深
さ
に
気
づ
か
せ
て
ゆ
き
た
い
。

次
に
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
訳
詩
と
し
て
表
現
す
る
か
と
い
う
方
法
を
示
す
必
要

が
あ
る
。
先
人
の
訳
詩
や
過
去
の
生
徒
作
品
な
ど
を
例
示
し
た
り
、
修
辞
の
復

習
を
し
た
り
し
て
、
毎
時
間
の
最
後
に
訳
詩
を
書
か
せ
た
い
。
最
終
的
に
は
で

き
あ
が
っ
た
訳
詩
を
推
敲
し
、
一
人
一
詩
を
提
出
さ
せ
る
。
そ
れ
ら
を
プ
リ
ン

ト
に
し
て
、
各
自
に
採
点
さ
せ
た
い
。
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
表
現
を
味
わ
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
各
自
の
読
解
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
。

　
本
単
元
は
「
読
解
か
ら
表
現
へ
」
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
が
、
本
時
で
は

「
読
解
」
の
段
階
に
重
き
を
置
い
た
。
深
い
読
解
力
に
裏
付
け
さ
れ
な
い
表
現
は
、

詩
の
内
容
と
乖
離
し
た
訳
詩
と
な
り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
時
で
は
、
内

容
の
読
み
と
り
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
し
、
表
現
活

動
に
は
挑
戦
す
る
と
い
う
程
度
に
と
ど
め
た
。

⑦
学
習
計
画
（
理
系
四
時
間
・
文
系
七
時
間
）

　
第
一
時
　
漢
詩
の
基
礎
知
識
。「
登
鸛
鵲
楼
」
の
読
解
。
縦
と
横
の
空
間
を
広

げ
る
対
句
の
機
能
が
、
相
互
作
用
と
し
て
雄
大
な
空
間
を
創
出
し
て
い
る
こ
と

と
、
作
者
の
登
楼
へ
の
衝
動
を
理
解
さ
せ
る
。

　
第
二
時
　「
静
夜
思
」
の
読
解
。
動
作
語
に
着
目
さ
せ
、
作
者
を
「
挙
頭
」
か

ら
「
低
頭
」
に
い
た
ら
せ
た
「
月
」
の
機
能
を
理
解
さ
せ
る
。

　
第
三
時
　「
涼
州
詞
」
の
読
解
。
中
国
語
で
の
練
習
。
異
国
情
趣
と
戦
地
に
お

け
る
兵
士
の
悲
痛
な
思
い
を
読
み
取
ら
せ
る
。

　
第
四
時
　「
送
元
二
使
安
西
」
の
読
解
。
中
国
語
で
の
練
習
。「
柳
」
に
こ
め

ら
れ
た
作
者
の
思
い
に
気
づ
か
せ
、
決
死
の
旅
を
す
る
友
へ
の
万
感
の
思
い
を

読
み
取
ら
せ
る
。

　
第
五
時
　「
登
高
」
の
読
解
。
色
彩
の
対
比
に
気
づ
か
せ
る
と
と
も
に
、
作
者
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×
の
感
動
の
中
心
を
二
十
字
以
内
 
二
点
に
ま
と
め
さ
せ
る
。

　
第
六
時
　「
早
発
白
帝
城
」
の
読
解
。
門
出
説
、
恩
赦
説
を
情
報
と
し
て
与
え
、

哀
し
き
「
猿
声
」
を
歓
喜
の
ス
パ
イ
ス
と
し
て
用
い
た
こ
と
に
よ
る
詩
の
深
み

に
気
づ
か
せ
る
。

　
第
七
時
　「
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」
の
読
解
。「
見
」
に
こ
め
ら
れ
た
作

者
の
万
感
の
思
い
に
気
づ
か
せ
る
。

⑧
授
業
の
実
際

【
第
六
時
「
早
発
白
帝
城
」
の
場
合
】

　
簡
潔
に
現
代
語
訳
を
し
た
後
「
本
当
に
た
だ
そ
れ
だ
け
の
詩
な
の
だ
ろ
う
か
」

と
投
げ
か
け
、
内
容
の
読
み
取
り
に
入
っ
た
。

　「
白
帝
」「
彩
雲
」「
万
重
山
」
な
ど
が
も
た
ら
す
色
彩
感
と
、「
千
里
…
一
日

還
」「
軽
舟
」
な
ど
が
も
た
ら
す
ス
ピ
ー
ド
感
や
爽
快
感
。
こ
れ
に
対
し
、
辞
書

を
引
か
せ
て
「
猿
声
」
が
も
た
ら
す
悲
愴
感
（
断
腸
の
ル
ー
ツ
）
だ
け
が
異
質

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
こ
の
詩
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
こ
の
両
義
性
が
説

明
さ
れ
る
の
か
を
考
え
さ
せ
た
。

　
教
材
外
情
報
と
し
て
、
こ
の
詩
は
李
白
が
二
十
五
歳
で
初
め
て
蜀
を
出
た
と

き
の
作
と
す
る
説
と
、
五
十
九
歳
で
夜
郎
に
流
さ
れ
る
途
中
、
恩
赦
に
あ
っ
て

帰
還
し
た
と
き
の
作
と
す
る
説
の
両
方
を
挙
げ
、
学
術
的
に
も
解
決
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
告
げ
る
。
グ
ル
ー
プ
学
習
に
し
て
考
え
さ
せ
る
と
、
前
者
５
対
後

者
３
に
分
か
れ
た
。

　
前
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
主
に
こ
の
詩
の
躍
動
感
を
若
さ
ゆ
え
の
覇
気
と
読
ん

で
お
り
、
こ
の
山
国
を
い
っ
た
ん
出
た
な
ら
ば
も
う
戻
る
こ
と
は
出
来
な
い
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
、
ふ
る
さ
と
を
離
れ
る
時
の
後
ろ
髪
を
引
く
も
の
と
し
て
、

ま
た
希
望
の
裏
に
潜
む
不
安
の
象
徴
と
し
て
「
猿
声
」
を
解
決
し
た
。

　
後
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
主
に
こ
の
詩
の
躍
動
感
を
恩
赦
で
弾
む
心
と
結
び
つ

け
て
い
た
が
、「
猿
声
」
の
解
決
が
上
手
く
で
き
て
い
た
班
は
な
く
、「
た
だ
猿

の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
た
だ
け
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
全
体
的
に
前
者
有
利
の
雰
囲
気
で
話
し
合
い
は
終
わ
っ
た
が
、
最
後
に
私
か

ら
一
年
次
既
習
の
孟
浩
然
「
春
暁
」
を
挙
げ
、
転
句
「
夜
来
風
雨
の
声
」
が
他

句
の
春
の
明
る
さ
と
裏
腹
な
暗
さ
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
の
深
み
を
添

え
た
よ
う
に
、「
早
発
白
帝
城
」
も
転
句
が
「
猿
声
」
に
よ
っ
て
詩
に
深
み
と
厚

み
を
与
え
て
お
り
、
こ
の
場
合
哀
し
き
「
猿
声
」
が
か
え
っ
て
喜
び
の
ス
パ
イ

ス
と
し
て
効
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘 

　
以
下
、
そ
れ
を
受
け
て
の
「
五
十
九
歳
説
」
の
生
徒
作
品
で
あ
る
。

白
帝
城
が
朝
焼
け
の
美
し
い
雲
に
つ
つ
ま
れ
し
時

私
は
罪
を
許
さ
れ
白
帝
城
を
出
発
し
た

あ
っ
と
い
う
ま
に
千
里
も
先
に
あ
る
江
陵
へ
一
日
で
帰
り
つ
い
た

行
き
は
数
日
か
か
っ
た
と
い
う
の
に

行
く
途
中
で
聞
い
た
悲
し
く
泣
き
続
け
る
猿
の
声
さ
え
も

今
の
私
に
は
猿
達
が
じ
ゃ
れ
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
聞
こ
え
な
い

い
や
、
も
は
や
私
に
は
猿
の
声
さ
え
耳
に
は
い
ら
な
い
の
だ

私
の
心
が
激
し
い
喜
び
で
満
た
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら

さ
あ
舟
よ
、
こ
の
か
ろ
や
か
な
ス
ピ
ー
ド
の
ま
ま

い
く
つ
も
の
山
を
過
ぎ
て
ゆ
き
私
を
江
陵
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

白
帝
城
よ
さ
ら
ば

喜
び
の
あ
ま
り
千
里
の
道
を

し
た
。

（
注
３
）
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わ
ず
か
一
日
で
帰
っ
た

も
は
や
猿
の
声
は
歓
喜
の
叫
び
に
し
か
聞
こ
え
な
い

舟
が
鳥
の
よ
う
に
山
々
を
こ
え
て
ゆ
く

６
．
終
わ
り
に

　
今
回
紹
介
し
た
よ
う
な
実
践
は
、
時
間
も
か
か
り
す
ぎ
て
い
る
の
だ
ろ
う
し
、

「
対
象
化
／
相
対
化
」
や
「
対
話
」、
そ
し
て
「
人
格
の
陶
冶
」
と
い
っ
た
い
わ

ば
文
学
の
授
業
の
供
大
目
標
僑
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

ま
ず
は
日
常
の
一
時
間
一
時
間
を
ど
う
濃
い
も
の
に
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と

が
、
今
こ
の
時
代
の
、
逼
塞
し
つ
つ
あ
る
漢
文
の
授
業
の
存
在
意
義
を
見
出
す

手
が
か
り
に
な
る
と
思
う
。

　
自
己
批
判
を
込
め
て
敢
え
て
言
え
ば
、
こ
の
何
十
年
も
の
間
、
漢
文
教
育
に

大
き
な
進
歩
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
漢
文
学
の
研
究
は
進
み
、
教
科

書
に
は
少
し
ず
つ
新
し
い
教
材
が
載
り
、
研
究
授
業
や
授
業
報
告
が
続
け
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
試
み
に
本
学
会
の
『
国
語
教
育
研
究
』
の
三
十
年
前
の
も
の

で
も
繙
い
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
先
賢
の
実
践
は
現
在
の
高
校
の
授
業
レ
ベ

ル
を
大
き
く
超
え
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
見
え
る
。
用
例
に
よ
っ
て
解
釈
を
措

定
し
て
い
く
や
り
方
も
、
訳
詩
創
作
の
活
動
も
、
取
り
立
て
て
新
し
い
実
践
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
前
者
は
い
わ
ば
間
テ
ク
ス
ト
性
（
テ
ク
ス
ト
の

多
声
性
）
を
読
者
が
積
極
的
に
利
用
す
る
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
後
者
は
読
者

が
テ
ク
ス
ト
を
再
生
産
す
る
試
み
で
あ
る
と
と
ら
え
返
す
こ
と
も
で
き
る
。
そ

う
い
う
意
味
か
ら
も
、
先
賢
の
実
践
は
今
な
お
示
唆
に
富
む
も
の
が
多
い
。
広

く
深
く
漢
文
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
も
っ
と
大
き
な
目
標

を
目
指
す
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
思
う
。

　
協
議
会
で
は
、
音
読
に
つ
い
て
、
漢
詩
を
中
国
語
で
聞
か
せ
音
読
さ
せ
る
意

図
に
つ
い
て
、
対
話
の
方
向
性
な
ど
に
つ
い
て
質
問
を
い
た
だ
い
た
。
日
頃
意

識
し
て
い
な
い
こ
と
を
ご
指
摘
い
た
だ
き
、
こ
れ
ま
で
の
実
践
の
再
認
識
と
反

省
が
で
き
、
大
変
有
意
義
で
あ
っ
た
。

〈
注
〉

１
　
拙
稿
「
誰
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
で
い
る
の
か
─
漢
文
学
習
空
間
に
お

け
る
〈
読
み
〉
の
主
体
考
」『
プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ー
ク
Ⅰ
』
二
〇
〇
〇

　
　「〈
権
威
的
解
釈
域
〉
は
、
い
わ
ば
、
読
者
＝
学
習
者
が
幻
視
し
て
い
る
漢

文
テ
ク
ス
ト
像
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
権
威
と
は
、
そ
れ
を
権
威
と
し
て
認

知
す
る
存
在
が
あ
っ
て
こ
そ
権
威
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で

権
力
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
権
威
的
解
釈
域
〉
は
幻
視
さ
れ
る
ば
か

り
で
な
く
、
そ
の
発
現
に
は
、
こ
れ
を
権
威
と
し
て
認
知
す
る
読
者
の
ま
な

ざ
し
と
能
動
的
に
受
容
し
よ
う
と
す
る
構
え
と
が
介
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
権
威
が
あ
る
歴
史
・
文
化
・
制
度
に
支
え
ら
れ
て
そ
の
意
義
を

保
っ
て
い
る
点
も
重
要
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
漢
文
テ
ク
ス
ト
を
〈
読
む
〉

時
、
そ
こ
に
は
漢
文
テ
ク
ス
ト
と
読
者
で
あ
る
「
私
」
だ
け
が
存
在
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
両
者
は
、
常
に
、
何
ら
か
の
空
間
の

中
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
空
間
は
、
い
つ
も
歴
史
・
文
化
・
制
度

を
組
み
込
ん
だ
も
の
と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
読
み
〉
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

あ
る
歴
史
・
文
化
・
制
度
に
枠
づ
け
ら
れ
た
空
間
の
中
で
の
営
為
と
し
て
あ

る
。〈
権
威
的
解
釈
域
〉
は
、
そ
う
し
た
〈
読
み
〉
の
空
間
の
歴
史
性
・
文
化

─　　─１１５



性
・
制
度
性
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
権
威
と
し
て
の
位
置
を
確
保
し
て
い
る

の
で
あ
る
。」

２
　
こ
れ
ま
で
の
一
連
の
取
り
組
み
は
、
①
近
代
詩
・
現
代
詩
の
群
読
発
表
会

（『
大
下
学
園
国
語
科
教
育
研
究
会
研
究
紀
要
』
二
〇
〇
二
）、
②
漢
詩
の
訳
詩

発
表
会
（『
大
分
県
立
佐
伯
豊
南
高
校
研
究
紀
要
』
二
〇
〇
三
）、
③
安
部
公

房
「
鞄
」
の
主
題
討
論
（
東
京
法
令
出
版
『
月
刊
国
語
教
育
』
二
〇
〇
五
．

五
月
号
）、
④
伊
勢
物
語
「
東
下
り
日
記
」「
和
歌
か
ら
創
作
す
る
梓
弓
」
の

試
み
（
九
州
地
区
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
『
研
究
紀
要
』
二
〇
〇
五
）、

⑤
寓
話
の
創
作
（
広
島
漢
文
教
育
研
究
会
『
漢
文
教
育
』
三
十
二
号
）
な
ど

に
ま
と
め
て
い
る
。

３
　
石
川
忠
久
氏
の
指
摘
（『
漢
詩
の
魅
力
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫p.78

 
    
）
を
参

考
に
し
た
。

（
大
分
県
立
杵
築
高
等
学
校
）

─　　─１１６

【
資
料
】
疑
問
の
助
字
「
邪
」「
哉
」「
乎
」
の
解
釈

 

　
読
み
手
の
中
に
答
え
は
出
て
い
る
。「
～
と
（
で
も
）
い
う
の
か
」

①
勾
践
反
国
、
置
胆
於
坐
、
坐
臥
即
仰
胆
、
飲
食
亦
嘗
胆
也
。
曰
、「
女
忘
会
稽

之
恥
邪
」。（
史
記
・
越
王
句
践
世
家
）

　
勾
践
国
に
反
り
、
胆
を
坐
に
置
き
、
坐
臥
す
る
に
即
ち
胆
を
仰
ぎ
、
飲
食
に

も
亦
胆
を
嘗
む
。
曰
く
、「
女
会
稽
の
恥
を
忘
れ
た
る
か
。」
と
。

②
上
召
布
、
罵
曰
、「
若
与
彭
越
反
邪
」。（
史
記
・
季
布
欒
布
列
伝
）

　
上
布
を
召
し
、
罵
り
て
曰
く
、「
若
彭
越
と
反
せ
し
か
。」
と
。

邪

【
現
代
語
訳
】
高
祖
は
布
（
人
名
）
を
呼
び
出
し
、
罵
っ
て
言
っ
た
、「
お
前
は

彭
越
（
人
名
）
と
謀
反
を
企
て
た
の
か
。」
と
。

③
問
被
曰
、「
公
以
為
呉
興
兵
、
是
邪
非
也
」。
被
曰
、「
非
也
」。

（
史
記
・
淮
南
衡
山
列
伝
）

　
被
に
問
ひ
て
曰
く
、「
公
以
為
へ
ら
く
呉
の
兵
を
興
せ
し
こ
と
、
是
か
非
か
。」

と
。
被
曰
く
、「
非
な
り
。」
と
。

【
現
代
語
訳
】（
淮
南
王
が
）
被
（
人
名
）
に
尋
ね
た
、「
君
は
呉
（
国
名
）
が
挙

兵
し
た
こ
と
は
、
正
し
い
と
思
う
か
間
違
っ
て
い
る
と
思
う
か
」
と
。
被
は
答

え
た
、「
間
違
っ
て
い
ま
す
」
と
。

 

　
強
い
疑
問
が
多
い
。「
い
っ
た
い
～
な
の
か
」

①
足
下
何
以
得
此
声
於
梁
楚
間
哉
。（
史
記
・
季
布
欒
布
列
伝
）

　
足
下
何
を
以
て
此
の
声
を
梁
楚
の
間
に
得
た
る
か
。

【
現
代
語
訳
】
貴
公
（
季
布
）
は
い
か
に
し
て
こ
の
名
声
を
梁
（
国
名
）・
楚
の

地
で
得
た
の
か
。（
楚
の
人
々
の
な
か
で
、『
季
布
は
有
言
実
行
の
人
で
、
義
を

重
ん
じ
人
を
裏
切
ら
な
い
人
物
で
あ
る
』
と
、
評
判
に
な
り
、
そ
の
噂
が
天
下

に
浸
透
し
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。）

 

　
確
認
に
近
い
。「
～
な
の
か
」

①
「
壮
士
。
能
復
飲
乎
。」（
史
記
・
項
羽
本
紀
）

②
「
漢
皆
已
得
楚
乎
。」（
史
記
・
項
羽
本
紀
）

哉乎




