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中
国
人
の
よ
う
に
漢
文
が
読
め
る
か

―
「
『
訳
文
筌
蹄
』
題
言
十
則
」
の
〈
読
書
〉
〈
和
訓
〉
〈
訳
〉
―

武

内

真

弓

は
じ
め
に

日
本
人
は
中
国
語
を
二
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
受
容
し
て
き
て

い
る
。
当
初
は
外
国
の
言
葉
を
表
す
文
字
で
あ
っ
た
漢
字
も
、
日

本
語
を
表
記
す
る
文
字
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
非
常
に
単
純

化
し
て
い
え
ば
、
例
え
ば
古
い
時
代
の
中
国
で
は
、
地
面
が
高
く

盛
り
上
が
っ
た
所
を
「s

a
n

」
に
近
い
音
で
呼
び
、
「
山
」
と
い
う

漢
字
で
書
き
表
し
て
い
た
。
一
方
、
日
本
人
は
、
地
面
が
高
く
盛

り
上
が
っ
た
所
を
「
や
ま
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
を
表
記
す

る
た
め
の
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
同
じ
よ
う
な
意
味

を
表
す
中
国
語
の
文
字
で
あ
る
漢
字
を
借
り
て
、「
山
」
を
「
や
ま
」

と
読
む
こ
と
と
し
、
「s

a
n

」
と
い
う
中
国
語
の
読
み
方
も
日
本
語

に
取
り
入
れ
て
、「
山
」
を
「
さ
ん
」
と
も
読
む
こ
と
に
し
た
。
大

ま
か
に
は
こ
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
、
中
国
語
を
表
記
す
る
文
字

で
あ
っ
た
漢
字
は
、
日
本
に
お
い
て
は
日
本
の
文
字
と
し
て
認
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
、
日

本
人
か
ら
は
、
漢
字
は
本
来
外
国
語
を
表
記
す
る
文
字
で
あ
っ
た

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
徐
々
に
希
薄
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
一

方
で
日
本
人
は
、
中
国
の
文
字
で
あ
る
漢
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

漢
文
を
も
受
容
し
て
き
た
。
漢
文
は
日
本
語
と
言
語
体
系
が
異
な

る
た
め
、
漢
文
を
読
ん
で
理
解
す
る
に
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
中
国

語
の
習
得
が
不
可
欠
だ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
日
本
人
は
「
訓
読
」

と
い
う
、
書
面
語
に
特
化
し
た
方
法
に
よ
っ
て
漢
文
を
読
ん
で
き

た
の
で
あ
る
。
漢
文
が
中
国
語
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
中
国
文

化
へ
の
崇
拝
と
い
う
側
面
も
あ
り
、
日
本
人
の
な
か
で
認
識
は
さ

れ
続
け
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
外
国
語

で
あ
る
漢
文
を
訓
読
と
い
う
形
の
日
本
語
で
読
む
と
い
う
作
業
を

、
、
、

続
け
て
き
た
が
た
め
に
、
日
本
人
か
ら
は
、
漢
文
が
言
語
体
系
を

異
に
す
る
外
国
語
の
文
章
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
薄
れ
て
き
た
と

、
、
、

い
え
る
。
今
日
で
あ
っ
て
も
、
日
本
人
は
、
漢
字
が
外
国
語
で
あ

る
中
国
語
を
表
記
す
る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
文
字
と
い
う
認
識

を
、
少
な
く
と
も
日
常
生
活
に
あ
っ
て
は
意
識
の
表
面
に
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
、
漢
文
が
外
国
語
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
薄
さ
に
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対
し
て
「
漢
文
は
日
本
語
で
は
な
く
中
国
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
よ
う
に
認
識
し
た
う
え
で
読
ま
な
け
れ
ば
正
し
く
読
め

な
い
の
だ
」
と
宣
言
し
た
の
が
荻
生
徂
徠
〔
一
六
六
六
年
－
一
七

二
八
年
〕
で
あ
る
。
徂
徠
が
最
初
に
「
漢
文
は
中
国
語
で
あ
る
」

と
主
張
し
た
刊
行
物
は
『
訳
文
筌
蹄
初
編
』
六
巻
（
一
七
一
五
〔
正

徳
五
〕
年
刊
、
以
下
『
訳
文
筌
蹄
』
と
す
る
）
だ
っ
た
。
そ
の
巻

［
１
］

頭
部
分
の
「
題
言
十
則
」
「
訳
準
一
則
」
「
凡
例
三
則
」
の
う
ち
、

「
題
言
十
則
」
に
そ
れ
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

『
訳
文
筌
蹄
』
の
本
体
は
、
同
訓
異
義
語
の
説
明
と
な
っ
て
い

る
。
例
え
ば
日
本
人
が
「
閑
」
と
い
う
字
を
見
た
と
き
に
は
、
日

本
人
は
そ
れ
を
「
し
ず
か
」
の
意
味
と
と
る
。
な
ぜ
な
ら
和
訓
で

「
し
ず
か
」
と
読
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
日
本
人
が
「
静
」

と
い
う
字
を
見
て
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
意
味
に
と
る
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
同
じ
く
「
し
ず
か
」
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
何
故

か
。
こ
れ
も
和
訓
で
「
し
ず
か
」
と
読
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
同
じ

「
し
ず
か
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
両
者
を
混
同
す
る
と
い
う
こ
と

が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
「
閑
」
と
「
静
」
と
で

は
中
国
語
と
し
て
の
本
来
の
意
味
が
違
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ

た
、
訓
を
同
じ
く
す
る
こ
と
ば
の
意
味
の
違
い
を
説
明
し
て
い
る

の
が
こ
の
『
訳
文
筌
蹄
』
な
の
で
あ
る
。

徂
徠
は
『
訳
文
筌
蹄
』
に
先
だ
っ
て
書
か
れ
た
『
訓
訳
示
蒙
』

［
２
］

（
一
七
三
八
〔
元
文
三
〕
年
刊
行
）
巻
頭
言
で
次
の
よ
う
に
述
べ

［
３
］

て
い
る
。

書
籍
に
書
き
た
る
は
唐
人

語

と
心
得
る
が
学
問
の
大
意
な

こ
と
ば

り
。
学
問
は
畢
竟
じ
て
漢
学
な
り
と
心
得
べ
し
。
…(

略)

…

某

箇
様
に
存
ず
る
ゆ
へ
、
訳
文
と
云
ふ
こ
と
を
立
て
て
、

そ
れ
が
し

学
者
を
教
ふ
る
こ
と
な
り
。
訳
文
と
は
唐
人
詞
の
通
事
な
り
。

今
、
学
者
、
訳
文
の
学
を
せ
ん
と
思
は
ば
、
悉
く
古
よ
り
日

本
に

習

来
る
和
訓
と
云
ふ
も
の
と
字
の
反
り
と
云
も
の
と
を

な
ら
ひ
き
た

か
へ

破
除
す
べ
し
。

［
４
］

『
訓
訳
示
蒙
』
巻
頭
言
で
は
、
徂
徠
は
非
常
に
強
い
口
調
で
和

訓
の
排
除
を
訴
え
て
い
る
。
和
訓
を
用
い
て
訓
読
す
る
の
で
は
な

く
、
〈
唐
人
詞
の
通
事
〉
つ
ま
り
中
国
語
を
学
ん
で
そ
れ
を
解
釈
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
古
典
を
読
も
う
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
後
書
か
れ
た
『
訳
文
筌
蹄
』
で
は
、
徂
徠
は
〈
和
訓
〉

の
使
用
を
完
全
に
は
否
定
し
て
い
な
い
し
、
〈
和
訓
〉
が
唐
話
に
比

べ
て
劣
る
も
の
で
あ
る
と
の
言
説
も
見
え
な
い
。
徂
徠
が
〈
和
訓
〉

を
用
い
な
い
漢
文
の
読
み
方
を
提
唱
し
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
言

わ
れ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
、
「
徂
徠
に
は
〈
和
訓
〉
の
廃
止
を
強

く
提
唱
し
た
時
期
が
あ
る
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

、
、

田
尻
祐
一
郎
氏
は
『
訓
訳
示
蒙
』
巻
頭
言
と
『
訳
文
筌
蹄
』「
題

言
十
則
」
の
内
容
を
検
討
し
、
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

徂
徠
は
、
和
訓
顛
倒
の
〈
訓
読
〉
を
否
定
し
て
、
十
分
に
こ

な
れ
た
「
訳
」
を
作
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、

中
国
語
（
唐
話
）
の
基
礎
的
な
素
養
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す

る
が
、
中
国
人
が
そ
れ
を
味
わ
う
よ
う
に
読
め
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
と
は
考
え
な
い
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
徹
底
し
た
「
看
書
」

に
こ
そ
あ
る
と
考
え
て
、
そ
の
成
果
が
「
訳
」
と
い
う
形
式

で
表
現
（
再
現
）
さ
れ
る
と
し
た
。
繰
り
返
す
が
、
理
想
は

中
国
語
、
二
次
的
に
は
訳
と
い
う
枠
組
み
で
は
な
い
し
、
そ

の
訳
の
表
現
も
、
今
日
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
原
文
か
ら
独

立
し
た
翻
訳
で
は
な
い
。
（
「
〈
訓
読
〉
問
題
と
古
文
辞
学
―

荻
生
徂
徠
を
め
ぐ
っ
て
」
〔
『
続
「
訓
読
」
論
―
東
ア
ジ
ア
漢

文
世
界
の
形
成
〕
二
五
七
頁
）

田
尻
氏
は
、
徂
徠
が
「
崎
陽
の
学
」
と
「
訳
」
と
を
対
立
さ
せ

て
、
そ
こ
に
「
理
想
的
」
「
二
次
的
」
と
い
う
優
劣
上
下
の
関
係
を

関
係
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
、
吉
川
幸
次
郎
氏
が
『
徂

［
５
］

徠
学
案
』
で
述
べ
た
論
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
徂
徠

が
重
要
視
し
た
の
は
「
訳
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
訳
」

が
徂
徠
の
学
問
全
体
か
ら
見
て
、
い
っ
た
い
ど
の
レ
ベ
ル
で
重
要

視
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
が
、
徂
徠
は
、
漢
文
は
中
国
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
日
本
人
で
あ
る
自
分
た
ち
も
中
国
人
と
同
じ
思
考
を
も
っ

て
読
む
の
が
理
想
的
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
そ
こ
で
採
用
し

よ
う
と
し
た
方
法
は
、
中
国
人
と
同
じ
方
法
で
は
な
く
日
本
人
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
方
法
で
、
な
お
か
つ
中
国
人
の
思
考
に
迫
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
方
法
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、

徂
徠
は
な
ぜ
そ
の
方
法
を
採
用
し
た
の
か
。
本
研
究
で
は
各
「
則
」

の
内
容
を
整
理
し
、
主
な
用
語
、
特
に
こ
の
文
章
の
キ
ー
ワ
ー
ド

と
も
い
え
る
〈
読
書
〉
、
そ
の
方
法
を
表
す
〈
和
訓
〉
、
〈
訳
〉
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
を
検
討
し
、
徂
徠
の
発
見
し
た
〈
読

書
〉
の
方
法
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。

徂
徠
の
〈
読
書
〉
〈
和
訓
〉〈
訳
〉

「
題
言
十
則
」
に
お
け
る
徂
徠
の
〈
読
書
〉
の
方
法
に
関
す
る

主
張
で
他
と
一
線
を
画
し
て
い
る
の
が
〈
崎
陽
之
学
〉
を
用
い
た

〈
読
書
〉
法
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
題
言
十
則
」
の
第
五
則
に
示

さ
れ
る
。

予
嘗
為
蒙
生
定
学
問
之
法
。
先
為
崎
陽
之
学
。
教
以
俗
語
。

誦
以
華
音
。
訳
以
此
方
俚
語
。
絶
不
作
和
訓
廻
環
之
読
。
始

以
零
細
者
。
二
字
三
字
為
句
。
後
使
読
成
書
者
。
崎
陽
之
学

既
成
。
乃
始
得
為
中
華
人
。
而
後
稍
稍
読
経
子
史
集
四
部
書
。

勢
如
破
竹
。
是
最
上
乗
也
。（
第
五
則
）

こ
の
〈
先
為
崎
陽
之
学
。
教
以
俗
語
。
誦
以
華
音
。
訳
以
此
方

俚
語
〉
と
の
方
法
論
は
『
訓
訳
示
蒙
』
巻
頭
言
の
「
（
書
籍
に
書
き

た
る
は
唐
人

語

と
心
得
る
が
学
問
の
大
意
な
り
。
学
問
は
畢
竟
じ

こ
と
ば

て
漢
学
な
り
と
心
得
べ
し
。…(

略)

…

某

箇
様
に
存
ず
る
ゆ
へ
、
）

そ
れ
が
し

訳
文
と
云
ふ
こ
と
を
立
て
て
、
学
者
を
教
ふ
る
こ
と
な
り
。
訳
文

と
は
唐
人
詞
の
通
事
な
り
」
に
近
い
。
こ
の
よ
う
な
、
〈
訓
〉
を
捨

て
去
り
〈
訳
〉
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
主
張
こ
そ
が
徂
徠
の

「
漢
文
直
読
論
」
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
従
来
多
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
徂
徠
が
「
題
言
十
則
」
で
言
っ
て
い
る
の

は
、
こ
の
よ
う
な
類
い
の
「
漢
文
直
読
論
」
だ
け
で
は
な
い
。
と
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い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
訓
読
を
利
用
す
る
方
法
こ
そ
が
中
心
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
下
、「
題
言
十
則
」
の
順
番
に
沿
っ
て
徂
徠
の
主
張
を
見
て
み
た

い
。「

題
言
十
則
」
に
最
初
に
〈
読
書
〉
の
語
が
見
ら
れ
る
の
は
第

二
則
で
あ
る
。
そ
の
前
の
第
一
則
で
は
、
徂
徠
は
ま
ず
最
初
に
自

ら
の
漢
文
学
習
体
験
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
徂

徠
自
身
が
実
践
し
た
〈
読
書
〉
法
と
い
え
よ
う
。

予
十
四
流
落
南
総
。
二
十
五
値
赦
還
東
都
。
中
間
十
有
三
年
。

日
与
田
父
野
老
偶
処
。
尚
何
問
有
無
師
友
。
独
頼
先
大
夫
篋

中
蔵
有
大
学
諺
解
一
本
。
実
先
大
父
仲
山
府
君
手
沢
。
予
獲

此
研
究
。
用
力
之
久
。
遂
得
不
藉
講
説
。
遍
通
群
書
也
。
（
第

一
則
）

徂
徠
は
、
自
分
は
少
年
時
に
数
少
な
い
書
物
だ
け
を
読
み
、
講

説
に
よ
ら
ず
に
〈
遍
通
群
書
〉
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
先
ほ
ど
述

べ
た
と
お
り
「
題
言
十
則
」
は
、
ま
ず
中
国
語
口
語
を
学
ん
で
そ

の
後
書
物
を
読
む
方
法
を
〈
最
上
乗
〉
と
す
る
が
、
徂
徠
自
身
は

そ
の
方
法
で
〈
遍
通
群
書
〉
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
吉
川
幸
次
郎
氏
は
こ
の
よ
う
な
説
を
立
て
て
い

る
。

ひ
そ
か
に
考
え
る
に
、
中
国
の
口
語
に
よ
る
儒
書
の
注
釈
で

「
諺
解
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
往
往
あ
る
。
こ
れ
も
そ
の
一

つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
中
国
口
語
研
究
の
発
足
点
と
し

た
の
で
な
い
か
。
単
に
口
語
の
語
彙
語
法
に
は
じ
め
て
接
し

た
ば
か
り
で
な
く
、
中
国
の
口
語
と
文
語
の
関
係
を
洞
察
し
、

お
お
む
ね
の
漢
籍
の
用
語
は
文
語
で
あ
る
の
を
、
口
語
の
リ

ズ
ム
へ
の
熟
達
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
読
む
と
い
う
後
年
の
方

法
、
そ
の
開
拓
の
手
は
じ
め
と
な
っ
た
の
で
な
い
か
。（
吉
川

幸
次
郎
「
徂
徠
学
案
」
〔
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
二
三
』
〕
二
九

九
頁
）

吉
川
氏
は
徂
徠
が
「
中
国
の
口
語
」
を
用
い
て
〈
読
書
〉
の
方

法
を
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
ひ
そ
か
に
考
え
て
お
ら
れ
る
。
吉

川
氏
の
推
測
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
徂
徠
は
自
分
自
身
が
〈
最

上
乗
〉
の
方
法
に
か
な
り
近
い
方
法
で
〈
読
書
〉
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
徂

徠
が
主
張
す
る
、
い
わ
ゆ
る
中
国
の
口
語
を
用
い
た
「
漢
文
読
解

法
」
が
学
習
に
有
効
で
あ
る
証
左
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
件
に

よ
り
頻
繁
に
言
及
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
実

際
に
は
こ
の
よ
う
な
簡
単
な
記
述
に
と
ど
め
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
徂
徠
が
「
中
国
の
口
語
」
を
用
い
て
〈
読
書
〉
の
能
力
を
つ

け
た
と
い
う
結
論
に
達
す
る
に
は
、
些
か
疑
念
が
残
る
。
や
は
り

徂
徠
自
身
は
、
唐
話
を
学
ん
だ
り
、
「
中
国
の
口
語
」
を
用
い
た
り

と
い
っ
た
〈
最
上
乗
〉
の
方
法
で
〈
読
書
〉
の
方
法
を
学
ん
だ
の

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
漢
文
を
学
び
は
じ
め
た
時
点
で
は
、

徂
徠
は
ま
だ
「
漢
文
は
、
言
語
体
系
の
違
う
外
国
語
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
を
強
く
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
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言
え
よ
う
。
し
か
し
徂
徠
に
と
っ
て
は
、
父
の
流
謫
に
よ
っ
て
田

舎
に
い
て
、
〈
講
説
〉
が
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
（
全
く
受
け
ら

れ
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
）、
教
材
も
乏
し
か
っ
た
こ
と
が
逆

に
幸
い
し
た
の
で
あ
る
。

管
子
曰
。
思
之
思
之
。
又
重
思
之
。
思
之
而
不
通
。
鬼
神
将

通
之
。
故
在
能
思
者
。
則
是
編
為
贅
旒
矣
。
在
不
能
思
者
。

則
是
亦
為
贅
旒
矣
。
唯
第
二
等
根
器
。
藉
此
榜
様
。
警
発
其

機
。
別
向
和
訓
外
。
通
一
線
路
。
則
八
角
島
直
接
壌
明
州
。

不
見
中
間
淼
漫
呑
天
。
日
夜
与
華
人
交
臂
晤
言
者
。
庶
或
見

之
哉
。
（
第
一
則
）

徂
徠
は
こ
こ
で
〈
能
思
者
〉
と
〈
不
能
思
者
〉
の
間
に
位
置
す

る
〈
第
二
等
根
器
〉
の
人
に
つ
い
て
い
う
。
〈
第
二
等
根
器
〉
の
人

が
〈
和
訓
〉
の
外
に
一
本
の
道
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

日
本
と
中
国
の
間
の
海
が
無
く
な
り
、
両
国
が
直
接
つ
な
が
る
、

と
い
う
。〈
和
訓
外
。
通
一
線
路
〉
で
い
う
〈
一
線
路
〉
と
は
具
体

的
に
何
か
、
と
い
う
こ
と
も
徂
徠
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
こ
の

文
章
が
「
題
言
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
直
前
の
〈
思
〉

を
受
け
て
、
〈
和
訓
〉
に
頼
る
こ
と
な
く
〈
思
〉
え
、
と
い
う
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
〈
思
〉
え
ば
い

い
の
か
を
徂
徠
は
明
示
し
な
い
。
学
習
者
は
、
こ
の
箇
所
を
読
ん

だ
だ
け
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
〈
和
訓
外
〉
の
道
を

見
つ
け
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
『
訳
文
筌
蹄
』

本
体
に
具
体
例
で
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
徂
徠
は
、
実
践

の
た
め
の
記
述
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、〈
和
訓
〉
に
頼
ら
な

い
方
法
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
を
表
し
て
い
る
。

徂
徠
が
〈
八
角
島
直
接
壌
明
州
〉
〈
不
見
中
間
淼
漫
呑
天
〉
と
表

現
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。〈
八
角
島
〉
は
博
多
、〈
明
州
〉

は
寧
波
で
あ
り
、
〈
八
角
島
〉
〈
明
州
〉
そ
れ
ぞ
れ
が
日
本
と
中
国

の
玄
関
口
で
あ
る
か
ら
、
「
日
本
と
中
国
と
が
つ
な
が
る
」
の
意
を

表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
徂
徠
は
、
自
分
た
ち
の
い
る
日
本
と
、

自
分
た
ち
が
読
ん
で
い
る
漢
文
を
生
み
出
し
た
国
で
あ
る
中
国
と

は
と
て
も
離
れ
て
い
て
、
両
者
の
間
に
は
〈
淼
漫
呑
天
〉
た
る
海

が
広
が
っ
て
い
る
の
だ
と
指
摘
す
る
。
私
た
ち
日
本
人
は
こ
の
〈
淼

漫
呑
天
〉
た
る
海
を
越
え
な
け
れ
ば
向
こ
う
岸
に
行
け
な
い
。
日

本
と
中
国
は
、
ひ
い
て
は
日
本
語
と
漢
文
は
大
き
く
か
け
離
れ
て

い
る
の
だ
、
だ
か
ら
〈
読
書
〉
の
際
に
も
そ
れ
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
徂
徠
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

〈
八
角
島
直
接
壌
明
州
〉〈
不
見
中
間
淼
漫
呑
天
〉
は
、
漢
文
は

日
本
語
で
は
な
く
、
漢
文
と
日
本
語
は
大
き
く
違
う
の
だ
と
い
う

事
実
を
、
い
わ
ば
映
像
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
こ
の
差
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
今
ま
で
の
「
漢

文
読
解
法
」
と
は
違
う
方
法
が
必
要
な
の
だ
。

此
方
学
者
。
以
方
言
読
書
。
号
曰
和
訓
。
取
諸
訓
詁
之
義
。

其
実
訳
也
。
而
人
不
知
其
為
訳
矣
。
古
人
曰
。
読
書
千
遍
。

其
義
自
見
。
予
幼
時
。
切
怪
古
人
方
其
義
未
見
時
。
如
何
能

読
。
殊
不
知
中
華
読
書
。
従
頭
直
下
。
一
如
此
方
人
念
仏
経

陀
羅
尼
。
故
雖
未
解
其
義
。
亦
能
読
之
耳
。
若
此
方
読
法
。
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順
逆
廻
環
。
必
移
中
華
文
字
。
以
就
方
言
者
。
一
読
便
解
。

不
解
不
可
読
。
信
乎
和
訓
之
名
為
当
。
而
学
者
宜
或
易
於
為

力
也
。
（
第
二
則
）

つ
づ
く
第
二
則
で
は
、
徂
徠
の
時
代
の
日
本
人
が
行
っ
た
〈
読

書
〉
法
と
中
国
の
読
書
と
の
違
い
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
最
初
に
、〈
此
方
学
者
〉
が
〈
方
言
〉
を
用
い
て
〈
読

書
〉
し
、
そ
れ
を
〈
和
訓
〉
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
は

〈
訳
〉
な
の
だ
、
と
い
う
。〈
方
言
〉
は
〈
此
方
学
者
〉
の
こ
と
ば

で
あ
る
か
ら
、
日
本
語
を
指
す
。
日
本
語
を
用
い
て
〈
読
書
〉
す

る
と
い
う
行
為
の
総
体
を
〈
和
訓
〉
と
称
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

〈
和
訓
〉
は
中
国
語
を
読
む
と
い
う
行
為
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
た
こ
こ
で
中
国
語
に
対
す
る
日
本
語
を
〈
方
言
〉
と
呼
ん
で
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
中
国
が
中
心
で
あ
り
、
日
本
は
そ
の
周
辺
で
あ

る
と
い
う
意
識
も
読
み
と
れ
る
。
中
国
の
文
を
読
む
に
は
、
漢
文

の
中
心
地
で
あ
る
中
国
の
〈
読
書
〉
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。徂

徠
は
こ
こ
で
、〈
和
訓
〉
で
読
む
と
い
う
行
為
と
、
中
国
の
〈
読

書
〉
が
違
う
も
の
な
の
だ
と
気
づ
い
た
き
っ
か
け
を
紹
介
す
る
。

徂
徠
は
幼
少
の
頃
、〈
読
書
千
遍
。
其
義
自
見
〉
と
は
い
う
も
の
の
、

〈
義
〉
が
〈
未
見
〉
で
あ
る
時
に
ど
う
や
っ
て
〈
読
〉
む
の
か
不

思
議
に
思
っ
た
、
と
い
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
日
本
の
〈
読
書
〉
は

〈
義
〉
が
わ
か
ら
な
い
と
不
可
能
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し

て
い
る
。
対
し
て
中
国
の
〈
読
書
〉
は
、〈
義
〉
が
わ
か
ら
な
く
て

も
行
え
る
、
だ
か
ら
何
回
も
繰
り
返
し
〈
読
〉
ん
で
い
れ
ば
〈
義
〉

が
〈
自
見
〉
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
だ
。

こ
の
経
験
を
通
じ
て
徂
徠
は
、
日
本
と
中
国
の
〈
読
書
〉
が
、

同
じ
く
〈
読
書
〉
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
実
は
全
く
違
う
行
為
で
あ

、
、
、
、

る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
そ
の
も
の
は
事
実
で
は

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
す
る
こ
と

に
よ
り
、
自
分
が
日
本
と
中
国
の
〈
読
書
〉
の
違
い
に
気
づ
い
た

こ
と
と
、
そ
の
違
い
の
内
容
と
を
読
者
に
訴
え
た
の
で
あ
る
。

但
此
方
自
有
此
方
言
語
。
中
華
自
有
中
華
言
語
。
体
質
本
殊
。

由
何
脗
合
。
是
以
和
訓
廻
環
之
読
。
雖
若
可
通
。
実
為
牽
強
。

而
世
人
不
省
。
読
書
作
文
一
唯
和
訓
是
靠
。
即
其
識
称
淹
通

学
極
宏
博
。（
第
二
則
）

日
本
語
と
中
国
語
は
〈
体
質
本
殊
〉
で
あ
る
の
に
、
日
本
で
は

〈
読
書
作
文
一
唯
和
訓
是
靠
〉
で
あ
る
。〈
和
訓
〉
で
は
漢
文
の
〈
読

書
〉
は
で
き
な
い
。

始
欲
更
為
新
訳
。
悉
去
和
訓
廻
環
之
読
。
而
其
世
久
相
承
為

読
書
法
。
終
不
可
廃
也
。
亦
猶
華
音
訛
転
為
国
音
。
而
国
音

亦
不
可
廃
者
。
故
但
就
和
訓
。
附
以
新
訳
。
使
学
者
拠
此
推

拡
益
精
。
以
或
得
不
即
不
離
之
妙
于
和
訓
廻
環
読
之
外
者
。

是
其
筌
蹄
爾
。（
第
二
則
）

そ
こ
で
徂
徠
は
〈
和
訓
〉
を
全
廃
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は

不
可
能
だ
っ
た
。〈
和
訓
〉
は
長
期
間
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
続
け
て



- 51 -

き
た
た
め
に
す
で
に
〈
読
書
〉
の
方
法
と
し
て
日
本
人
の
中
に
染

み
こ
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
元
々
外
国
語
で
あ
る
中

国
語
の
漢
字
音
（
例
え
ば
「
山
」）
が
日
本
語
の
発
音
に
変
換
さ
れ

s
an

て
日
本
語
の
音
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
（
例
え
ば
「
山
」）
に
た
と

さ
ん

え
る
。

徂
徠
が
作
ろ
う
と
し
た
〈
新
訳
〉
は
、
お
そ
ら
く
『
訳
文
筌
蹄
』

の
本
文
に
あ
る
〈
訳
〉
、
例
え
ば
「
閑
（
し
づ
か
）
」
の
項
に
は
「
閑

は
ひ
ま
と
訳
す
。
む
だ
と
訳
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
ひ
ま
」
「
む

だ
」
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

［
６
］

〈
訳
〉
が
完
全
に
〈
和
訓
〉
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
だ
と
徂
徠
は
わ
か
っ
て
い
た
。

訳
之
一
字
。
為
読
書
真
訣
。
蓋
書
皆
文
字
。
文
字
即
華
人

語
言
。
如
其
荷
蘭
等
諸
国
。
性
稟
異
常
。
当
有
難
解
語
。

如
鳥
鳴
獣
叫
不
近
人
情
者
。
而
中
華
与
此
方
。
情
態
全
同
。

人
多
言
古
今
人
不
相
及
。
予
読
三
代
以
前
書
。
人
情
世
態
。

如
合
符
契
。
以
此
人
情
世
態
作
此
語
言
。
更
何
難
解
之
有

也
。
（
第
三
則
）

第
三
則
の
〈
訳
之
一
字
。
為
読
書
真
訣
〉
に
つ
い
て
村
上
雅
孝

氏
は
、
『
訓
訳
示
蒙
』
巻
頭
言
と
「
『
訳
文
筌
蹄
』
題
言
十
則
」
と

を
比
べ
て
、
こ
の
よ
う
に
い
う
。

『
訳
筌
』
〔
稿
者
注
：
本
文
で
い
う
『
訳
文
筌
蹄
』
〕
で
は
、

和
訓
と
訳
は
本
質
的
に
は
同
じ
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

際
だ
っ
た
差
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
和
訓
は
、
雅
言
で

あ
る
し
、
何
し
ろ
語
彙
の
数
が
少
な
か
っ
た
時
代
の
も
の
で

あ
る
。
ぴ
っ
た
り
マ
ッ
チ
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
情
に
遠

い
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
今
の
こ
と
ば
の
方

が
、
語
彙
の
数
も
多
い
し
細
や
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
情

に
近
い
、
易
し
い
こ
と
ば
で
訳
し
た
な
ら
中
国
の
書
物
は
理

解
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
和
訓
に
比
べ
て
訳
が
勝
っ

て
い
る
の
は
そ
の
点
な
の
で
あ
る
。
訳
の
方
が
、
よ
り
対
象

に
接
近
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
（
「
国
語
学
か
ら
見
た

『
訓
訳
示
蒙
』
と
『
訳
文
筌
蹄
』
七
七
頁
）

こ
こ
で
村
上
氏
が
「
和
訓
と
訳
は
本
質
的
に
は
同
じ
次
元
の
も

の
で
あ
る
と
す
る
」
と
し
て
い
る
の
は
、
第
二
則
で
い
う
〈
此
方

学
者
。
以
方
言
読
書
。
号
曰
和
訓
。
取
諸
訓
詁
之
義
。
其
実
訳
也
〉

と
、
こ
の
後
の
第
四
則
に
出
て
く
る
〈
曰
和
訓
曰
訳
。
無
甚
差
別
。
〉

を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
第
二
則
お
よ
び

第
四
則
に
お
い
て
そ
う
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
す
べ
て
の
部

分
で
そ
う
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
徂

徠
は
あ
く
ま
で
〈
和
訓
〉
と
〈
訳
〉
は
両
者
と
も
に
解
釈
の
意
で

あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
両
者
に
顕
著
な
違
い
は
な
い
と
言
っ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
第
二
則
で
い
う
よ
う
に
、〈
和
訓
〉
も
〈
訳
〉

も
〈
以
方
言
読
書
〉
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
文
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い

（
原
文
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
）
と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
〈
訳
〉
は
〈
和
訓
〉
よ
り
は
「
語
彙
の
数
も
多
い
し
細
や

か
」
で
、
「
人
情
に
近
い
、
易
し
い
こ
と
ば
」
で
あ
る
か
ら
、
〈
和
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訓
〉
を
使
わ
ず
〈
訳
〉
で
〈
読
書
〉
で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

〈
訳
〉
に
つ
い
て
は
、
〈
訳
之
一
字
。
為
読
書
真
訣
〉
と
宣
言
し

た
後
に
、〈
訳
〉
と
は
直
接
関
係
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
記
述
が
続

く
。
日
本
と
中
国
と
は
文
字
（
漢
字
）
を
共
有
し
て
お
り
、
も
の

の
考
え
方
や
態
度
が
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
な
ど

と
は
違
う
点
で
あ
る
。
も
の
の
考
え
方
や
態
度
が
全
く
同
じ
な
の

だ
か
ら
理
解
は
難
し
く
な
い
。
第
一
則
で
は
、
日
本
と
中
国
の
間

に
は
〈
淼
漫
呑
天
〉
た
る
海
が
広
が
っ
て
い
る
と
言
っ
て
、
両
者

の
距
離
の
遠
さ
を
強
調
し
、
だ
か
ら
こ
そ
〈
読
書
〉
の
方
法
を
見

直
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
両
者
の
近

さ
を
言
っ
て
い
る
。
日
本
語
と
漢
文
の
距
離
は
遠
い
が
、
日
本
語

も
漢
文
も
漢
字
を
共
有
し
て
い
る
の
で
理
解
は
難
し
く
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

能
訳
其
語
。
如
此
方
平
常
語
言
。
可
謂
能
読
書
者
矣
。
（
第

三
則
）

こ
れ
は
第
三
則
の
終
わ
り
の
部
分
で
あ
る
。〈
能
訳
其
語
。
如
此

方
平
常
語
言
〉
と
は
、
漢
文
の
言
葉
を
こ
ち
ら
の
平
常
の
こ
と
ば

に
訳
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
〈
訳
〉
は
、
〈
和
訓
〉
で
は
な
く
日
本

語
の
日
常
の
言
葉
に
訳
す
と
い
う
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
の
〈
訳
〉

は
動
詞
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
〈
訳
〉
す
の
か
と
い
う
と
、
〈
和

訓
〉
で
は
な
い
こ
と
ば
に
〈
訳
〉
す
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

表
面
上
は
〈
和
訓
〉
は
〈
訳
〉
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

先
ほ
ど
の
「
〈
和
訓
〉
も
〈
訳
〉
な
の
だ
」
と
い
う
言
説
と
矛
盾
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
〈
訳
〉
は
「
解
釈
す
る

こ
と
」
と
考
え
れ
ば
説
明
が
つ
く
。
「
漢
文
を
こ
ち
ら
の
こ
と
ば
に

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き

て
初
め
て
〈
読
書
〉
が
で
き
る
人
だ
ね
と
言
え
る
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。

曰
和
訓
曰
訳
。
無
甚
差
別
。
但
和
訓
出
於
古
昔
搢
紳
之
口
。

侍
読
諷
誦
金
馬
玉
堂
之
署
。
故
務
柬
雅
言
。
簡
去
鄙
俚
。

風
流
都
美
。
誠
宜
人
耳
。
且
時
属
淳
厖
。
語
言
之
道
未
闡
。

以
此
而
求
於
中
華
之
言
。
其
在
当
時
尚
已
寥
寥
覚
乏
矣
。

況
以
世
降
時
移
。
語
言
之
道
。
益
変
益
繁
。
益
俚
益
俗
。

（
第
四
則
）

先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
〈
曰
和
訓
曰
訳
。
無
甚
差
別
〉
は
第

二
則
の
〈
此
方
学
者
。
以
方
言
読
書
。
号
曰
和
訓
。
取
諸
訓
詁
之

義
。
其
実
訳
也
〉
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。〈
和
訓
〉
も
〈
訳
〉
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、〈
和
訓
〉
は
元
々
〈
雅
〉
な
言
葉
で
あ
る
し
、〈
世

降
時
移
〉
し
た
今
に
あ
っ
て
は
単
純
す
ぎ
る
。〈
和
訓
〉
は
徂
徠
の

生
き
た
江
戸
時
代
に
合
わ
な
い
こ
と
ば
な
の
だ
。

故
予
嘗
為
蒙
生
定
学
問
之
法
。
先
為
崎
陽
之
学
。
教
以
俗
語
。

誦
以
華
音
。
訳
以
此
方
俚
語
。
絶
不
作
和
訓
廻
環
之
読
。
始

以
零
細
者
。
二
字
三
字
為
句
。
後
使
読
成
書
者
。
崎
陽
之
学

既
成
。
乃
始
得
為
中
華
人
。
而
後
稍
稍
読
経
子
史
集
四
部
書
。
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勢
如
破
竹
。
是
最
上
乗
也
。（
第
五
則
）

第
五
則
で
徂
徠
は
初
め
て
〈
崎
陽
之
学
〉
に
よ
る
学
習
方
法
を

提
唱
す
る
。
そ
れ
は
〈
先
為
崎
陽
之
学
。
教
以
俗
語
。
誦
以
華
音
〉

と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
具
体
的
に
検
証
し
て
み
る
と
、

こ
こ
で
い
う
〈
俗
語
〉
が
日
本
語
な
の
か
中
国
語
な
の
か
わ
か
ら

な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
穿
鑿
は
措
く
こ
と
と
す
る
。
と
に
か
く
、

こ
の
方
法
で
は
〈
和
訓
〉
が
介
在
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

徂
徠
の
構
想
し
た
〈
読
書
〉
法
の
な
か
で
、
こ
れ
が
一
番
中
国
人

に
近
い
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
徂
徠
は
こ
れ
を
〈
最
上
乗
〉

と
す
る
。

し
か
し
第
一
則
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
徂
徠
自
身
は
こ
の
方
法

に
よ
っ
て
「
本
が
読
め
る
」
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。〈
崎
陽

之
学
〉、
つ
ま
り
当
時
の
中
国
語
の
口
語
を
学
ん
で
行
う
と
い
う
こ

の
方
法
は
、
〈
最
上
乗
〉
で
あ
る
が
実
際
的
で
は
な
い
。
実
用
に
耐

え
る
方
法
は
以
下
に
詳
述
さ
れ
る
。
こ
の
〈
最
上
乗
〉
の
方
法
と

は
い
わ
ば
理
想
の
方
法
で
あ
り
、
誰
も
が
受
け
ら
れ
る
方
法
で
は

な
い
。

日
本
語
を
母
語
と
す
る
者
が
外
国
語
の
古
典
を
理
解
す
る
た
め

に
、
ま
ず
そ
の
外
国
語
を
学
習
す
る
と
い
う
の
は
、
現
代
の
我
々

か
ら
す
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
を
読
む
目
的
で
現
代
英
語
を
学
ん
で
も
全
く
不
思
議
は
な
い
。

し
か
し
中
国
語
の
場
合
は
、
中
国
語
の
古
典
を
読
む
た
め
に
現
代

中
国
語
を
学
ば
な
く
て
も
良
い
と
い
う
方
法
論
は
、
現
在
に
お
い

て
も
依
然
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
中
国
語
も
外
国
語
で
あ
る
。

漢
文
が
中
国
の
文
で
あ
る
、
外
国
語
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

徂
徠
は
こ
う
し
て
示
し
て
み
せ
た
。

〈
崎
陽
之
学
〉
を
用
い
た
学
習
方
法
が
、
第
一
則
で
述
べ
て
い

た
〈
向
和
訓
外
。
通
一
線
路
〉
の
〈
一
線
路
〉
を
指
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、〈
崎
陽
之
学
〉
は
あ
く
ま
で
理
想
の
方
法
で

あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
者
に
は
実
現
不
可
能
な
方
法
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
〈
一
線
路
〉
は

唯
第
二
等
根
器
。
藉
此
榜
様
。
警
発
其
機
。
別
向
和
訓
外
。

通
一
線
路
。
則
八
角
島
直
接
壌
明
州
。
不
見
中
間
淼
漫
呑
天
。

日
夜
与
華
人
交
臂
晤
言
者
。
庶
或
見
之
哉
。
（
第
一
則
）

と
、〈
第
二
等
根
器
〉
を
対
象
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

〈
和
訓
外
〉
に
道
を
開
く
方
法
は
、
〈
崎
陽
之
学
〉
を
用
い
た
方
法

も
視
野
に
収
め
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、〈
第
二

等
根
器
〉
の
た
め
に
『
訳
文
筌
蹄
』
は
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

結
局
の
と
こ
ろ
〈
崎
陽
之
学
〉
を
学
ぶ
者
の
た
め
の
書
物
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
〈
和
訓
外
〉
に
道

を
開
い
た
徂
徠
自
身
も
、
〈
崎
陽
之
学
〉
を
用
い
て
〈
読
書
〉
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
自
分
が
〈
崎

陽
之
学
〉
以
外
で
〈
読
書
〉
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
具
体
例
な
の

だ
か
ら
、
仮
に
〈
崎
陽
之
学
〉
以
外
の
方
法
を
否
定
し
て
し
ま
え

ば
、
そ
れ
は
徂
徠
自
身
の
学
問
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
徂

徠
が
『
訓
訳
示
蒙
』
巻
頭
言
か
ら
「
『
訳
文
筌
蹄
』
題
言
十
則
」
に

- 54 -

至
る
間
に
〈
和
訓
〉
の
使
用
を
認
め
る
態
度
に
転
換
し
た
の
は
、

あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

然
崎
陽
之
学
。
世
未
甚
流
布
。
故
又
為
寒
郷
無
縁
者
。
定

為
第
二
等
法
。
先
随
例
授
以
四
書
小
学
孝
経
五
経
文
選
類
。

教
以
此
方
読
法
。
時
時
間
択
其
中
極
易
解
者
一
二
語
。
随

分
俚
言
解
説
。
使
其
自
得
。
一
日
間
不
過
一
二
次
。
切
勿

説
章
旨
。
及
道
徳
性
命
之
理
。
大
抵
人
心
喜
開
通
。
悪
閉

塞
。
雖
蒙
生
。
日
但
誦
全
無
分
暁
語
。
必
生
厭
想
。
惰
気

乗
之
。
僅
得
可
解
者
。
輒
生
踴
躍
。
由
是
精
進
。
且
其
一

二
零
細
。
後
来
合
湊
。
必
為
自
用
力
地
。
比
五
経
皆
畢
。

既
自
得
力
。
乃
授
以
史
漢
有
和
訓
者
。
使
其
自
読
副
以
字

書
。
備
其
考
索
。
（
第
五
則
）

次
に
〈
崎
陽
之
学
〉
が
受
け
ら
れ
な
い
者
に
与
え
る
〈
第
二
等

法
〉
が
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
も
、
非
常
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ま
ず
、
慣
例
に
従
っ
て
四
書
・
小
学
・

孝
経
・
五
経
・
『
文
選
』
の
た
ぐ
い
の
基
本
的
な
書
物
を
〈
此
方
読

法
〉
で
教
え
る
。〈
此
方
読
法
〉
は
中
国
の
〈
読
法
〉
に
対
し
て
言

う
の
で
あ
る
か
ら
、
訓
読
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
で
、

わ
か
り
や
す
い
こ
と
ば
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
選
ん
で
〈
俚
言
〉
で

〈
解
説
〉
す
る
と
い
う
。
〈
俚
言
〉
の
指
す
と
こ
ろ
は
明
確
で
は
な

い
が
、『
訳
文
筌
蹄
』
の
本
体
に
照
ら
せ
ば
、
共
に
「
し
づ
か
」
の

訓
を
持
つ
「
閑
」
「
静
」
に
つ
い
て
、
「
閑
」
を
「
閑
は
ひ
ま
と
訳

す
。
む
だ
と
訳
す
。
忙
字
の
反
対
な
り
」
、
「
静
」
を
「
動
字
の
反

対
な
り
。
さ
れ
ば
、
静
か
な
り
と
は
動
か
ぬ
こ
と
な
り
」
な
ど
と

説
明
す
る
こ
と
を
言
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、〈
和
訓
〉
に
よ
ら
な

い
〈
解
説
〉
を
経
て
、
学
習
者
に
〈
自
得
〉
さ
せ
る
。
五
経
を
全

部
終
え
る
こ
ろ
に
は
す
で
に
〈
読
書
〉
の
力
が
つ
い
て
い
る
は
ず

な
の
で
、
そ
の
時
に
な
っ
た
ら
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
か
ら
〈
有
和

訓
者
〉
を
選
ん
で
読
ま
せ
、
学
習
者
が
自
力
で
〈
読
〉
め
る
よ
う

に
字
書
を
プ
ラ
ス
し
て
や
る
。

徂
徠
は
、
〈
此
方
読
法
〉
や
〈
有
和
訓
〉
の
本
を
用
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
訓
読
を
用
い
て
学
習
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
な
い
。
重
要

な
の
は
学
習
者
に
〈
使
其
自
得
〉
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
学
習
者

に
〈
使
其
自
読
〉
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
訓
読
を

用
い
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
第
二
則
に
〈
始
欲
更

為
新
訳
。
悉
去
和
訓
廻
環
之
読
。
而
其
世
久
相
承
為
読
書
法
。
終

不
可
廃
也
。
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
〈
和
訓
〉
が
実
際
に
日
本
に
深
く

根
付
い
て
い
て
、〈
不
可
廃
〉
で
あ
る
と
い
う
の
が
現
実
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

中
華
此
方
。
年
代
世
変
。
文
物
制
度
。
地
名
人
名
。
皆
不

同
。
若
不
先
読
此
。
則
不
識
此
為
何
世
界
。
局
盤
不
立
。

茫
無
措
手
。
嘗
見
一
宿
儒
。
講
大
学
序
。
宋
徳
隆
盛
。
治

教
休
明
。
輒
謂
如
三
代
盛
時
。
皆
坐
此
故
。（
第
五
則
）

第
三
則
で
は
、〈
中
華
与
此
方
。
情
態
全
同
。
人
多
言
古
今
人
不

相
及
。
予
読
三
代
以
前
書
。
人
情
世
態
。
如
合
符
契
〉
と
い
い
、

、
、
、
、

、
、
、
、

人
の
〈
情
〉
に
お
い
て
中
国
と
日
本
と
は
近
い
の
だ
と
い
う
こ
と
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を
強
調
し
た
。
ま
た
第
一
則
で
は
、
中
国
と
日
本
と
の
間
に
は
〈
淼

漫
呑
天
〉
た
る
大
き
な
空
間
的
隔
た
り
が
存
在
す
る
こ
と
を
言
い
、

ま
た
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
そ
の
隔
た
り
を
超
克
で
き
る
こ
と
を
言

う
。
し
か
し
、
実
際
に
中
国
の
文
献
を
手
に
取
り
、
何
が
書
い
て

あ
る
の
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
時
、
文
物
や
制
度
、
広
く
言
え

ば
文
化
の
違
い
に
よ
る
難
解
な
部
分
も
や
は
り
存
在
す
る
。
徂
徠

は
自
身
が
提
示
し
た
〈
読
書
〉
法
の
有
効
性
を
主
張
す
る
場
合
に

は
、
中
国
と
日
本
と
の
親
近
性
を
前
面
に
押
し
出
し
た
の
だ
が
、

〈
読
書
〉
法
の
具
体
的
な
段
階
を
述
べ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
学

習
者
に
対
し
て
細
か
な
留
意
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。

況
道
理
精
微
。
非
初
学
所
宜
。
空
虚
無
憑
。
易
生
臆
度
。

事
跡
蹠
実
。
便
有
依
拠
。
故
先
授
読
。
不
問
其
能
解
以
不
。

逐
次
精
読
。
以
終
一
部
。
倘
未
通
暁
。
更
読
二
三
遍
。
学

者
之
病
。
在
求
従
頭
皆
解
。
此
雖
似
佳
事
。
廼
其
心
胸
窄

陋
。
不
能
優
柔
厭
飫
。
非
読
書
器
。
切
勿
為
其
解
説
。
（
第

五
則
）

初
学
者
に
は
〈
道
理
精
微
〉
は
わ
か
ら
な
く
て
も
よ
い
か
ら
、

ま
ず
先
に
〈
授
読
〉、
つ
ま
り
読
み
方
を
オ
ウ
ム
返
し
の
よ
う
に
口

真
似
さ
せ
て
教
え
て
、
理
解
の
程
度
は
問
わ
ず
に
〈
読
〉
ま
せ
る
。

通
暁
し
て
い
な
く
て
も
更
に
二
三
遍
〈
読
〉
め
と
い
う
。
こ
こ
で

の
〈
読
〉
は
ど
う
い
う
読
み
方
な
の
か
。
こ
の
文
脈
で
は
〈
崎
陽

之
学
〉
の
恩
恵
に
与
る
こ
と
が
不
可
能
な
人
に
つ
い
て
言
っ
て
い

る
の
で
、
こ
の
〈
読
〉
は
訓
読
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
読
み
方
は
、
む
し
ろ
第
二
則
の
〈
読
書
千
遍
。
其
義
自
見
〉

の
読
み
方
に
似
て
い
る
。
訓
読
を
用
い
て
い
な
が
ら
、
中
国
人
の

読
み
方
に
近
い
方
法
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
〈
崎
陽
之
学
〉
に
よ
ら
ず
と
も
、
中
国
式
の
読
み
方
に
近
づ
け

る
と
徂
徠
は
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
読
み
方
は
、
現
代
風
に
い
え
ば
、
文
法
構
造
が
あ
る
程
度

ま
で
類
推
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
が
と
れ
な
い
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
現
段
階
で
は
考
え
て
い
る
。
例
え

ば
「
過
則
勿
憚
改
」
を
読
む
時
に
、
「
勿
」
は
禁
止
を
表
す
こ
と
ば

で
、
下
に
動
詞
を
取
る
こ
と
が
多
い
。
す
る
と
「
勿
憚
改
」
は
「
憚

改
」
し
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
か
…
な
ど
と
類
推
し
な
が

ら
、
先
生
の
〈
読
〉
み
方
を
真
似
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、

声
に
出
し
て
読
め
て
も
、
そ
の
意
味
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
状
態
が
〈
未
通
暁
〉
で
あ
ろ
う
。
字
が
読
め
て
も
文
が
読
め

て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
「
字
」
が
読
め
れ
ば
「
文
」
は
自
然
と
読

め
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
が
、
し
か

し
実
は
、「
字
」
の
「
音
読
」
は
で
き
て
い
て
も
意
味
が
と
れ
て
い

な
い
状
態
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
字
」

の
意
味
を
わ
か
っ
た
つ
も
り
で
、
本
当
は
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。

な
ぜ
な
ら
ば
「
字
」
の
読
み
に
和
訓
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
閑
」
も
「
静
」
も
「
し
ず
か
」
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
は
漢
文

は
読
め
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
『
訳
文
筌
蹄
』
が
必
要
な
の
だ
。「
憚
」

が
ど
う
い
う
意
味
か
、「
改
」
が
ど
う
い
う
意
味
か
が
理
解
で
き
て

初
め
て
、
「
『
憚
改
』
し
て
は
い
け
な
い
」
が
「
改
め
る
の
に
遠
慮
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し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
内
容
な
の
だ
と
理
解
で
き
る
。

繰
り
返
す
が
、
江
戸
時
代
当
時
の
人
に
も
、
漢
文
が
中
国
語
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
知
識
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
漢
文
を
中
国
語
と
見
な
し
て
読
む
と
い
う
発
想
は
な

か
っ
た
。
徂
徠
が
『
訓
訳
示
蒙
』
巻
頭
言
に
「
和
訓
を
立
る
眼
よ

り
見
れ
ば
、
唐
人
に
も
、
和
訓
が
あ
る
と
心
得
る
な
り
」
と
書
い

て
い
た
よ
う
に
、
中
国
人
の
〈
読
書
〉
は
誤
解
さ
れ
て
い
た
。
あ

る
い
は
、
中
国
人
が
漢
文
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
よ

う
と
す
る
発
想
自
体
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
徂
徠
は
考
え
、
か
つ

実
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
日
本
人
独
特
の
読
書

法
と
も
い
え
る
訓
読
を
用
い
て
、
中
国
人
の
〈
読
書
〉
を
や
ろ
う

と
考
え
た
の
だ
。

記
予
侍
先
大
夫
。
七
八
歳
時
。
先
大
夫
命
予
録
其
日
間
行
事
。

或
朝
府
或
客
来
。
説
何
事
作
何
事
。
及
風
雨
陰
晴
。
家
人
瑣

細
事
。
皆
録
。
毎
夜
臨
臥
。
必
口
授
筆
受
。
予
十
一
二
時
。

既
能
自
読
書
。
未
嘗
受
句
読
蓋
由
此
故
。（
第
五
則
）

徂
徠
は
あ
く
ま
で
、
学
習
を
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。
自
分
も
最
初
は
身
の
回
り
の
出
来
事
を
書
き
取

る
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
た
。
幼
い
う
ち
か
ら
、
身
の
周
り
の
こ

と
か
ら
学
ぶ
と
い
う
の
は
、
唐
通
事
の
学
習
法
に
似
て
い
る
部
分

が
あ
る
。
唐
通
事
の
中
国
語
学
習
に
つ
い
て
本
稿
で
は
詳
細
に
は

論
じ
な
い
が
、
徂
徠
と
同
時
代
の
雨
森
芳
洲
の
『
橘
窓
茶
話
』
に

通
詞
家
咸
曰
、
唐
音
難
習
。
教
之
当
以
七
八
歳
為
始
。
殊
不

知
、
七
八
歳
則
晩
矣
。
非
従
襁
褓
中
則
莫
之
能
也
。
（
『
芳
洲

文
集

二
』
一
五
七
頁
）

［
７
］

と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
、
唐
通
事
の
中
国
語
学
習
が
幼
時
（
〈
襁

褓
中
〉
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
『
橘
窓
茶
話
』
自

体
は
徂
徠
没
後
の
刊
行
で
あ
り
、
徂
徠
が
こ
の
原
稿
な
ど
を
見
て

い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
唐
通
事
の
教
育
が
そ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
知
識
は
岡
島
冠
山
ら
か
ら
入
っ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
し
、
そ
れ
が
自
ら
の
幼
時
の
体
験
と
重
な
る
部
分
が
あ
る

と
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
。

中
華
人
多
言
。
読
書
読
書
。
予
便
謂
読
書
不
如
看
書
。
此

縁
中
華
此
方
語
音
不
同
。
故
此
方
耳
口
二
者
。
皆
不
得
力
。

唯
一
双
眼
。
三
千
世
界
人
。
総
莫
有
殊
。
一
捗
読
誦
。
便

有
和
訓
。
廻
環
顛
倒
。
若
或
従
頭
直
下
。
如
浮
屠
念
経
。

亦
非
此
方
生
来
語
音
。
必
煩
思
惟
。
思
惟
纔
生
。
縁
何
自

然
感
発
於
中
心
乎
。（
第
六
則
）

こ
れ
ま
で
徂
徠
は
中
国
人
に
近
づ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た

が
、
こ
こ
で
一
転
し
て
〈
読
書
不
如
看
書
〉
と
い
い
、
中
国
人
が

〈
読
書
読
書
〉
と
盛
ん
に
勧
め
る
〈
読
書
〉
を
一
見
否
定
し
て
い

る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
実
は
徂
徠
は
中
国
人
の
〈
読
書
〉
に
近

づ
く
た
め
に
、
逆
に
日
本
人
の
〈
読
書
〉
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
。

な
ぜ
な
ら
〈
読
書
〉
は
音
読
で
あ
り
、
日
本
語
で
行
う
〈
読
書
〉
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は
〈
和
訓
〉
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。

徂
徠
に
と
っ
て
中
国
人
に
近
づ
く
と
い
う
の
は
、
そ
の
方
法
論

を
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
真
似
る
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
中
国

人
の
思
考
に
近
づ
く
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

、
、

中
国
人
の
思
考
に
近
づ
く
た
め
に
、
中
国
人
の
や
り
方
と
は
違
う

方
法
で
対
象
に
迫
る
の
で
あ
る
。「
題
言
十
則
」
よ
り
前
に
書
か
れ

た
『
訓
訳
示
蒙
』
巻
頭
言
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
徂
徠
は
「
題

言
十
則
」
第
二
則
で

故
学
者
先
務
。
唯
要
其
就
華
人
言
語
識
其
本
来
面
目
。
而
其

本
来
面
目
華
人
所
不
識
也
。
豈
非
身
在
廬
山
中
故
乎
。
我
今

以
和
語
求
之
。
然
後
知
其
所
以
異
者
。
仮
如
南
人
在
南
。
不

自
覚
地
候
之
異
。
北
人
来
南
乃
識
暄
熱
耳
。
（
第
二
則
）

対
象
の
中
に
い
る
者
よ
り
、
外
に
い
る
者
の
方
が
そ
の
〈
本
来

面
目
〉
を
識
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
田
尻
氏

は
こ
の
よ
う
に
い
う
。

徂
徠
が
言
う
の
は
、
「
華
人
言
語
」
の
「
本
来
面
目
」
は
中
国

人
に
は
分
か
り
づ
ら
く
、
逆
に
「
我
今
以
和
語
求
之
」
か
ら

こ
そ
、
客
観
的
に
そ
れ
を
知
り
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
廬
山
の
中
に
居
る
人
間
に
は
、
か
え
っ
て
廬
山
の
全
体

像
が
見
え
な
い
よ
う
に
、
ま
た
南
方
の
気
候
の
特
徴
は
北
人

に
し
か
分
か
ら
な
い
よ
う
に
で
あ
る
。
（
「
〈
訓
読
〉
問
題
と

古
文
辞
学
」
二
三
八
頁
）

中
国
人
で
は
な
い
我
々
だ
か
ら
こ
そ
、
中
国
人
よ
り
も
中
国
の

こ
と
ば
の
真
相
が
見
え
る
の
だ
、
と
徂
徠
は
言
う
。

史
漢
各
二
三
遍
後
。
其
聡
明
者
。
於
有
和
訓
者
皆
莫
有
不
可

読
。
至
此
時
便
禁
其
一
有
和
訓
者
不
得
経
目
。
授
以
温
公
資

治
通
鑑
類
無
和
訓
者
。
読
之
一
遍
。
何
書
不
可
読
。
然
後
始

得
為
中
華
諸
生
。（
第
五
則
）

徂
徠
の
い
う
〈
為
中
華
諸
生
〉
と
い
う
の
は
、
第
五
則
に
い
う

よ
う
な
、〈
和
訓
〉
な
し
で
ど
の
よ
う
な
漢
文
の
書
で
も
〈
読
書
〉

で
き
る
者
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
〈
和

訓
〉
を
用
い
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
中
国
人
で
は
な
い

か
ら
だ
。

訳
語
之
力
。
終
有
所
不
及
者
存
矣
。
訳
以
為
筌
。
為
是
故
也
。

然
訳
之
真
正
者
。
必
須
眼
光
透
紙
背
者
始
得
。（
第
六
則
）

第
六
則
で
は
〈
訳
語
之
力
。
終
有
所
不
及
者
存
矣
〉
と
い
う
。

徂
徠
は
「
題
言
十
則
」
の
中
で
〈
和
訓
〉
と
〈
訳
〉
の
関
係
に
つ

い
て
〈
訳
之
一
字
。
為
読
書
真
訣
〉（
第
三
則
）
と
い
い
、
ま
た
〈
曰

和
訓
曰
訳
。
無
甚
差
別
〉
（
第
四
則
）
と
い
い
、
ま
た
こ
こ
で
〈
訳

語
之
力
。
終
有
所
不
及
者
存
矣
〉
と
い
う
。
結
局
〈
和
訓
〉
と
〈
訳
〉

と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
両
者
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

の
か
と
い
う
説
明
が
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
村
上
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氏
も
「
題
言
十
則
」
の
記
述
に
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

『
訓
訳
』
で
は
、
訳
文
の
学
の
万
能
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た

が
、『
訳
筌
』
で
は
、
よ
り
柔
軟
に
現
実
的
な
方
法
を
と
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
和
訓
の
有
効

利
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
訓
訳
』
の
よ
う
に
和
訓
を
廃
棄

す
る
こ
と
を
し
な
い
。
訓
読
を
利
用
し
な
が
ら
、
結
局
は
第

一
等
之
法
と
同
じ
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
次
は
和
訓
そ
の
も
の
の

内
実
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
訳
は
、
こ
こ
で

は
主
役
に
な
り
え
な
い
。
い
か
に
正
確
な
和
訓
を
定
め
る
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
和
訓
の
誤
り
を
正
す
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
徂
徠
は
、
『
訳
筌
』
の
巻
首
で
こ
の
よ
う
な
道

筋
を
明
確
に
、
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
終

わ
り
の
方
で
相
変
わ
ら
ず
中
華
と
日
本
を
一
に
す
る
の
は
訳

学
で
あ
る
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
書
名
と
と
も
に
、
此
の

巻
首
は
、
あ
く
ま
で
訳
学
を
論
じ
た
文
章
と
し
て
筆
を
置
く

の
で
あ
る
。
（
「
国
語
学
か
ら
見
た
『
訓
訳
示
蒙
』
と
『
訳
文

筌
蹄
』
」
八
十
頁
）

村
上
氏
は
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
ど
う
し
て
そ

の
矛
盾
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
と
述
べ
て
お
ら

れ
な
い
。
し
か
し
稿
者
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
徂
徠
は
〈
訳
〉
と
は

「
解
釈
」
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
考
え
る
。

第
三
則
で
は
「
（
和
訓
で
は
な
く
）
解
釈
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
読
書

を
ひ
と
こ
と
で
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

第
四
則
で
は
「
和
訓
も
訳
も
、
（
原
文
の
解
釈
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
は
）
大
き
な
差
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
こ
の
第

六
則
で
は
「
訳
語
の
力
も
、
結
局
は
（
解
釈
で
し
か
な
い
の
で
）、

行
き
届
か
な
い
も
の
も
あ
る
の
だ
。
訳
（
解
釈
）
と
は
目
的
に
達

す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
こ
の

た
め
で
あ
る
。
正
し
い
訳
（
解
釈
）
と
は
、
必
ず
、
眼
光
紙
背
を
徹と

お

し
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
解
釈
に
頼
っ
て
い
て
は
及
ば
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
だ
、

結
局
、
読
む
べ
き
な
の
は
原
文
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
と
と
ら
え

て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

徂
徠
の
漢
文
読
解
法
に
関
す
る
記
述
は
第
六
則
ま
で
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
第
七
則
、
第
八
則
は
そ
れ
以
前
と
は
内
容
が
変
わ
り
、

『
訳
文
筌
蹄
』
の
本
文
を
説
明
す
る
。
第
九
則
は
〈
詩
家
語
〉
に

つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
続
く
第
十
則
も
『
訳
文
筌
蹄
』
本
編
と

は
直
接
関
係
が
な
い
。
こ
の
則
は
〈
無
訓
〉
の
本
を
読
め
る
境
地

に
達
し
た
者
に
対
し
て
、
ど
う
い
う
本
を
読
む
べ
き
で
あ
る
か
を

い
う
。「
題
言
十
則
」
の
最
後
は

此
等
議
論
。
大
似
与
是
編
没
交
渉
。
其
実
亦
有
大
関
係
存
焉
。

故
此
附
言
爾
。（
第
十
則
）

と
言
っ
て
い
る
。
「
『
訳
文
筌
蹄
』
題
言
十
則
」
は
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
体
裁
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
当
時
す
で
に
古
文
辞
学
派
の
学
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者
と
な
っ
て
い
た
徂
徠
が
、
自
分
の
著
作
に
自
分
の
意
見
を
盛
り

込
む
た
め
に
付
け
足
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
実
は
こ
う
い
っ
た

内
容
を
盛
り
込
み
た
い
が
た
め
に
、
徂
徠
は
わ
ざ
わ
ざ
「
題
言
十

則
」
を
書
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を

改
め
て
論
じ
た
い
。

お
わ
り
に

徂
徠
は
中
国
人
の
〈
読
書
〉
の
方
法
に
近
づ
こ
う
と
し
た
。
そ

こ
で
最
初
は
、
中
国
人
の
読
書
法
を
そ
の
ま
ま
真
似
よ
う
と
し
た
。

つ
ま
り
、
唐
話
を
学
び
、
そ
の
知
識
を
用
い
て
〈
読
書
〉
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
れ
は
一
般
的
で
は
な

い
、
無
理
で
あ
る
と
徂
徠
は
判
断
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
漢
文
を

理
解
す
る
方
法
と
し
て
は
甚
だ
適
切
で
は
な
い
と
自
ら
も
い
う
〈
和

訓
〉
を
用
い
た
読
書
法
で
、
中
国
人
の
〈
読
書
〉
に
迫
ろ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
徂
徠
は
そ
の
よ
う
な
方
法
を
採

択
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
題
言
十
則
」
は
『
訳
文
筌
蹄
』
本
体
の
た
め
に
書
か
れ
た
「
題

言
」
で
あ
る
。
そ
し
て
『
訳
文
筌
蹄
』
本
体
は
〈
崎
陽
之
学
〉
を

行
う
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
行
え
な
い
者

の
た
め
に
作
ら
れ
た
〈
第
二
等
法
〉
で
用
い
ら
れ
る
書
籍
で
あ
る
。

第
五
則
で
い
う
、〈
読
書
〉
の
力
が
つ
い
た
者
に
〈
和
訓
〉
の
あ
る

書
を
読
ま
せ
る
際
に
プ
ラ
ス
し
て
や
る
〈
字
書
〉
、
そ
れ
が
ま
さ
に

こ
の
『
訳
文
筌
蹄
』
で
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、〈
和
訓
〉
を
用
い
た
学
習
法
を
説
く
書
籍
の
「
題
言
」
で
〈
崎

陽
之
学
〉
の
有
効
性
を
述
べ
る
こ
と
は
、
書
籍
本
体
の
内
容
に
そ

ぐ
わ
な
い
。
や
は
り
〈
崎
陽
之
学
〉
に
頼
ら
な
い
方
法
を
説
く
の

が
理
の
当
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
徂
徠
が
〈
崎
陽
之
学
〉
を
漢
文
の
学
習
方
法

と
し
て
盛
り
込
ん
だ
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
〈
読
書
〉
に
有

効
だ
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
徂
徠
が
塾
を
開
い
た
当
初
に
は
、
こ
の
よ
う
な
も
く
ろ
み

が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

儒
学
を
講
じ
る
学
塾
は
ほ
か
に
い
く
ら
で
も
あ
り
、
新
参
者

は
ど
う
し
て
も
特
色
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

、
、

れ
が
「
唐
話
」
で
あ
る
。
現
代
中
国
語
で
古
典
を
読
み
ま
す
、

と
い
う
の
が
徂
徠
の
セ
ー
ル
ス
・
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
だ
が
そ
れ
は
た
だ
の
技
芸
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
徂

徠
は
純
粋
に
「
中
華
」
が
好
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
原
語
の
発
音
に
そ
ん
な
に
入
れ
あ
げ
る
わ
け
が

な
い
。
中
華
崇
拝
は
ほ
ん
も
の
だ
っ
た
。（
野
口
武
彦
『
荻
生

徂
徠
―
江
戸
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
五
十
三
頁
）

徂
徠
は
自
ら
の
塾
に
特
色
を
も
た
せ
る
た
め
に
現
代
中
国
語
を

対
外
的
に
利
用
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。
徂
徠
の
「
中
華
崇
拝
」

、
、
、
、
、
、

が
「
ほ
ん
も
の
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。
徂
徠
自
身
は
真
剣
に
中
国
語
を
学
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
そ
の
精
神
を
弟
子
に
伝
え
継
続
さ
せ
て
い
く
に
は
、
そ
の

理
論
上
の
基
盤
に
何
か
し
ら
の
弱
い
部
分
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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徂
徠
の
弟
子
で
中
国
語
を
学
ん
だ
者
は
太
宰
春
台
（
一
六
八
〇
〔
延

宝
八
〕
年
―
一
七
四
七
〔
延
享
四
〕
年
）
な
ど
、
数
え
る
ほ
ど
し

か
い
な
い
。
徂
徠
が
本
当
に
中
国
語
を
重
要
視
し
、
そ
の
〈
読
書
〉

の
理
論
に
き
ち
ん
と
組
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
弟
子
に
も

そ
れ
が
伝
わ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
徂
徠
は
実
際
に
自
ら
中
国
語
の
口
語
の
学
習
を
行
っ
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
成
人
し
て
か
ら
で
あ
り
、
稿
者
は
、
徂
徠

の
中
国
語
の
会
話
の
能
力
は
決
し
て
高
く
な
か
っ
た
と
考
え
て
い

る
。
先
ほ
ど
雨
森
芳
洲
の
『
橘
窓
茶
話
』
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
唐

［
８
］

通
事
の
教
育
は
〈
襁
褓
中
〉
か
ら
始
ま
る
と
い
う
。
し
か
し
徂
徠

が
中
国
語
の
口
語
を
学
び
は
じ
め
た
の
は
、
か
な
り
遅
い
時
期
か

ら
で
あ
る
。
徂
徠
が
一
七
〇
六
〔
宝
永
〕
三
年
に
書
い
た
「
送
野

生
之
洛
序
」
に
自
ら
が
〈
崎
陽
之
学
〉
を
学
び
始
め
た
と
読
め
る

記
述
が
あ
る
が
、
徂
徠
は
こ
の
年
す
で
に
四
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

徂
徠
の
中
国
語
学
習
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
と
さ
れ
る
「
訳
社
」
の
決

ま
り
事
を
書
い
た
「
訳
社
約
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
さ
ら
に
遅
れ

て
一
七
一
一
〔
正
徳
元
〕
年
で
あ
る
。
外
国
語
を
学
ぶ
の
に
は
決

し
て
早
く
は
な
い
。
あ
る
い
は
徂
徠
は
、
自
ら
の
中
国
語
学
習
に

限
界
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
同
時
に
、
弟
子

を
は
じ
め
と
す
る
自
分
以
外
の
人
た
ち
に
中
国
語
学
習
を
勧
め
る

こ
と
を
、
あ
る
程
度
諦
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
そ
れ
以
外
に
、〈
崎
陽
之
学
〉
を
学
ん
で
〈
和
訓
〉
を
完
全

に
捨
て
去
っ
て
、
中
国
人
と
同
じ
方
法
で
〈
読
書
〉
し
よ
う
に
も
、

そ
れ
を
数
多
い
弟
子
た
ち
に
や
ら
せ
る
こ
と
が
不
可
能
だ
っ
た
、

と
い
う
面
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
弟
子
個
人
の
資
質
の
問

題
や
、〈
崎
陽
之
学
〉
の
講
師
の
不
足
な
ど
の
理
由
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
最
も
大
き
な
問
題
は
、「
題
言
十
則
」
で
徂
徠
自
身
も
語
る
よ

う
に
、〈
始
欲
更
為
新
訳
。
悉
去
和
訓
廻
環
之
読
。
而
其
世
久
相
承

為
読
書
法
。
終
不
可
廃
也
〉
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。〈
和

訓
〉
は
す
で
に
世
の
中
に
浸
透
し
、
そ
れ
無
し
で
〈
読
書
〉
す
る

こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
〈
和
訓
〉
を
個
々
の

弟
子
た
ち
に
〈
廃
〉
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
徂

徠
の
考
え
た
方
法
は
、
理
想
と
現
実
と
の
間
で
徂
徠
が
採
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
妥
協
案
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

史
料雨

森
芳
洲
『
橘
窓
茶
話
』
雨
森
芳
洲
・
関
西
大
学
東
西
学
術

研
究
所
「
日
中
文
化
交
流
の
研
究
」
歴
史
班
編
著
『
芳
洲

文
集

二
』（
関
西
大
学
出
版
・
広
報
部

一
九
八
〇
年
）

荻
生
徂
徠
『
訳
文
筌
蹄
』
『
訓
訳
示
蒙
』
（
戸
川
芳
郎
、
神
田

信
夫
編
輯
『
荻
生
徂
徠
全
集

二
「
言
語
篇
」
』

み
す
ず

書
房

一
九
七
四
年
）

参
考
文
献

黒
住
真
「
『
訳
文
筌
蹄
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
近
世
日
本
社
会

と
儒
教
』
ぺ
り
か
ん
社

二
〇
〇
三
年
）

田
尻
祐
一
郎
「
〈
訓
読
〉
問
題
と
古
文
辞
学
―
荻
生
徂
徠
を
め

ぐ
っ
て
」（
中
村
春
作
・
市
來
津
由
彦
・
田
尻
祐
一
郎
・
前

田
勉
編
『
続
「
訓
読
」
論
―
東
ア
ジ
ア
漢
文
世
界
の
形
成
』
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勉
誠
出
版

二
〇
一
〇
年
）

野
口
武
彦
『
荻
生
徂
徠
―
江
戸
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』

中

公
新
書

一
九
九
三
年

村
上
雅
孝
「
国
語
学
か
ら
見
た
『
訓
訳
示
蒙
』
と
『
訳
文
筌

蹄
』
」
（
『
近
世
漢
字
文
化
と
日
本
語
』

お
う
ふ
う

二

〇
〇
五
年
）

吉
川
幸
次
郎
「
徂
徠
学
案
」
（
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
二
三
』

筑
摩
書
房

一
九
七
六
年
）

拙
稿
「
話
さ
れ
な
い
『
唐
話
』
―
荻
生
徂
徠
の
唐
話
観
―
」

『
中
国
学
研
究
論
集
』

広
島
中
国
文
学
会

二
〇
一
四

年

注
［
１
］
『
荻
生
徂
徠
全
集

二
』
「
解
題
・
凡
例
」
の
「
訳
文
筌
蹄
初
編
」

に
よ
る
と
、
刊
行
時
の
帖
外
題
（
題
簽
）
は
「
訳
文
筌
蹄
初
編
」
、
巻

は
り

げ

だ
い

頭
の
首
題
な
ど
は
「
訳
筌
初
編
」
。
本
稿
で
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め

『
訳
文
筌
蹄
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

［
２
］
初
刻
は
『
訓
訳
筌
蹄
』
、
再
刻
は
『
訓
訳
示
蒙
』
と
し
て
刊
行
。

［
３
］『
訳
文
筌
蹄
』
と
『
訓
訳
示
蒙
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
黒
住
真
「
『
訳

文
筌
蹄
』
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
荻
生
徂
徠
全
集

二
』
「
解
題
・
凡
例
」

に
詳
し
い
。
も
と
も
と
、
『
訳
文
筌
蹄
』
と
名
付
け
ら
れ
た
古
い
稿
本

が
存
在
し
て
お
り
、
徂
徠
在
世
時
に
そ
こ
か
ら
一
部
を
抜
粋
し
、
「
題

言
十
則
」
な
ど
を
付
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
『
訳
文
筌
蹄
』
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
徂
徠
没
後
に
、
元
の
稿
本
の
、
『
訳
文
筌
蹄
』
と
は
別
の
一

部
を
出
版
業
者
が
剽
窃
し
て
刊
本
に
し
た
も
の
が
『
訓
訳
示
蒙
』
な
の

で
あ
る
。
刊
行
さ
れ
た
『
訓
訳
示
蒙
』
の
巻
頭
言
は
、
元
の
古
い
稿
本

に
つ
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
『
訳
文
筌
蹄
』
題
言
十
則
」

と
『
訓
訳
示
蒙
』
の
巻
頭
言
は
、
『
訓
訳
示
蒙
』
巻
頭
言
が
先
に
書
か

れ
て
い
る
も
の
の
、「
『
訳
文
筌
蹄
』
題
言
十
則
」
が
先
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
。

［
４
］
『
訓
訳
示
蒙
』
巻
頭
言
の
原
文
は
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
書
き
。
左
側
に

付
さ
れ
た
ふ
り
が
な
は
体
裁
上
の
問
題
で
省
略
し
た
。

［
５
］「
〈
訓
読
〉
問
題
と
古
文
辞
学
」
二
四
六
頁
。

［
６
］
田
尻
氏
は
徂
徠
が
言
う
「
訳
文
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に

つ
い
て
『
訓
訳
示
蒙
』
の
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は

『
訓
訳
示
蒙
』
と
『
訳
文
筌
蹄
』
で
は
漢
文
読
解
に
対
す
る
徂
徠
の
考

え
が
違
う
と
考
え
、
『
訓
訳
示
蒙
』
か
ら
は
例
を
挙
げ
な
い
こ
と
と
す

る
。

［
７
］
『
橘
窓
茶
話
』
は
刊
行
さ
れ
た
も
の
及
び
活
字
版
も
存
在
す
る
が
、

誤
記
が
多
い
た
め
、
元
の
形
に
近
い
と
さ
れ
る
写
本
を
使
用
し
た
。

［
８
］
拙
稿
「
話
さ
れ
な
い
『
唐
話
』
―
荻
生
徂
徠
の
唐
話
観
―
」
八
三

頁
。


