
１
　
は
じ
め
に

　
文
学
的
文
章
を
始
め
と
し
て
、「
読
む
こ
と
」
を
中
心
と
し
た
授
業
の
目
的
は
、

須
く
、
学
習
者
を
「
自
立
し
た
読
者
」
に
成
長
さ
せ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。

さ
ら
に
、
卒
業
後
も
何
ら
か
の
文
章
に
触
れ
続
け
て
い
っ
て
欲
し
い
と
い
う
淡

い
願
い
さ
え
も
、
そ
の
目
的
の
中
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た

ち
の
読
む
こ
と
に
お
け
る
教
育
目
標
は
、
自
覚
的
に
方
略
を
使
い
こ
な
し
、
生

涯
に
わ
た
っ
て
読
書
を
楽
し
も
う
と
す
る
人
材
を
育
て
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
技
術
を
方
略
化
さ
せ
る
指
導
過
程
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

学
習
者
の
内
発
的
動
機
付
け
を
喚
起
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
と
考
え

る
。「
こ
の
方
法
を
使
う
と
こ
ん
な
に
面
白
い
こ
と
が
分
か
る
」
と
か
、「
こ
の

方
法
を
使
う
と
他
の
文
章
も
面
白
く
読
め
る
」
と
い
っ
た
経
験
が
あ
っ
て
こ
そ
、

学
習
者
は
技
術
を
次
も
使
っ
て
み
よ
う
と
思
う
は
ず
だ
し
、
ま
た
文
章
が
読
み

た
い
と
思
う
は
ず
だ
。

　
さ
て
、
高
等
学
校
国
語
科
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
は
、「
読
み
比
べ
」
と
い

う
学
習
活
動
が
、
い
く
つ
か
の
科
目
に
ま
た
が
っ
て
言
語
活
動
例
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
二
七
年
度
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
国
語
の
中
三

Ｂ
問
題
に
お
い
て
は
、
複
数
の
資
料
か
ら
情
報
を
取
捨
選
択
し
、
自
ら
と
関
わ

ら
せ
て
考
え
を
記
述
す
る
問
題
の
正
答
率
が
低
か
っ
た
と
い
う
結
果
が
示
さ
れ

 

。
こ
れ
は
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
う
ち
、
特
に
複
数
の
情
報
を
関

連
づ
け
る
力
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏

ま
え
れ
ば
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
複
数
の
文
章
を
比
較
す
る
と
い
う
思
考

方
法
の
育
成
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、「
比
べ
読
み
」
を
授
業
に
採
り
入
れ
る
際
、
何
の
目
的
も
な

く
「
複
数
の
文
章
を
比
べ
て
共
通
点
や
相
違
点
を
見
つ
け
な
さ
い
」
と
言
わ
れ

た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
学
習
者
に
と
っ
て
魅
力
的
な
活
動
と
は
な
り
え
な
い
。

む
し
ろ
そ
の
と
き
、「
比
べ
読
み
」
と
い
う
学
習
活
動
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
空
虚

な
作
業
以
上
の
何
者
で
も
な
い
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち

が
「
比
べ
読
み
」
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
、
何
ら
か
の
内
発
的
動
機
付
け
を

喚
起
す
る
よ
う
な
手
立
て
を
講
じ
な
が
ら
授
業
デ
ザ
イ
ン
に
組
み
込
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
比
較
」
と
い
う
思
考
方
法
も
十
分
に
身
に

つ
か
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
比
べ
読
み
」
の
授
業
に
お
い
て
学
習
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古
典
に
お
け
る
比
べ
読
み
を
軸
と
し
た
授
業
の
考
察
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者
の
内
発
的
動
機
付
け
を
喚
起
す
る
た
め
の
手
立
て
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
考
察
対
象
と
し
た
授
業
は
、
稿
者
の
実
施
し
た
古
典
に
お
い
て
比
べ
読
み
を

用
い
た
二
つ
の
実
践
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
実
践
を
反
省
的
に
報
告

し
た
後
、
前
述
の
目
的
に
合
わ
せ
た
考
察
を
行
う
。
な
お
、
考
察
に
際
し
て
は
、

①
技
術
・
方
法
の
習
得
を
促
す
手
立
て
が
あ
っ
た
か
、
②
学
習
課
題
が
効
果
的

に
機
能
し
た
か
、
③
学
習
目
標
（
結
果
的
に
読
み
取
れ
た
も
の
）
が
学
習
者
に

と
っ
て
思
考
に
値
す
る
も
の
か
、
と
い
う
三
つ
の
観
点
で
分
析
す
る
。

２
　「
比
べ
読
み
」
を
用
い
た
実
践
の
考
察
①

（
１
）
単
元
の
基
本
情
報

○
学
　
年
：
津
山
東
高
等
学
校
二
年
生

○
時
　
期
：
平
成
二
十
七
年
五
月

○
単
元
名
：
一
文
の
違
い
か
ら
語
り
の
意
図
を
考
え
る

○
学
習
材
：「
大
江
山
」『
古
今
著
聞
集
』（『
精
選
古
典
Ｂ
』
三
省
堂
）

　「
小
式
部
内
侍
の
歌
才
」『
十
訓
抄
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
小
学
館
）

（
２
）
学
習
材
に
つ
い
て

　
学
習
材
と
し
て
選
択
し
た
「
大
江
山
」（『
古
今
著
聞
集
』）
は
、
中
心
人
物
で

あ
る
「
小
式
部
内
侍
」
が
、「
定
頼
中
納
言
」
の
か
ら
か
い
に
対
し
て
見
事
な
和

歌
で
反
論
し
た
こ
と
で
世
間
の
評
価
を
得
た
こ
と
を
語
る
歌
徳
説
話
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
『
十
訓
抄
』
に
「
小
式
部
内
侍
の
歌
才
」
と
い

う
同
話
が
存
在
し
、
そ
の
同
話
で
は
「
定
頼
中
納
言
」
の
「
小
式
部
内
侍
」
を

か
ら
か
う
発
言
が
書
き
加
え
ら
れ
る
と
い
う
改
変
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

話
末
評
も
付
け
加
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
「
定
頼
中
納
言
」
の
失
態
を
批
判
的
に

捉
え
る
語
り
手
の
眼
差
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
話
末
評
の
付
言
が

行
わ
れ
た
の
は
、
本
話
が
収
め
ら
れ
た
『
十
訓
抄
』
の
章
段
の
主
題
が
「
人
倫

を
侮
ら
ざ
る
事
」
で
あ
り
、
そ
の
主
題
に
物
語
の
主
題
を
重
ね
よ
う
と
し
た
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
定
頼
中
納
言
」
の
発
言
の
改
変
の
理
由

も
、
中
心
人
物
を
「
小
式
部
内
侍
」
か
ら
「
定
頼
中
納
言
」
に
シ
フ
ト
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
章
段
の
意
図
に
合
わ
せ
て
物
語
内
容
を
語
り
直
そ
う
と
し
た
所

に
あ
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ 

。
本
単
元
は
、
こ
の
語
り
手
の
《
語
り
直
し

の
意
図
》
に
気
付
か
せ
る
と
こ
ろ
に
焦
点
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
本
学
習
材
の
面
白
さ
と
し
て
、「
小
式
部
内
侍
」
と
「
定
頼
中
納
言
」

と
の
関
係
性
を
幅
を
持
た
せ
て
解
釈
で
き
、
そ
の
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
、「
定

頼
中
納
言
」
の
か
ら
か
い
に
込
め
ら
れ
た
悪
意
の
程
度
が
異
な
っ
て
く
る
と
い

う
点
が
あ 

。
し
か
し
な
が
ら
、『
十
訓
抄
』
で
は
、「
定
頼
中
納
言
」
の
か
ら

か
い
の
発
言
を
書
き
加
え
て
し
ま
っ
た
が
た
め
、
そ
の
行
為
の
悪
意
の
程
度
を

い
っ
そ
う
強
め
て
描
き
出
し
て
し
ま
い
、
両
者
の
関
係
性
を
一
義
的
に
規
定
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
よ
り
、
学
習
者
に
は
、〈
物
語
る
こ
と
〉
の
有
り
よ
う
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
た
い
。
つ
ま
り
、
物
語
と
は
語
り
手
の
関
心
事
に
応
じ
て
そ
の
主
題

を
改
変
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
改
変
に
よ
っ
て
中
心
人
物
や

人
物
同
士
の
関
係
性
ま
で
書
き
換
え
て
し
ま
う
と
い
う
、
強
く
政
治
性
を
伴
う

行
為
で
あ
る
こ
と
を
捉
え
さ
せ
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

う２
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（
３
）
指
導
の
手
立
て
に
つ
い
て

　
本
単
元
の
中
心
の
活
動
は
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
み
比
べ
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
漫
然
と
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
比
べ
て
し
ま
っ
て
は
、

両
話
の
相
違
点
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
、
学
習
者
に
と
っ
て
何
の
驚
き
も
な
い

授
業
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
上
、
何
の
目
的
も
な
く
「
読
み
比
べ
な
さ
い
」

と
言
わ
れ
て
も
、
学
習
者
の
内
発
的
動
機
付
け
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
こ
で
、
本
単
元
で
は
、
学
習
者
に
比
べ
読
み
の
目
的
を
与
え
、
内
発
的

動
機
付
け
を
喚
起
さ
せ
る
べ
く
、
次
の
よ
う
な
媒
介
的
指
導
（
自
ず
と
読
み
比

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
追
い
込
む
指
導
）
を
施
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
小

式
部
内
侍
の
歌
才
」
に
付
さ
れ
た
話
末
評
を
切
り
取
っ
て
提
示
し
、
ど
ち
ら
の

語
り
方
の
方
が
そ
の
話
末
評
を
付
け
加
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
考
え
さ
せ
る
、

と
い
う
学
習
課
題
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
学
習
課
題
を
持
っ
て

比
べ
読
み
を
行
う
学
習
者
は
、
い
ず
れ
か
の
選
択
肢
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
比
べ
な
け
れ
ば
課
題
を
解
決
で
き
な
い
状
況
に

追
い
込
ま
れ
、
自
ず
と
「
定
頼
中
納
言
」
の
発
言
の
改
変
に
目
を
向
け
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
。

（
４
）
単
元
の
指
導
計
画

◎
指
導
計
画
（
全
２
時
間
）

【
第
一
時
】「
大
江
山
」
の
内
容
を
整
理
し
、「
定
頼
中
納
言
」
の
発
話
意
図
に
つ

い
て
解
釈
す
る
。

【
第
二
時
】『
古
今
著
聞
集
』「
大
江
山
」
と
『
十
訓
抄
』「
小
式
部
内
侍
の
歌
才
」

を
読
み
比
べ
、
話
末
評
を
付
け
加
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
が
ど
ち
ら
か
を
考

え
る
。（
授
業
形
態
：
個
人
→
ペ
ア
→
全
体
→
個
人
）

（
５
）
学
習
者
の
反
応
と
反
省
的
分
析
（
成
果
）

　
中
心
と
な
る
比
べ
読
み
の
学
習
に
お
い
て
、
学
習
者
が
実
際
に
産
出
し
た
文

章
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

○「
小
式
部
内
侍
の
歌
才
」
は
、
大
江
山
に
は
な
い
、
感
情
を
強
め
る
よ
う
な
言

葉
が
あ
り
（「
か
か
る
や
う
や
は
あ
る
」
な
ど
）、
話
末
評
に
「
ま
さ
か
こ
れ

ほ
ど
の
う
ま
い
歌
を
…
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
と
て
も

驚
い
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
よ
り
そ
う
い
う
捉
え
方
が
し

や
す
い
の
は
「
小
式
部
内
侍
の
歌
才
」
だ
と
思
っ
た
か
ら
。

○「
小
式
部
内
侍
の
歌
才
」
の
ほ
う
が
、「
大
江
山
」
よ
り
定
頼
中
納
言
の
か
ら

か
い
や
驚
き
の
言
葉
（「
い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
む
」「
か
か
る
や
う

や
は
あ
る
」）
が
多
く
、
あ
な
ど
っ
て
後
で
泡
を
食
っ
た
感
じ
が
よ
く
出
て
い

て
、
定
頼
中
納
言
の
失
態
の
ほ
う
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
。

　
こ
の
記
述
の
よ
う
に
、
他
の
学
習
者
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
も
、
ほ
と
ん
ど

全
て
の
者
が
「
定
頼
中
納
言
」
の
発
言
の
改
変
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
、
話
末

評
を
付
け
加
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ク
ス
ト
（『
十
訓
抄
』「
小
式
部
内
侍
の
歌

才
」）
を
正
確
に
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
ま
た
、
学
習
者
に
記
述
さ
せ

た
自
己
評
価
に
お
い
て
も
、
概
ね
全
て
の
学
習
者
が
「
よ
く
で
き
た
」
か
「
で

き
た
」
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
実
際
の
学
習
者
の
様
子
も
、
比
べ

読
み
と
い
う
活
動
を
受
動
的
な
作
業
と
し
て
こ
な
す
の
で
は
な
く
、
能
動
的
に

思
考
を
働
か
せ
て
参
加
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
授
業
者
の
提
示
し
た
学
習

課
題
は
、
学
習
者
の
内
発
的
動
機
付
け
を
喚
起
さ
せ
、
比
べ
読
み
を
価
値
あ
る

学
習
と
し
て
学
習
者
に
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
よ
う
。
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（
６
）
学
習
者
の
反
応
と
反
省
的
分
析
（
課
題
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
授
業
後
の
学
習
者
の
反
応
を
見
て
み
る
と
、
彼
ら
の
思
考

を
十
分
に
深
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
実
際
の
学
習
者
の

反
応
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

・
語
り
手
が
違
え
ば
と
ら
え
方
も
す
ご
く
印
象
が
変
わ
る
か
ら
、
い
く
つ
も
の

考
え
方
が
あ
る
の
だ
な
あ
と
思
っ
た
。

・
誰
を
物
語
の
視
点
と
置
く
の
か
で
読
み
手
の
感
じ
ら
れ
方
が
変
わ
る
の
が
面

白
か
っ
た
。
私
的
に
は
大
江
山
の
方
が
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
が
で
き
て
お

も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。
歌
に
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
奥
深
い
と
思
っ
た
。

・
大
江
山
と
小
式
部
内
侍
の
歌
才
の
違
い
が
、
定
頼
の
セ
リ
フ
一
つ
で
変
わ
っ

た
の
で
す
ご
い
と
思
っ
た
。
文
字
の
一
つ
返
し
と
は
似
て
い
る
気
も
し
た
が
、

今
回
の
方
が
分
か
り
や
す
く
、
登
場
人
物
の
心
情
も
鍵
と
な
っ
て
い
て
面
白

か
っ
た
。

　
こ
れ
ら
は
、
比
較
的
よ
く
授
業
内
容
を
理
解
し
た
学
習
者
の
反
応
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
反
応
も
、
語
り
手
の
問
題
意
識
や
テ
ク
ス
ト
の
加
工
に
よ
っ
て
、
物

語
が
改
変
さ
れ
て
し
ま
う
事
へ
の
驚
き
や
興
味
を
示
し
て
い
る
点
で
は
、〈
物
語

る
こ
と
〉
の
様
相
を
的
確
に
理
解
し
、
学
習
内
容
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
授
業
者
が
意
図
し
た
〈
物
語
る
こ
と
〉
の
有
り

よ
う
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
と
い
う
目
標
は
達
成
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、

古
典
に
対
す
る
興
味
関
心
を
喚
起
す
る
こ
と
に
も
一
応
の
成
功
を
収
め
た
と
言

え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
学
習
者
は
こ
の
授
業
を
終
え
て
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
提

示
す
る
〈
物
語
る
こ
と
〉
の
行
為
性
に
関
わ
る
問
題
を
、
自
分
自
身
に
と
っ
て

切
実
な
問
題
と
し
て
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
習
者
の
反
応
を
今
一
度

見
わ
た
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
〈
物
語
る
こ
と
〉
の
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い
て

は
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
提
示
さ
れ
た
問
題
を
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
受

け
止
め
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
が
提
示
す
る

問
題
に
対
し
て
、「
そ
れ
面
白
い
考
え
方
だ
ね
」
と
い
う
感
想
の
提
示
に
終
始
し

て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
果
た
し
て
〈
テ
ク
ス
ト
と
対
話
し
た
〉
と

言
え
る
だ
ろ
う
か
。〈
対
話
〉
と
い
う
行
為
の
本
義
は
、
自
身
と
は
全
く
異
質
な

他
者
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
自
ら
の
思
考
の
枠
組
み
を
解
体
し
、
再
構
築
し
て

ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
授
業
に
お
け
る
学
習
者
は
、
自
ら
の
思
考
を
解
体
し

て
い
な
い
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
〈
自
ら
の
思
考
の
枠
組
み
〉
に
考
え
が
及
ん

で
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
実
践
で
は
、
学
習
目
標
の
設
定
に
お
い
て
課
題

が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

３
　「
比
べ
読
み
」
を
用
い
た
実
践
の
考
察
②

（
１
）
単
元
の
基
本
情
報

○
学
　
年
：
津
山
東
高
等
学
校
二
年
生

○
時
　
期
：
平
成
二
十
七
年
六
月
（
実
践
①
の
直
後
）

○
単
元
名
：
内
容
の
違
い
を
読
む
こ
と
で
、
自
分
の
読
み
の
傾
向
を
読
む

○
学
習
材
：「
不
顧
後
患
」『
説
苑
』（『
精
選
古
典
Ｂ
』
三
省
堂
）

　
　
　
　
　『
韓
詩
外
伝
』（『
精
選
古
典
Ｂ
　
指
導
資
料
』
三
省
堂
）
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（
２
）
学
習
材
に
つ
い
て

　
学
習
材
と
し
て
選
択
し
た
「
不
顧
後
患
」
は
、
劉
向
の
編
ん
だ
『
説
苑
』
所

収
の
小
話
で
あ
り
、
春
秋
戦
国
時
代
を
舞
台
に
し
た
家
臣
に
よ
る
諫
言
譚
で
あ

る
。
群
雄
割
拠
の
こ
の
時
代
に
、
隣
国
で
あ
る
「
楚
」
を
伐
と
う
と
し
た
「
呉

王
」
に
対
し
、
家
臣
で
あ
る
「
少
孺
子
（
少
年
）」
は
そ
の
行
動
を
諫
め
よ
う
と

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
呉
王
」
は
「
諫
む
る
者
有
ら
ば
死
せ
ん
と
」
と
宣
言

し
て
し
ま
っ
た
た
め
、「
少
孺
子
」
は
正
面
か
ら
諫
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
こ
で
「
少
孺
子
」
は
、
王
の
関
心
を
引
く
よ
う
な
行
動
を
と
り
、
王
が
話
し

か
け
て
き
た
所
を
見
計
ら
い
、
動
植
物
の
例
え
話
を
用
い
て
「
楚
」
を
伐
と
う

と
し
て
い
る
隙
に
他
国
に
侵
略
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
「
呉
王
」
に
遠
回
し

に
伝
え
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
「
呉
王
」
は
出
兵
を
止
め
た
、
と
い
っ
た
話
で
あ

る
。

　
本
話
の
勘
所
は
、「
少
孺
子
」
の
説
得
の
方
法
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
教
科

書
付
属
の
指
導
書
で
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。　『

説
苑
』
正
諫
篇
の
冒
頭
に
あ
る
章
で
は
、
諫
言
の
方
法
が
五
つ
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
後
に
孔
子
の
言
葉
と
し
て
こ
の
「
諷
諫
」
が
奨
励
さ
れ
て
い

る
。「
諷
諫
」
と
は
間
接
的
に
た
と
え
話
な
ど
を
用
い
て
、
そ
れ
と
な
く
諫
め

る
方
法
で
あ
る
。
専
制
政
治
に
お
い
て
君
主
の
言
は
絶
対
で
あ
る
。
直
言
が

過
ぎ
、
あ
ま
り
に
君
主
の
面
子
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
諫
め
方
で
は
、
自
分
の

身
が
危
な
い
だ
け
で
な
く
、
諫
言
が
成
功
し
な
い
た
め
に
国
家
が
滅
び
か
ね

な
い
の
だ
。

　
少
孺
子
の
場
合
も
、
思
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
口
に
し
た
の
で
は
な
く
、

食
物
連
鎖
の
よ
う
な
自
然
現
象
の
中
か
ら
、
天
下
国
家
に
つ
な
が
る
例
を
探

し
て
い
る
。
ま
た
、
考
え
の
全
て
を
説
明
し
て
い
な
い
こ
と
も
特
徴
の
一
つ

で
あ
ろ
う
。
直
接
的
に
諫
め
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
は
「
敢
有
諫
者
死
」
に
抵

触
し
て
し
ま
う
。
あ
く
ま
で
「
欲
得
其
前
利
、
而
不
顧
其
後
之
有
患
也
」
と

い
う
だ
け
で
、
具
体
的
に
「
出
兵
中
に
隣
国
が
攻
め
て
く
る
」
と
は
言
わ
な

い
の
で
あ
る
。

　
本
学
習
材
に
お
い
て
は
、
こ
の
説
得
の
方
法
の
工
夫
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る

こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　
ま
た
、
本
話
に
は
様
々
な
類
話
が
存
在
し
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
『
韓

詩
外
伝
』
所
収
の
話
で
は
、
た
と
え
話
を
用
い
た
諫
言
を
行
い
成
功
す
る
と
い

う
物
語
の
筋
は
共
通
し
て
い
る
が
、
舞
台
と
な
る
国
家
、
登
場
人
物
、
説
得
の

方
法
の
特
質
な
ど
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。『
韓
詩
外

伝
』
で
は
楚
の
「
荘
王
」
が
晋
国
を
攻
め
る
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
諫
言
を
行

う
家
臣
は
少
年
で
は
な
く
「
孫
叔
敖
」
と
い
う
側
近
の
者
と
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
諫
言
の
方
法
は
、『
説
苑
』
の
よ
う
に
王
の
面
子
を
守
り
遠
回
し
に

説
得
を
行
う
の
と
は
大
き
く
異
な
り
、
王
の
行
動
の
過
ち
を
直
接
的
に
説
き
、

真
っ
正
面
か
ら
王
を
諫
め
て
い
る
。
確
か
に
「
孫
叔
敖
」
の
諫
め
方
は
、「
少
孺

子
」
の
方
法
と
比
べ
て
粗
野
な
も
の
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
王
か
ら
の

断
罪
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
国
の
た
め
に
命
が
け
で
諫
め
た
と
い
う
点
は
評
価

で
き
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
荘
王
」
は
出
兵
を
や
め 

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ
の
よ
う
な
諫
言
の
方
法
が
と
れ
た
の
は
、「
孫
叔
敖
」
が
側
近
の
者
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
り
の
地
位
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
王
に
こ
の
よ
う
な
直
訴
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
で
は
「
少
孺
子
」
が
こ
の

た４
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よ
う
な
諫
言
が
で
き
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、『
説
苑
』
と
『
韓
詩
外
伝
』
を
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
物
の
価
値
観
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
諫
言
の
方
法
の
違
い

が
表
れ
て
く
る
と
と
も
に
、
人
物
が
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
も
そ
の
方
法
が

異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
説
得
的
に
語
る
と
い
う
行
為

が
価
値
観
や
状
況
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、

本
学
習
材
の
魅
力
が
あ
る
と
考
え
た
。

（
３
）
指
導
の
手
立
て
に
つ
い
て

　
本
単
元
に
お
い
て
は
、『
説
苑
』
と
『
韓
詩
外
伝
』
を
読
み
比
べ
る
と
い
う
学

習
活
動
が
中
心
と
な
る
。
し
か
し
、
単
純
に
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
比
べ
る
だ
け

で
は
、
仮
に
両
テ
ク
ス
ト
の
違
い
を
見
つ
け
た
と
し
て
も
、
登
場
人
物
や
諫
言

方
法
の
違
い
が
は
っ
き
り
す
る
だ
け
で
、「
な
ぜ
違
い
が
生
ま
れ
る
の
か
」
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
読
み
が
及
ぶ
の
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
単
元
で
は
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
学
習
課
題
と
し
て
、「
ど
ち

ら
の
諫
め
方
の
方
が
効
果
的
か
」
と
い
う
学
習
課
題
を
設
定
し
た
。
こ
の
学
習

課
題
は
、
学
習
者
の
価
値
観
を
持
ち
込
ん
で
諫
言
の
方
法
を
評
価
さ
せ
る
も
の

で
あ
り
、
必
ず
ど
ち
ら
か
の
方
法
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
学
習
者
は
自
ず
と
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
比
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
、
両
者
の
違
い
を
読
み
と
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
い
ず
れ
か
の
テ
ク
ス
ト
を
選
択
し
た
学
習
者
は
、
そ
の
諫
め
方
が
効
果

的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
自
ら
が
選
択
し
た
テ
ク
ス
ト
の
良
さ
を
述

べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
課
題
を

解
決
し
な
が
ら
、
自
然
と
説
得
方
法
の
工
夫
や
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
価
値
観
に

つ
い
て
読
み
と
り
、
違
い
が
生
ま
れ
る
理
由
に
つ
い
て
理
解
し
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ま
ま
で
学
習
を
終
え
て
し
ま
っ
て
は
、
実
践
①
に
お

け
る
反
省
と
同
じ
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
が
提
示
す
る
「
説
得
的
に
語
る
と
い
う

行
為
が
状
況
依
存
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
問
題
が
、
学
習
者
自
身
の
切
実

な
問
題
と
し
て
機
能
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
本
単
元
に
お
い
て
は
、

テ
ク
ス
ト
と
学
習
者
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
学
習
者
自
身
の
読
み
の
傾
向
を

分
析
さ
せ
る
と
い
う
課
題
を
最
終
課
題
と
し
て
設
定
し
た
。
こ
れ
は
、
先
行
す

る
「
ど
ち
ら
の
諫
め
方
の
方
が
効
果
的
か
」
と
い
う
学
習
課
題
に
お
い
て
い
ず

れ
か
の
テ
ク
ス
ト
を
選
択
し
た
自
分
自
身
を
振
り
返
り
、「
ど
の
よ
う
な
価
値
観

を
持
っ
て
い
る
か
ら
そ
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
選
択
し
た
の
か
」、
と
い
う
こ
と

を
問
う
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
よ
っ
て
、
学
習
者
に
自
身
の
偏
重
し
た
価

値
観
を
メ
タ
認
知
さ
せ
、
も
う
一
方
の
テ
ク
ス
ト
に
示
さ
れ
た
異
な
る
価
値
観

を
意
識
さ
せ
る
こ
と
で
、〈
対
話
〉
を
引
き
起
こ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
４
）
単
元
の
指
導
計
画

◎
指
導
計
画
（
全
三
時
間
）

【
第
一
時
】「
不
顧
後
患
」（『
説
苑
』）
の
内
容
を
整
理
し
、「
少
孺
子
」
の
説
得

に
よ
っ
て
、「
呉
王
」
が
出
兵
を
止
め
た
理
由
に
つ
い
て
、
根
拠
と
理
由
づ
け
の

違
い
を
意
識
し
な
が
ら
自
ら
の
解
釈
を
記
述
す
る
。

【
第
二
時
】『
説
苑
』
と
『
韓
詩
外
伝
』
を
読
み
比
べ
、
両
者
の
説
得
の
仕
方
の

違
い
を
踏
ま
え
、
ど
ち
ら
の
方
が
説
得
力
が
あ
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
。（
授
業

形
態
：
個
人
→
グ
ル
ー
プ
→
全
体
→
個
）

【
第
三
時
】
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
考
え
を
読
ん
だ
後
、
自
ら
の
記
述
し
た
考
え
を
読
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み
返
し
、
自
身
の
考
え
の
傾
向
（
価
値
観
）
に
つ
い
て
見
つ
め
直
す
。

（
５
）
比
べ
読
み
に
お
け
る
学
習
者
の
反
応
と
反
省
的
分
析

　
中
心
の
活
動
と
な
っ
た
類
話
の
比
べ
読
み
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
で
助
け

合
い
な
が
ら
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
違
い
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
個
人

で
は
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
発
見
し
た
違
い
を
持
ち
寄
っ

た
り
全
体
の
場
で
共
有
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
概
ね
必
要
な
違
い
は
全
て

導
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
学
習
者
が
自
分
な
り
に
効
果

的
な
諫
め
方
を
判
断
し
た
文
章
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。

　【
説
苑
】
支
持
派

○
ど
ち
ら
の
話
で
も
「
諫
め
よ
う
と
す
る
者
は
死
刑
に
処
す
。」
と
あ
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
も
し
諫
め
た
い
の
で
あ
れ
ば
君
主
が
「
自
分
は
諫
め
ら
れ
て
い

る
」
と
思
わ
な
い
よ
う
に
諫
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、

『
韓
詩
外
伝
』
は
、「
今
か
ら
諫
め
ま
す
。」
と
い
う
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
発
言

を
し
て
お
り
、
ま
た
「
君
主
に
も
当
て
は
ま
る
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
比
べ
、『
説
苑
』
は
、
君
主
を
怒
ら
せ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
話
を
し
て
い

る
の
で
、
諫
め
方
が
効
果
的
な
の
は
『
説
苑
』
で
あ
る
と
考
え
た
。（
孫
叔
敖

は
、
全
部
話
し
終
わ
る
ま
え
に
殺
さ
れ
そ
う
…
）

○
自
分
の
位
や
王
の
人
柄
・
性
格
に
よ
っ
て
、
効
果
的
な
諫
め
方
に
は
違
い
が

出
て
く
る
と
思
う
。
し
か
し
、
人
に
言
わ
れ
て
気
付
く
よ
り
は
自
分
で
考
え

た
結
果
間
違
い
に
気
付
い
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
自
分
で
考
え
て
気
付
い
た

こ
と
な
ら
も
う
二
度
と
間
違
え
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
呉
王
は
今
、
自
分

で
気
付
い
た
の
で
次
の
他
の
国
を
攻
め
よ
う
と
考
え
た
と
き
に
は
も
っ
と
き

ち
ん
と
し
た
策
戦
を
立
て
る
と
思
う
。
孫
叔
敖
に
言
わ
れ
て
気
付
い
た
荘
公

は
ま
た
ま
ち
が
っ
た
選
択
を
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。

　【
韓
詩
外
伝
】
支
持
派

○
荘
王
に
と
っ
て
孫
叔
敖
の
存
在
は
他
の
兵
よ
り
大
き
い
も
の
だ
と
思
い
、
発

言
権
も
あ
り
、
影
響
力
も
大
き
い
と
思
っ
た
。
孫
叔
敖
は
荘
王
の
命
や
国
の

こ
と
を
自
分
の
命
よ
り
も
重
い
と
考
え
、
自
分
の
命
を
捨
て
る
覚
悟
で
、
荘

王
に
晋
を
攻
め
る
の
は
危
険
だ
と
例
を
用
い
て
注
意
し
た
。
荘
王
は
孫
叔
敖

の
覚
悟
と
、
説
明
を
聞
き
、
ム
キ
に
な
っ
て
い
る
自
分
を
見
つ
め
直
し
、
考

え
を
改
め
た
の
だ
と
思
っ
た
か
ら
、
韓
詩
外
伝
の
諫
め
方
の
方
が
効
果
的
だ

と
思
っ
た
。

○
説
苑
で
は
少
し
言
葉
が
足
り
な
い
と
思
う
。
た
だ
例
え
話
を
し
た
だ
け
で
王

が
討
伐
を
止
め
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
。
韓
詩
外
伝
で
は
、
君
主
の
た
め
を

思
っ
て
諫
め
る
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
る
し
、
直
接
攻
め
る
の
を
止
め
て
い
る

の
で
分
か
り
や
す
い
。
で
も
、
孫
叔
敖
は
自
分
で
行
動
し
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
少
し
説
得
力
に
欠
け
る
部
分
も
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
記
述
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
学
習
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト

に
描
か
れ
た
説
得
の
方
法
の
工
夫
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
授
業
者
の
用
意
し
た
、
説
得
方
法
の
工
夫
や
そ
こ
に
反
映
さ
れ

た
価
値
観
に
つ
い
て
読
ま
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
む
た
め
の
学
習
課
題

は
、
学
習
者
に
と
っ
て
効
果
的
な
も
の
と
な
っ
た
と
言
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
の
学
習
者
の
記
述
に
「
自
分
の
位
や
王
の
人
柄
・
性
格

に
よ
っ
て
、
効
果
的
な
諫
め
方
に
は
違
い
が
出
て
く
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
説
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得
方
法
の
効
果
は
状
況
依
存
的
な
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
状
況
を
設
定
せ
ず

「
効
果
的
」
を
十
分
に
定
義
づ
け
な
い
ま
ま
説
得
力
の
高
低
を
選
ば
せ
た
の
は
、

課
題
に
無
理
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
単
元
に
お
い
て
は
、
学

習
者
に
比
べ
読
み
を
さ
せ
る
た
め
の
媒
介
的
指
導
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
学

習
課
題
の
緻
密
さ
に
問
題
が
あ
っ
た
。

（
６
）
読
み
の
傾
向
分
析
に
お
け
る
学
習
者
の
反
応
と
反
省
的
分
析

　
そ
の
後
の
学
習
で
は
、
学
習
者
の
記
述
し
た
も
の
を
印
刷
、
配
布
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
の
文
章
を
読
ま
せ
た
。
そ
の
後
、
自
身
の
記
述
し
た
文
章
を
読
み

返
さ
せ
、
い
ず
れ
か
の
立
場
を
選
択
し
た
自
分
自
身
の
読
み
の
傾
向
（
価
値
観
）

に
つ
い
て
省
察
す
る
よ
う
課
題
を
出
し
た
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
学
習
者
が
記

述
し
た
文
章
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　【
説
苑
】
支
持
派

○
韓
詩
外
伝
の
や
り
方
だ
と
ス
ト
レ
ー
ト
す
ぎ
て
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
意

見
で
、
自
分
は
慎
重
だ
と
思
う
。
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
な
い
よ
う
に
、
と
か
自

分
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
立
場
に
回
ら
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
感
じ
で
慎
重
。

王
（
相
手
）
の
こ
と
は
あ
ん
ま
り
考
え
て
い
な
い
と
思
う
。

○
自
分
自
身
が
も
し
少
孺
子
だ
っ
た
ら
、
死
ぬ
の
は
と
て
も
こ
わ
い
か
ら
、
私

は
子
ど
も
の
少
孺
子
の
方
が
よ
い
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
孫
叔
敖
の

よ
う
に
死
を
覚
悟
す
る
な
ん
て
で
き
な
い
自
分
の
臆
病
な
部
分
が
文
面
に
出

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　【
韓
詩
外
伝
】
支
持
派

○
自
分
に
は
遠
回
し
で
相
手
に
考
え
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
自
ら
意

見
を
言
う
こ
と
で
、
相
手
に
納
得
さ
せ
た
り
し
た
い
傾
向
が
あ
る
。
自
分
の

意
見
を
他
人
に
押
し
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
傾
向
。

○
私
的
に
は
、
自
分
一
人
の
力
だ
と
し
て
も
、
出
兵
が
取
り
消
せ
る
な
ら
ど
ん

な
か
た
ち
に
な
っ
て
で
も
い
い
か
ら
伝
え
た
い
こ
と
を
遠
回
し
に
せ
ず
言
い

た
い
と
思
っ
て
し
ま
う
。
か
ら
、
変
な
と
こ
ろ
で
正
義
感
が
は
た
ら
く
性
格

だ
と
思
う
。

○
私
は
王
を
直
接
的
に
諫
め
た
家
臣
を
支
持
し
た
の
で
、
死
を
恐
れ
な
い
よ
う

な
勇
敢
な
人
、
誰
に
対
し
て
も
強
く
意
見
が
言
え
る
人
を
支
持
す
る
傾
向
に

あ
る
の
で
は
？
と
考
え
た
。

　【
そ
の
他
】

○
私
の
読
み
の
傾
向
は
、
基
本
的
に
マ
イ
ナ
ス
思
考
だ
と
思
う
。
も
し
、
殺
さ

れ
た
ら
、
と
か
、
伝
わ
ら
な
か
っ
た
ら
、
呉
王
が
少
孺
子
に
声
を
か
け
な

か
っ
た
ら
、
と
い
う
こ
と
ば
か
り
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
○
○
が
で
き
る
、
と

い
う
よ
う
に
考
え
方
を
拡
げ
れ
ば
違
っ
た
読
み
方
が
で
き
そ
う
だ
と
感
じ
た
。

　
い
ず
れ
の
文
章
も
、
い
ず
れ
か
の
テ
ク
ス
ト
を
効
果
的
だ
と
捉
え
た
自
分
の

判
断
の
根
拠
と
な
る
価
値
観
を
反
省
的
に
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

特
に
、【
そ
の
他
】
で
挙
げ
た
学
習
者
反
応
に
お
い
て
は
、
自
身
の
選
択
し
た
立

場
に
こ
だ
わ
ら
ず
自
分
自
身
の
思
考
の
傾
向
を
メ
タ
認
知
で
き
て
お
り
、
加
え

て
自
身
の
課
題
ま
で
到
達
で
き
て
い
る
点
で
、
省
察
の
度
合
い
は
深
い
も
の
で

あ
る
と
評
価
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
記
述
を
す
る
こ
と
の
で

─　　─７４



き
た
学
習
者
は
概
ね
全
体
の
四
分
の
一
程
度
で
あ
り
、
多
く
の
学
習
者
に
と
っ

て
は
考
え
に
く
い
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
そ
の
要
因
は
、
テ
ク
ス
ト
の
示
す
他
者
を
説
得
す
る
と
い
う
状
況
が
、
学
習

者
の
現
実
生
活
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

テ
ク
ス
ト
が
差
し
出
す
の
は
、
絶
対
的
な
権
力
者
に
対
し
て
い
か
に
説
得
を
行

う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
身
を
置
い
た
こ
と
の
あ
る
は

ず
も
な
い
学
習
者
に
と
っ
て
、
こ
の
問
題
は
馴
染
み
が
薄
く
、
価
値
観
を
省
察

す
る
ほ
ど
現
実
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
具
体
的
な
状
況
を
指
導
者
か
ら
設
定
し
て
や
れ
ば
、

い
く
ら
か
思
考
も
し
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
自
身
の
反
応
か
ら
価
値
観
を
探
っ
て
み
る
と
い
う
行
為
自

体
は
自
己
の
反
省
的
省
察
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
る
が
、
そ
れ
を

学
習
者
と
の
関
わ
り
の
薄
い
問
題
に
よ
っ
て
思
考
さ
せ
た
点
に
、
本
実
践
の
課

題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

４
　「
語
り
」
を
読
み
比
べ
る
学
習
を
構
想
す
る
際
に

（
１
）
方
法
の
習
得
：
比
較
と
い
う
思
考
方
法
に
つ
い
て
理
解
で
き
た
か
？

　
い
か
に
学
習
者
の
内
発
的
動
機
付
け
を
喚
起
し
た
と
こ
ろ
で
、
学
習
者
が
読

み
の
方
略
・
思
考
の
方
法
を
身
に
つ
け
る
場
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は

授
業
と
し
て
成
立
し
な
い
。
そ
こ
で
本
単
元
で
は
、
比
べ
読
み
を
通
し
て
「
比

較
と
い
う
思
考
方
法
」
を
学
習
者
に
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
比
べ
読
み
と
い
う
活
動
を
行
え
ば
、
す
な
わ
ち
思
考
方
法
が
身
に
つ
く

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、
言
語
活
動
の
欄
に
当

然
の
よ
う
に
「
読
み
比
べ
」
と
い
う
活
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
比
較
と
い

う
思
考
に
不
慣
れ
な
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
円
滑
に
活
動
で
き
な
い
こ
と
も
想

定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
本
単
元
を
振
り
返
っ
た
場
合
、
連
続
し
て

行
っ
た
二
つ
の
実
践
間
に
段
階
性
が
あ
っ
た
た
め
、
学
習
者
は
円
滑
に
思
考
方

法
を
練
習
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
実
践
①
で
は
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
違
い
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
一
文
レ
ベ
ル

で
比
較
さ
せ
る
と
い
う
授
業
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
学
習
者
に
と
っ
て

は
ど
こ
を
比
べ
れ
ば
よ
い
の
か
が
明
確
で
あ
り
、
比
較
と
い
う
思
考
に
つ
い
て

理
解
し
、
習
得
す
る
上
で
は
効
果
的
な
導
入
・
練
習
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
続

け
て
行
っ
た
実
践
②
は
、
物
語
の
内
容
レ
ベ
ル
で
比
較
さ
せ
る
と
い
う
授
業
内

容
で
あ
っ
た
。
実
践
①
で
は
文
字
の
違
い
を
比
べ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
学

習
者
の
内
部
に
形
成
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
比
べ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
若
干
難

易
度
が
上
が
っ
て
い
る
。
唐
突
に
行
え
ば
混
乱
も
生
じ
か
ね
な
い
課
題
で
あ
っ

た
が
、
実
践
①
で
比
較
と
い
う
思
考
自
体
は
理
解
し
て
い
た
た
め
、
学
習
者
は

円
滑
に
活
動
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
単
元
に
お
い
て
は
、

思
考
し
易
い
比
べ
読
み
を
先
行
し
、
後
に
や
や
高
度
な
比
べ
読
み
を
行
う
と
い

う
よ
う
に
、
学
習
の
レ
ベ
ル
・
段
階
を
工
夫
し
た
こ
と
で
、
技
術
・
方
法
の
習

得
を
促
し
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、「
比
較
」
と
い
う
思
考
を
鍛
え
る
上
で
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
、「
ど

こ
を
比
較
す
れ
ば
良
い
の
か
」
と
い
う
着
眼
点
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
文
の

表
現
に
着
眼
す
る
微
視
的
な
視
点
と
、
物
語
の
内
容
に
着
眼
す
る
と
い
う
や
や

巨
視
的
な
視
点
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
比
較
の
着
眼

点
を
複
数
用
意
で
き
た
こ
と
も
、
比
較
と
い
う
思
考
方
法
を
理
解
さ
せ
る
上
で

効
果
的
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
実
践
②
に
お
い
て
、
無
理
に
一
文
を
比
べ
よ
う
と
し
て
い

た
学
習
者
も
い
く
ら
か
い
た
こ
と
か
ら
、
着
眼
点
を
複
数
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、

逆
に
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
学
習
者
も
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う

い
っ
た
学
習
者
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
践
で
別
教
材
を
用
い
て
ミ
ニ

レ
ッ
ス
ン
を
行
い
、
着
眼
点
の
違
い
を
明
確
に
理
解
さ
せ
た
上
で
、
実
践
②
に

移
行
す
る
と
い
う
き
め
細
か
い
足
場
掛
け
も
必
要
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

（
２
）
学
習
課
題
：
比
べ
読
み
を
必
然
的
な
学
習
活
動
と
意
識
さ
せ
た
か
？

　
比
べ
読
み
を
行
う
際
、
学
習
課
題
を
「
共
通
点
・
相
違
点
を
見
つ
け
な
さ
い
」

と
し
て
し
ま
う
と
、
無
目
的
に
活
動
す
る
学
習
者
は
意
欲
を
減
退
さ
せ
て
し
ま

う
。
し
た
が
っ
て
、
本
単
元
に
お
い
て
は
、
目
的
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

学
習
者
は
比
べ
読
み
を
必
然
的
な
学
習
活
動
と
見
な
し
、
内
発
的
動
機
付
け
を

喚
起
し
、
円
滑
に
学
習
活
動
に
参
加
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
前
提
に

立
ち
、
目
的
、
つ
ま
り
学
習
課
題
の
出
し
方
に
と
り
わ
け
工
夫
を
凝
ら
し
た
。

　
二
つ
の
実
践
に
お
け
る
学
習
課
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
①
で
は
「
ど
ち

ら
の
語
り
方
が
話
末
評
を
付
け
加
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
」、
②
で
は
「
ど
ち
ら

の
諫
め
方
の
方
が
効
果
的
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
共
通
点
は
《
二
値
的
な

学
習
課
題
を
設
定
す
る
》
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
か
を
選
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
習
課
題
は
、
情
報
を
比
べ
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
課

題
で
あ
る
た
め
、
学
習
者
に
活
動
の
必
然
性
を
意
識
さ
せ
、
内
発
的
動
機
付
け

を
喚
起
さ
せ
る
上
で
効
果
的
で
あ
っ
た
。
実
際
の
学
習
者
の
様
子
を
見
て
も
、

比
較
を
通
し
て
文
章
の
細
部
を
よ
り
丁
寧
に
読
み
取
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が

え
た
た
め
、
比
べ
読
み
と
い
う
活
動
に
付
随
す
る
学
習
効
果
を
改
め
て
確
認
で

き
た
。
ま
た
、
二
者
択
一
と
い
う
形
式
は
分
か
り
や
す
く
、
比
べ
読
み
に
不
慣

れ
な
学
習
者
に
と
っ
て
も
扱
い
や
す
い
課
題
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
両
学
習
課
題
に
は
違
い
も
見
ら
れ
る
。
①
の
特
徴
は
《
別
の
テ
ク
ス

ト
を
提
示
す
る
》
と
い
う
点
で
あ
り
、
②
の
特
徴
は
《
読
者
の
価
値
判
断
を
持

ち
込
ま
せ
る
》
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
比
較
対
象
の
文
章
と
は
異
な
る

情
報
ソ
ー
ス
を
比
較
の
規
準
と
し
て
用
い
る
方
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
別
の
テ

ク
ス
ト
に
求
め
る
の
か
、
読
者
自
身
に
求
め
る
の
か
と
い
う
点
で
異
な
る
。
ま

た
、
①
に
つ
い
て
は
、
課
題
の
解
答
に
明
確
な
正
解
が
あ
っ
た
た
め
、
謎
解
き

の
よ
う
で
学
習
者
に
と
っ
て
も
自
信
を
持
っ
て
考
え
や
す
い
学
習
課
題
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
②
に
つ
い
て
は
、
読
者
の
判
断
を
持
ち
込
む
と
い
う

点
で
は
思
考
し
や
す
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
効
果
的
」
と
い
う
軸
で

判
断
さ
せ
よ
た
の
だ
が
、
場
の
状
況
を
十
分
に
設
定
し
な
か
っ
た
た
め
、
混
乱

を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
課
題
を
提

示
す
る
際
に
は
、
安
易
な
語
句
の
扱
い
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
に
、「
比
べ
読
み
」
を
学
習
活
動
と
し
て
授
業
デ
ザ

イ
ン
に
組
み
込
む
際
、
二
値
的
な
課
題
を
用
意
し
、
別
の
テ
ク
ス
ト
と
関
連
づ

け
な
が
ら
解
釈
さ
せ
た
り
、
学
習
者
自
身
の
価
値
判
断
を
持
ち
込
ま
せ
た
り
す

る
と
い
う
学
習
課
題
の
工
夫
に
よ
り
、「
比
べ
読
み
」
の
学
習
は
学
習
者
に
と
っ

て
必
然
的
な
も
の
と
な
り
、
内
発
的
動
機
づ
け
を
喚
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
も
二
値
的
な
課
題
に
よ
っ
て
比
べ
読
み

を
行
っ
て
い
た
の
で
は
、「
比
較
」
の
思
考
力
を
高
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
後
の
比
学
習
課
題
の
あ
り
方
に
つ
い
て

も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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（
３
）
学
習
目
標
：
こ
の
方
法
を
使
う
と
面
白
い
こ
と
が
分
か
る
と
思
え
た
か
？

　
汎
用
的
な
思
考
方
法
に
つ
い
て
理
解
・
習
得
し
、
意
欲
的
に
言
語
活
動
を
経

験
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
学
習
者
は
内
発
的
動

機
づ
け
を
十
分
に
喚
起
し
た
と
言
え
る
の
か
。
学
習
の
終
着
点
と
し
て
学
習
者

と
テ
ク
ス
ト
の
間
に
切
り
結
ば
れ
た
読
み
が
、
学
習
者
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も

の
だ
と
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
過
程
が
い
か
に
魅
力
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
、「
こ
ん
な
こ
と
し
か
読
め
な
い
方
法
な
ん
て
必
要
な

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

せ
っ
か
く
身
に
つ
け
さ
せ
た
汎
用
的
な
思
考
方
法
さ
え
、
学
習
者
が
転
移
さ
せ

る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、
学
習
者
が
「
こ
の
方

法
を
使
う
と
こ
ん
な
に
面
白
い
こ
と
が
分
か
っ
た
／
考
え
ら
れ
た
」
と
思
え
る

よ
う
な
価
値
あ
る
読
み
を
、
学
習
者
の
内
部
に
形
成
さ
せ
て
ゆ
く
よ
う
教
材
研

究
を
行
い
、
学
習
目
標
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
で
は
、
学
習
者
に
と
っ
て
価
値
あ
る
読
み
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
語
り
手
が

差
し
出
す
問
題
を
導
出
す
る
こ
と
と
、
そ
の
問
題
を
自
己
と
関
わ
ら
せ
て
読
む

こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
テ
ク
ス
ト
を
断
片
的
に
捉
え
た
表
面
的
な
問
題
や
、

自
分
と
は
何
ら
関
わ
り
な
い
問
題
を
考
え
た
と
こ
ろ
で
、
学
習
者
が
そ
の
読
み

に
価
値
を
見
い
だ
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
そ
の
点
で
言
え
ば
、
本
単
元
で
実
施
し
た
二
つ
の
実
践
で
は
、
学
習
者
に

と
っ
て
価
値
あ
る
読
み
を
十
分
に
形
成
で
き
た
と
は
言
え
な
い
。
実
践
①
で
は
、

物
語
り
行
為
の
普
遍
的
な
問
題
性
で
あ
る
「
語
り
手
の
関
心
事
に
よ
っ
て
主
題

が
改
変
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
」
を
あ
ぶ
り
出
す
こ
と
に
は
成
功
し
た
が
、
そ
の

問
題
と
学
習
者
自
身
の
生
活
が
ど
う
接
す
る
の
か
と
い
う
点
を
授
業
計
画
に
位

置
づ
け
る
の
が
疎
か
と
な
っ
た
。
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「
主
題
の
改
変
に
よ

り
人
物
の
評
価
ま
で
も
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
を
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
す
る
こ
と
や
、
そ
の
た
め
に
他
の
テ
ク
ス
ト
を
重
ね
読
み
さ
せ
る
な
ど

す
れ
ば
、
語
り
手
が
提
示
す
る
問
題
を
批
判
的
に
捉
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
物

語
る
／
物
語
ら
れ
る
存
在
と
し
て
の
自
己
を
見
つ
め
直
す
契
機
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
実
践
②
で
は
、
語
り
方
の
違
い
を
読
み
と
り
、
自
己
と
関
わ
ら
せ
て
テ
ク
ス

ト
を
読
ま
せ
よ
う
と
試
み
は
し
た
も
の
の
、
導
出
し
た
語
り
の
読
み
が
表
面
的

な
も
の
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
自
己
と
関
わ
ら
せ
た
際
に
も
十
分
に
思

考
が
深
ま
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
の
語
り
の
違
い
が
ど

の
よ
う
な
言
語
場
の
違
い
に
よ
り
生
じ
た
の
か
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
言

説
を
相
手
取
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
価
値
規
範
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
相

違
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
、
教
材
研
究
を
行
い
学
習
目
標
を

設
定
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
比
べ
読
み
を
用
い
た
授
業
を
行
う
際
、
学
習
者
の
内
発
的

動
機
付
け
を
喚
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
学
習
者
に
価
値
あ
る
読
み
を
形

成
さ
せ
る
べ
く
《
語
り
の
読
み
》
に
導
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
語
り
手
が
ど
の
よ
う
な
言
説
を
相
手
取
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
価
値
規

範
に
支
え
ら
れ
て
言
語
行
為
に
及
ん
だ
の
か
と
い
う
点
や
、
そ
の
言
語
行
為
が

他
者
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
点
、
す
な
わ
ち
、
語
り
手
と

言
語
場
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
合
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
に

よ
り
、
教
材
研
究
を
行
い
、
学
習
目
標
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
。
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付
記

　
本
稿
は
、
国
語
教
育
研
究
会
「
れ
い
の
会
」
第
三
八
二
回
例
会
（
於
：
岡
山

大
学
附
属
中
学
校
、
二
〇
一
五
年
七
月
二
五
日
）
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
に

加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
際
に
は
、
会
の
主
催
者
で
あ
る
神

頭
亮
太
先
生
を
は
じ
め
、
多
く
の
先
生
等
に
ご
質
問
、
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

注１
　
二
〇
一
五
年
八
月
二
六
日
付
　
朝
日
新
聞

２
　
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
考
に
詳
し
い
。
※
安
道
百
合
子
（
二

〇
一
二
）「『
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
』
考
─
小
式
部
内
侍
『
大
江
山
』
歌
説
話
教

材
の
要
点
─
」：「
日
本
文
学
研
究
」
梅
光
学
院
大
学
日
本
文
学
会
、
四
七
号
、

一
～
一
三
貢
）

３
　『
宇
治
拾
遺
物
語
』
や
『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
、「
小
式
部
内
侍
」
と
「
定
頼

中
納
言
」
が
恋
仲
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
述
が
あ
る
た
め
、
そ
の
文

脈
で
考
え
る
な
ら
ば
、〈
か
ら
か
い
〉
と
い
う
行
為
を
恋
人
同
士
の
戯
れ
あ
い

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、「
小
式
部
内
侍
」
は
歌
人
と
し
て
著

名
な
「
和
泉
式
部
」
の
子
で
あ
り
、「
定
頼
中
納
言
」
も
同
じ
く
著
名
な
歌
人

で
あ
る
「
藤
原
公
任
」
の
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
文
脈
で
考
え
る
な
ら

ば
、〈
か
ら
か
い
〉
と
い
う
行
為
は
二
世
歌
人
ど
う
し
の
い
が
み
合
い
と
し
て

解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

４
　
文
章
中
に
出
兵
の
取
り
や
め
に
つ
い
て
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
楚
国
が
安
寧
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
か
ら
、
争
い
を
起

こ
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
た
。

（
岡
山
県
立
津
山
東
高
等
学
校
）
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