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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
一
号
（
令
和
二
年
三
月
刊
）

一

　は
じ
め
に
︱
教
材
分
析
の
き
っ
か
け

　

校
外
実
力
テ
ス
ト
、
い
わ
ゆ
る
模
試
の
問
題
を
見
て
、
高
校
生
に
ど
の
よ
う

な
古
文
理
解
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
あ

る
模
試
で
、﹃
沙
石
集
﹄
巻
九
上
「
浄
土
房
之
遯
世
事
」
が
問
題
文
と
し
て
出
さ

れ
た
。
長
雨
に
よ
っ
て
山
が
崩
れ
、
浄
土
房
の
居
る
庵
が
土
砂
で
埋
も
れ
て
し

ま
っ
た
が
、
浄
土
房
は
無
事
で
弟
子
達
は
安
堵
し
た
。
し
か
し
、
当
の
本
人
は

命
が
助
か
っ
た
こ
と
を
、「
あ
さ
ま
し
き
損
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
模
試
で
は
、

そ
の
「
あ
さ
ま
し
き
損
」
と
い
っ
た
理
由
の
説
明
が
求
め
ら
れ
た
。
後
の
文
章

を
読
ん
で
い
く
と
、
浄
土
房
は
、
土
砂
に
巻
き
込
ま
れ
た
時
に
観
音
の
名
号
を

唱
え
て
し
ま
い
助
か
っ
て
し
ま
っ
た
が
、「
南
無
阿
弥
仏
」
と
唱
え
て
極
楽
往
生

す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
浄
土
房
に
と
っ

て
、
土
砂
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
命
の
危
機
で
は
な
く
、
極
楽
浄
土
転
生

へ
の
好
機
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
設
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
文
語
文
法
の
知
識

を
用
い
な
が
ら
丁
寧
に
文
章
を
読
ん
で
い
け
ば
よ
い
。
そ
れ
で
正
答
は
得
ら
れ

る
の
だ
が
、
問
題
は
、
古
文
へ
の
理
解
を
そ
れ
で
と
ど
め
て
よ
い
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
書
き
手
は
、
末
尾
に
「
深
く
思
ひ
入
り
て
、
こ
の
世
に
心
を
と

ど
め
ず
、
浄
土
へ
参
ら
ん
と
急
ぐ
心
の
ま
こ
と
あ
り
け
る
こ
そ
、
う
ら
や
ま
し

く
思
ゆ
れ
。」
と
述
べ
、
浄
土
房
の
信
心
深
さ
や
こ
の
世
に
執
着
せ
ず
に
浄
土
を

心
か
ら
望
む
あ
り
方
を
賞
賛
し
て
い
る
。
仏
教
言
説
を
知
ら
な
い
学
習
者
や
土

砂
災
害
の
恐
ろ
し
さ
や
悲
し
み
を
見
聞
き
し
て
い
る
現
代
の
学
習
者
に
と
っ
て

は
、
話
の
内
容
は
分
か
っ
て
も
、
浄
土
房
の
言
葉
や
そ
の
浄
土
房
を
賞
賛
す
る

テ
キ
ス
ト
の
見
方
・
考
え
方
は
、
理
解
し
難
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、

こ
れ
が
テ
ス
ト
で
は
な
く
授
業
で
あ
れ
ば
、
学
習
者
の
そ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト

へ
の
違
和
感
を
聞
い
た
り
、
問
題
に
し
た
り
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
も
の
の
見

方
・
考
え
方
と
対
話
を
し
て
い
け
る
は
ず
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
現
実
的
に
は
、
上
述
の
模
試
の
よ
う
に
、
学
習
者
は
授
業
以
外

の
場
面
で
も
古
文
を
読
む
機
会
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
場
面
で
も
、
学

習
者
が
自
分
で
テ
キ
ス
ト
の
見
方
・
考
え
方
を
理
解
し
た
り
、
問
題
化
し
た
り

し
や
す
い
よ
う
に
、
仏
教
言
説
に
則
っ
た
語
り
方
を
知
識
と
し
て
得
て
お
く
と

い
う
こ
と
も
重
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
仏
教
的
な

話
題
を
語
る
テ
キ
ス
ト
を
い
く
つ
か
教
材
化
し
、
今
年
度
高
校
二
年
生
の
一
学

期
の
「
古
典
」
の
授
業
で
使
っ
て
い
っ
た
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
五
五
段
「
薬
師
寺
別
当
事
」
の
教
材
化
（
一
）

︱
︱︿
批
判
﹀
に
つ
い
て
考
え
る
学
習
の
教
材
と
し
て
︱
︱

井

　上

　
　
　泰



─　　─36

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
中
で
、
教
材
分
析
が
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
巻
第
四
ノ
三
第
五
五
段

「
薬
師
寺
別
当
事
」
で
あ
る
。
本
話
は
、
薬
師
寺
の
別
当
（
寺
務
を
総
括
す
る
長

官
）
僧
都
が
、
生
前
、
寺
の
米
五
斗
を
借
り
て
返
さ
な
か
っ
た
た
め
に
、
臨
終

の
際
に
火
車
（
地
獄
の
迎
え
）
が
や
っ
て
き
て
、
弟
子
達
の
「
一
石
誦
経
」
に

よ
っ
て
滅
罪
し
、
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
話
の
展
開
は
、
市

販
問
題
集
の
基
礎
問
題
の
問
題
文
と
し
て
使
わ
れ
る
ほ
ど
平
易
で
あ
る
。

　

だ
が
、
多
く
の
︿
往
生
﹀
譚
で
語
ら
れ
る
よ
う
な
往
生
者
の
生
前
の
功
徳
、

た
と
え
ば
、
法
華
経
持
経
や
念
仏
三
昧
が
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
典
型
的
な
︿
往

生
﹀
譚
と
は
言
い
が
た
い
面
が
あ
る
。
ま
た
、
実
際
に
授
業
を
し
た
後
、
学
習

者
が
、「
別
当
」
が
借
り
た
物
を
「
返
し
て
ん
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
弟
子
達
に

「
一
石
誦
経
に
せ
よ
」
と
い
っ
た
点
が
よ
く
分
か
ら
な
い
と
言
っ
て
聞
き
に
き
た
。

確
か
に
、
物
を
返
さ
な
か
っ
た
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
返
せ
ば
よ
い

し
、
実
際
に
「
別
当
」
も
「
そ
の
物
を
返
し
て
ん
」
と
言
っ
て
い
る
。
新
日
本

古
典
文
学
大
系
の
註
に
は
、「
一
石
誦
経
」
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
一
石
を

施
物
と
し
、
誦
経
を
行
う
意
か
。（
中
略
︱
引
用
者
）
五
斗
借
用
に
対
し
一
石
を

送
る
の
は
、
利
息
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
、
謝
罪
の
気
持
ち
を
こ
め
た
の
で
あ

ろ
う
。」
と
あ
り
、
授
業
者
も
や
や
は
っ
き
り
と
し
な
い
感
じ
が
あ
っ
た
も
の
の
、

そ
の
よ
う
に
説
明
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た₁
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
話
に
は
、︿
往
生
﹀
譚
と
し
て
読
む
と
不
可
解
な
点
が
い
く

つ
か
あ
る
。
そ
れ
を
解
決
し
た
い
と
思
う
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
テ
キ
ス

ト
の
見
方
・
考
え
方
が
も
っ
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
学
習
者

と
を
出
会
わ
せ
て
、
思
索
さ
せ
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
長
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
が
本
話
を
分
析
し
よ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け
で
あ
る
。

二

　﹃日
本
往
生
極
楽
記
﹄
と
の
比
較

　
「
薬
師
寺
別
当
事
」
は
、
ど
の
よ
う
な
話
な
の
か
。
今
一
度
、
確
認
し
て
お
く
。

　

本
話
は
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
が
、
生
前
、
寺
の
米
五
斗
を
借
り
て
返
さ
な

か
っ
た
と
い
う
寺
物
私
用
の
罪
を
犯
し
た
た
め
に
、
臨
終
の
際
に
火
車
が
や
っ

て
き
て
堕
地
獄
し
そ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
弟
子
達
の
「
一
石
誦
経
」
に
よ
っ

て
滅
罪
し
、
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
話
の
展
開
を
示
す
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

　

薬
師
寺
別
当　

臨
終
間
際
に
念
仏

　
　
　
　
　
　
　
　

←

　
　
　
　
　
　
　

火
車
の
迎
え

　
　
　
　
　
　
　
　

←

　
　
　
　
　
　
　

弟
子
達
の
一
石
誦
経

　
　
　
　
　
　
　
　

←

　
　
　
　
　
　
　

往
生

　

ま
た
、
本
話
は
「
別
当
僧
都
」
の
話
だ
が
、
元
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
話
が
、

﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
に
、「
僧
都
済
源
」
の
こ
と
と
し
て
あ
る₂
。

○﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
九
僧
都
済
源

　

僧
都
済
源
は
、
心
意
潔
白
に
し
て
世
事
に
染
ま
ず
、
一
生
の
間
念
仏
を
事

と
な
せ
り
。
命
終
わ
る
の
日
、
室
に
香
気
あ
り
、
空
に
音
楽
あ
り
。
常
に
乗

る
と
こ
ろ
の
白
馬
、
跪
き
て
も
て
涕
泣
す
。
米
五
石
を
捨
て
て
薬
師
寺
に
就
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け
て
、
風
誦
を
修
せ
し
め
、
陳
べ
て
曰
く
、
我
昔
、
寺
の
別
当
と
な
り
し
に
、

借
用
せ
し
と
こ
ろ
こ
れ
の
み
。
今
終
に
臨
み
て
も
て
こ
れ
に
報
ゆ
る
な
り
と

い
へ
り
。

　

同
様
に
﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
の
話
の
展
開
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

僧
都
済
源　

心
意
潔
白
に
し
て
世
事
に
染
ま
ず
、
一
生
の
間
念
仏

　
　
　
　
　
　
　

←

　
　
　
　
　

臨
終
の
際
に
瑞
祥

　
　
　
　
　
　
　

←

　
　
　
　
　

米
の
返
納
と
風
誦
の
命
令

　

瑞
祥
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
往
生
は
疑
い
な
く
、
だ
か
ら
往
生
の
場
面
は
語

ら
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
話
は
米
の
返
納
と
風
誦
の
こ
と
で
終
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
別
当
の
と
き
に
「
米
五
石
」
を
借
用
し
た
こ
と
を

自
ら
思
い
出
し
、「
報
」
い
た
こ
と
が
本
話
の
主
眼
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
語
り
と
「
薬
師
寺
別
当
事
」
と
を
比
較
す
る
と
、
薬
師
寺

の
別
当
僧
都
の
寺
物
私
用
へ
の
意
識
の
低
さ
が
明
ら
か
と
な
る
。
別
当
僧
都
は
、

自
ら
が
借
り
た
こ
と
を
忘
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
地
獄
の
迎
え
と
し
て
来
た
「
鬼

ど
も
」
に
「﹃
さ
ば
か
り
の
罪
に
て
は
地
獄
に
落
べ
き
や
う
な
し
。﹄」
と
言
っ
て

い
る
。
別
当
僧
都
に
と
っ
て
は
、
僅
か
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
寺
物
私
用
の
罪

は
、「
さ
ば
か
り
の
罪
」
で
あ
り
、「
地
獄
に
落
」
ち
る
罪
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
こ
で
、
一
旦
、﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
の
済
源
と
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
別

当
僧
都
と
の
主
な
違
い
を
ま
と
め
て
お
く
。

●﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄

　

・「
心
意
潔
白
」、「
一
生
の
間
念
仏
」
の
功
徳
に
よ
り
往
生
。

　

・
往
生
直
前
に
、「
借
用
」
し
た
米
の
返
納
を
自
ら

0

0

願
う
。

●﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄

　

・
臨
終
の
際
に
他
念
な
く
念
仏
。

　

・
地
獄
の
迎
え
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
罪
に
気
づ
く
。
た
だ
し
、
罪
の
重
さ
に

つ
い
て
は
意
識
が
低
い
。

　

・
弟
子
達
の
「
誦
経
」
に
よ
っ
て
滅
罪
し
、
往
生
。

　

こ
の
よ
う
に
、﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
の
済
源
と
比
較
す
る
と
、
薬
師
寺
の
別

当
僧
都
は
、
往
生
伝
に
語
ら
れ
る
済
源
の
よ
う
に
、
聖
人
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
点
も
目
に
付
く
の
で

あ
る
。

　

で
は
、
テ
キ
ス
ト
は
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。三

　﹃今
昔
物
語
集
﹄
と
の
比
較

　
﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
な
ど
の
他
に
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄（
巻
第
十
五
第
四
話

「
薬
師
寺
済
源
僧
都
往
生
語
」）
に
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
「
済
源
」
と
し
て
同

様
の
話
が
あ
る
。
そ
の
今
昔
話
と
比
較
し
て
、
大
き
く
違
い
が
あ
る
の
は
、「
済

源
」
説
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
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先
に
引
用
し
た
﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
と
同
様
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
、「
済

源
」
の
︿
往
生
﹀
譚
と
し
て
語
り
だ
し
て
い
る
。
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

○﹃
今
昔
物
語
集
﹄「
薬
師
寺
済
源
僧
都
往
生
語
」
冒
頭

　

今
昔
、
薬
師
寺
ニ
済
源
僧
都
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。
俗
姓
ハ
源
ノ
氏
。
幼

ニ
シ
テ
出
家
、
薬
師
寺
ニ
住
シ
テ
、 　
　

 

ト
云
フ
人
ヲ
師
ト
シ
テ
法
文
ヲ

学
テ
、
止
事
無
キ
学
生
ト
成
ヌ
。
其
後
、
成
リ
上
テ
、
僧
都
マ
デ
成
テ
、

此
ノ
寺
ノ
別
当
ト
テ
年
来
有
ル
ニ
、
道
心
並
ビ
無
ク
シ
テ
、
寺
ノ
別
当
也

ト
云
ヘ
ド
モ
、
寺
ノ
物
ヲ
不
仕
ズ
シ
テ
、
常
ニ
念
仏
ヲ
唱
ヘ
テ
極
楽
ニ
生

レ
ム
事
ヲ
願
ヒ
ケ
リ
。

　

ま
た
、
話
末
に
は
、

　

彼
ノ
往
生
ジ
タ
ル
日
ハ
、
康
保
元
年
ト
云
フ
年
ノ
七
月
ノ
五
日
ノ
事
也
。

僧
都
ノ
年
八
十
三
也
。
薬
師
寺
ノ
済
源
僧
都
ト
云
フ
此
レ
也
、
ト
ナ
ム
語

リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

と
あ
っ
て
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄
が
、
実
在
の
人
物
「
済
源
」
の
︿
往
生
﹀
譚
と
し

て
本
話
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

小
峯
和
明
氏
は
、
固
有
名
詞
を
語
る
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
と
、
そ
れ
を
語
ら
な

い
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
と
の
違
い
に
つ
い
て
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
「
物
語
の
世

界
を
限
定
し
、
想
像
力
の
余
地
を
残
さ
な
い
」
と
し
、
一
方
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄

は
「
物
語
の
世
界
に
読
者
が
入
り
や
す
い
」
と
し
て
い
る₃
。
本
話
の
場
合
、
冒

頭
と
話
末
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
あ
く
ま
で
「
済

源
」
説
話
と
し
て
、
物
語
の
世
界
を
限
定
し
て
、
本
話
題
を
語
っ
て
い
る
。

　

で
は
、﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ど
の
よ
う
な
「
物
語
の

世
界
」
が
語
ら
れ
、
そ
こ
で
読
者
は
何
に
出
会
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を

考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
話
末
に
注
目
し
た
い
。
本
話
の
話
末
は
、
次
に
示
し

た
通
り
で
あ
る
。

○﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
話
末

さ
ば
か
り
程
の
物
使
ひ
た
る
だ
に
火
車
迎
へ
に
来
た
る
。
ま
し
て
寺
物
を

心
の
ま
ま
に
使
ひ
た
る
諸
寺
の
別
当
の
地
獄
の
迎
へ
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ
。

　

こ
こ
で
は
、「
五
斗
」
と
い
う
僅
か
な
量
の
米
を
使
い
、
火
車
の
迎
え
が
き
た

薬
師
寺
の
別
当
僧
都
と
、「
寺
物
を
心
の
ま
ま
に
」
使
っ
て
い
る
「
諸
寺
の
別

当
」
と
が
比
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
話
は
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
の
話
と
し
て
語

り
出
さ
れ
て
い
た
が
、
諸
寺
の
別
当
の
不
正
を
指
摘
す
る
話
末
に
よ
っ
て
、
話

の
焦
点
が
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
か
ら
、「
諸
寺
の
別
当
」
へ
と
移
行
し
て
し
ま

う
。
ま
た
、「
寺
物
を
心
の
ま
ま
に
」
使
っ
て
い
る
「
諸
寺
の
別
当
」
と
の
相
対

と
し
て
、「
さ
ば
か
り
程
の
物
」
を
使
っ
た
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
の
罪
が
軽
い
も

の
に
見
え
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
話
末
は
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
の
罪
障
性
か

ら
目
を
逸
ら
さ
せ
た
り
、
ま
た
は
、
罪
障
を
軽
く
、
小
さ
く
見
え
さ
せ
た
り
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
話
末
は
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
の
罪
障
を
隠
蔽

し
よ
う
と
す
る
語
り
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
こ
と
は
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
語
り
と
の
比
較
を
通
し
て
も
明
ら
か
に
な

る
。﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
、
先
に
引
用
し
た
話
末
の
前
に
、
次
の
よ
う
な
語
り
を

配
置
し
て
い
る
。
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此
ヲ
思
ニ
、
然
許
ノ
程
ノ
罪
ニ
依
テ
火
ノ
車
迎
ニ
来
ル
。
何
ニ
況
ヤ
恣

ニ
寺
物
ヲ
犯
シ
仕
タ
ラ
ム
寺
ノ
別
当
ノ
罪
、
思
ヒ
可
遣
シ
。

　

内
容
は
、﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
注
目
さ
れ
る

の
は
、「
寺
物
ヲ
犯
シ
仕
タ
ラ
ム
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
訳
で
は
、「
寺

の
物
を
私
用
す
る
よ
う
な
」。）
と
、
わ
ざ
わ
ざ
「
犯
シ
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
で
は
、「
寺
物
を
心
の
ま
ま
に
使

ひ
た
る
」
と
表
現
さ
れ
、「
犯
シ
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
な
い
。「
犯
」

と
い
う
言
葉
は
、「
不ふ

犯ぼ
ん

」（
僧
や
僧
尼
が
戒
律
を
犯
さ
な
い
こ
と
。）
と
い
う
言

葉
が
あ
る
よ
う
に
、
仏
教
上
の
罪
障
性
を
示
す
言
葉
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
寺

物
ヲ
犯
シ
」
と
い
う
表
現
は
、
寺
物
私
用
と
い
う
罪
の
仏
教
的
な
罪
障
性
を
際

立
た
せ
る
言
い
方
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
言
い
方
を
﹃
宇
治
拾
遺

物
語
﹄
は
し
て
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
、
寺
物
私
用
の
罪
障
性

を
隠
す
よ
う
な
語
り
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
答
え
は
、
本
話
は
誰
の
語
り
な
の
か
と
い
っ
た
問
い
を
考
え
る
こ
と
で
、

明
ら
か
と
な
っ
て
い
く
。
本
話
の
話
題
は
、
生
前
に
犯
し
た

0

0

0

罪
に
よ
っ
て
堕
地

獄
し
そ
う
に
な
っ
た
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
が
、
弟
子
達
の
誦
経
に
よ
っ
て
往
生

し
た
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
、
話
末
に
よ
っ
て
、
諸
寺
の
別
当
の
話
に
な
っ
て

い
く
。
寺
物
私
用
の
罪
障
性
を
隠
し
つ
つ
、
諸
寺
別
当
の
罪
障
性
の
大
き
さ
に

焦
点
を
ず
ら
し
た
い
人
物
。
そ
れ
は
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
で
あ
ろ
う
。「
別
当

は
し
け
れ
ど
も
、
こ
と
に
寺
の
物
も
つ
か
は
で
、
極
楽
に
生
れ
ん
事
を
な
む
」

願
っ
て
い
た
も
の
の
、
い
つ
の
間
に
か
、
寺
物
私
用
と
い
う
罪
を
犯
し
て
し

ま
っ
て
い
た
別
当
僧
都
。
僧
都
は
「
さ
ば
か
り
の
罪
」
と
、
寺
物
私
用
の
罪
を

低
く
見
積
も
っ
て
は
い
る
が
、
実
際
そ
れ
は
堕
地
獄
に
値
す
る
ほ
ど
の
罪
で

あ
っ
た₄
。
そ
の
自
分
の
罪
障
性
を
、「
寺
物
」
を
「
犯
」
す
と
い
う
表
現
を
使
わ

な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
「
諸
寺
の
別
当
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
隠
蔽
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
話
は
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
の
視

点
に
立
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
、
ま
た
は
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
自
身
の
語
り
に

よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
語
り
方
を
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
書
き
手
は
、
採

用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、

僧
都
の
隠
蔽
の
語
り
を
あ
え
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
隠
蔽
の
欲
望
を
読

み
手
に
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
寺
物
私
用
と

い
う
罪
だ
け
で
な
く
、
そ
の
罪
を
隠
し
た
い
と
い
う
欲
望
、
そ
れ
ま
で
を
も
、

あ
え
て
別
当
僧
都
の
語
り
に
よ
っ
て
、
僧
都
の
語
り
を
模
倣
し
た
語
り
手
、
ま

た
は
書
き
手
は
暴
き
、
告
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
話
に
つ
い
て
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
註
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ

る
。　

寺
物
の
私
用
を
戒
め
る
話
は
、
日
本
霊
異
記
、
今
昔
そ
の
他
に
見
え
、

本
書
の
一
一
三マ
マ

話
も
そ
の
例
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
思
想
に
も
と
づ
く

も
の
で
、
例
え
ば
、
成
実
論
巻
八
に
、
負
債
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
死
ぬ
と

家
畜
に
転
生
し
て
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
説
か
れ
、
霊
異
記
・

中
ノ
三
十
一
、
今
昔
二
十
ノ
二
十
二
に
引
用
が
見
え
る
。

　

註
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
別
当
僧
都
の
犯
し
た
寺
物
私
用
は
、
仏
教
思
想

（
教
理
）
に
も
と
づ
く
罪
で
あ
り
、
古
く
か
ら
「
戒
め
」
ら
れ
て
い
た
罪
で
も
あ

る
。
そ
し
て
、
本
話
か
ら
も
そ
の
「
戒
め
」
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
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だ
し
、
本
話
は
寺
物
私
用
の
「
戒
め
」
を
語
る
だ
け
で
は
な
く
、
寺
物
私
用
の

罪
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
欲
望
こ
そ
を
告
発
し
て
い
る
。
そ
の
告
発
は
、
仏
教

思
想
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
十
分
に
「
別
当
」（
仏
教
者
）
の
︿
罪
﹀
に

な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
書
き
手
は
、
仏
教
思
想
に
よ
る
断
罪
だ
け
で
な
く
、
別
当
と
い

う
寺
務
を
総
括
す
る
長
官
の
︿
罪
﹀
隠
蔽
の
欲
望
を
も
告
発
し
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
書
き
手
の
、
寺
物
私
用
の
罪
を
隠
そ
う
と
す
る
「
別
当
」
へ
の
痛
烈
な

批
判
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
教
思
想
に
よ
る
「
戒
め
」
を
語
る
お
話

で
は
な
く
、「
別
当
」
の
生
々
し
い
隠
蔽
の
欲
望
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
改
め
て

読
者
に
「
別
当
」
の
罪
障
性
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
書
き
手
は
、
別
当
の
、
仏
教
者
の
︿
罪
﹀
に
つ
い
て
再
考
し
、

そ
れ
を
通
し
て
、︿
寺
院
﹀
や
︿
仏
教
者
﹀
の
あ
り
方
、
ま
た
は
そ
も
そ
も
の

︿
仏
教
﹀
の
意
味
を
問
い
直
し
て
い
る
。

四

　教
材
化
の
一
例

　

で
は
、
本
話
は
ど
の
よ
う
に
教
材
化
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
教
材

化
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

単
元
の
ね
ら
い
は
、「︿
批
判
﹀
に
つ
い
て
考
え
る
」
と
し
た
。
学
習
者
の
認

識
世
界
と
の
接
点
を
考
え
た
と
き
、
書
き
手
が
問
題
と
し
た
︿
仏
教
者
﹀
の

︿
罪
﹀
を
問
題
領
域
と
し
て
そ
の
ま
ま
設
定
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
書
き

手
の
批
判
の
方
法
に
着
目
し
た
。
書
き
手
は
、
仏
教
思
想
の
立
場
、
つ
ま
り
決

め
ら
れ
た
掟
（
ル
ー
ル
）
を
破
る
こ
と
を
戒
め
る
と
い
っ
た
＂
外
部
＂
か
ら
の

批
判
で
は
な
く
、
別
当
の
心
理
、
つ
ま
り
別
当
の
＂
内
部
＂
を
理
解
し
、
そ
こ

に
見
出
さ
れ
る
隠
蔽
の
欲
望
を
告
発
し
て
い
る
。
別
当
僧
都
の
心
理
を
え
ぐ
り

出
し
て
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
＂
内
部
＂
へ
の
批
判
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
い
。

そ
こ
に
は
書
き
手
の
人
の
︿
心
﹀
や
別
当
や
寺
院
の
実
際
へ
の
理
解
、
ま
た
、

書
き
手
の
仏
教
者
の
あ
り
方
へ
の
思
索
な
ど
が
介
在
し
て
い
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
の
立
場
か
ら
の
語
り
を
あ
え
て
と
る
こ
と
で
、

別
当
僧
都
の
内
面
性
を
伝
え
る
と
い
う
表
現
方
法
に
つ
い
て
も
注
目
さ
せ
た
い
。

直
接
的
に
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
模
倣
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
潜
む

問
題
を
生
々
し
く
提
示
し
て
い
く
表
現
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
単
元
構
想
を
示
す
。
時
間
で
は
な
く
、
段
階
（
次
）
で
示
し
て
い
る
。

単
元
名　
︿
批
判
﹀
に
つ
い
て
考
え
る

第
₁
次　
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄「
薬
師
寺
別
当
事
」
読
解
。
別
当
僧
都
は
、
寺
物

私
用
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
が
、
僅
か
な
借
用
の
未
返
納
の
罪
に

よ
っ
て
堕
地
獄
し
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
弟
子
達
の
「
一
石
誦

経
」
に
よ
っ
て
︿
往
生
﹀
し
た
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
読
む
。

第
₂
次　
﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
の
「
済
源
」
と
「
別
当
僧
都
」
と
を
比
較
し
、

︿
聖
﹀
性
や
寺
物
私
用
へ
の
意
識
の
違
い
に
つ
い
て
ま
と
め
、
語
り
手
の

「
別
当
僧
都
」
へ
の
評
価
を
考
え
る
。

第
₃
次　

前
時
の
学
習
を
振
り
返
る
中
で
、
末
尾
に
注
目
し
、
語
り
手
は
誰
か

を
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄
と
比
較
し
つ
つ
考
え
る
。

　

な
お
、
第
一
次
か
ら
第
三
次
ま
で
の
板
書
例
を
挙
げ
て
お
く
。
注
目
す
る
言

葉
や
考
え
た
い
問
い
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
問
い
は
、
実
際
に

は
書
く
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
文
法
事
項
や
古
典
的
知
識
は
、
実

際
に
は
学
習
者
の
理
解
に
よ
っ
て
適
宜
書
き
込
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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︹
第
一
次
︺
問
い　
「
薬
師
寺
別
当
僧
都
」
は
ど
の
よ
う
な
人
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
逆
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
強
調

　
　
　
　

別
当
は
し
け
れ 

ど
も 

、
こ
と
に
寺
の
物
も
つ
か
は
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
係
・
強　
　
　
　
　
　
　
　
　

功
徳
・
大

　
　
　
　

極
楽
に
生
れ
ん
事
を
な
む
ね
が
ひ
け
る

（
臨
終
）　

   

僧
都 　

念
仏

　
　
　
　

極
楽
の
迎
え
×
↓
火
車
（
地
獄
の
迎
え
）

　
　
　
　

僧
都　
「
な
に
の
罪
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
罪
・
小

　
　
　
　

鬼
ど
も
「
寺
の
物
、
五
斗
借
り
て
、
い
ま
だ
返
さ
ね
ば
」

　
　
　
　

僧
都　

 

「
さ
ば
か
り
の
罪
」

　
　
　
「
と
く
と
く
一
石
誦
経
に
せ
よ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐘
の
こ
ゑ
↓
火
車
帰
る
＝
滅
罪

   

弟
子 　

い
ふ
ま
ま
に
、
誦
経
に
し
つ
。

（
往
生
）　
「
極
楽
の
む
か
へ
、
今
な
む
お
は
す
る
」

︹
第
二
次
︺

﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄

　
　
　

 

済
源 　

心
意
潔
白　

一
生
の
間
念
仏

　
　
　

 

（
臨
終
）
香
気
、
音
楽
、
白
馬
の
涕
泣　

＝　

往
生
の
し
る
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＋　
　
　
　
借
用
し
た
米

　
　
　
　
　
　
　
「
今
終
に
臨
み
て
も
て
こ
れ
に
報
ゆ
る
な
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

意
識
・
強

　
　
　
　
　
〈
聖
〉
性

　＜

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄

　
　
　

 

僧
都 　

別
当
は
し
け
れ
ど
も
、
こ
と
に
寺
の
物
も
つ
か
は
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　

＋

　
　
　

 

（
臨
終
）
念
仏
は
他
念
な
く
申
し
て　
　
　
　

意
識
・
弱

　
　
　
　
　
　

火
車　
　
　
　
「
な
に
の
罪
」

　
　
　
　
　
　

五
斗
私
用　
　
「
さ
ば
か
り
の
罪
」

　
　
　

 

弟
子 　

誦
経
（
滅
罪
）

問
い　

語
り
手
は
、「
僧
都
」
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。



─　　─42

　

こ
の
よ
う
に
学
習
を
進
め
、
次
に
示
す
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。

第
₄
次　

前
時
の
問
い
の
答
え
を
確
認
し
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
を
ま
と
め
る
。

主
に
次
の
二
点
。

　

・
本
話
の
語
り
手
は
「
僧
都
」、
ま
た
は
「
僧
都
」
の
語
り
を
模
倣
し
て
い

る
こ
と
。

　

・「
僧
都
」
の
語
り
か
ら
、
逆
に
「
僧
都
」
の
寺
物
私
用
の
罪
を
隠
蔽
し
た

い
欲
望
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　

ま
た
、
ま
と
め
を
踏
ま
え
て
、﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
批
判
の
方
法
に

つ
い
て
評
価
す
る
。

　

＊
評
価
を
考
え
る
際
に
、
な
ぜ
そ
の
方
法
が
可
能
だ
っ
た
の
か
や
、
ど
う

し
て
そ
の
よ
う
な
批
判
を
し
た
の
か
と
い
っ
た
問
い
を
提
示
し
て
考
え

さ
せ
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。

第
₅
次　

学
習
者
が
評
価
し
た
も
の
を
使
い
、
学
習
に
つ
い
て
振
り
返
る
。
主

に
次
の
二
点
。

　

・
テ
キ
ス
ト
の
︿
批
判
﹀
は
、
仏
教
の
教
え
を
守
ら
な
か
っ
た
者
を
戒
め

る
と
い
っ
た
外
か
ら
の
批
判
で
は
な
く
、
別
当
僧
都
の
内
部
へ
の
批
判

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
︿
批
判
﹀
の
違
い
は
、
物
事
へ
の
「
理
解
」

や
あ
り
得
べ
き
姿
へ
の
「
思
索
」
な
ど
と
の
関
係
が
あ
る
。

　

＊
こ
こ
か
ら
批
判
の
難
し
さ
な
ど
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
。

　

・﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
。

　

以
上
、
詳
細
に
示
し
て
い
な
い
点
も
あ
る
が
、
教
材
と
し
て
の
方
向
性
で
あ

る
。

︹
第
三
次
︺

問
い
₁　

誰
の
お
話
？

﹃
今
昔
物
語
集
﹄

　
　
（
冒
頭
）
今
昔
、
薬
師
寺
に
済
源
僧
都
と
云
ふ
人
有
け
り

　
　
（
末
尾
）
彼
の
往
生
じ
た
る
日
は
～　

　
　
　
　
　
　

↓
「
済
源
僧
都
」
の
お
話

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄

　
　
（
冒
頭
）
今
は
昔
、
薬
師
寺
の
別
当
僧
都
と
い
ふ
人
あ
り
け
り

　
　
　
　
　

主
体
の
変
化
・
ズ
レ　

な
ぜ
？

　
　
（
末
尾
）
諸
寺
の
別
当
の
地
獄
の
迎
へ
こ
そ
思
ひ
や
ら
る
れ

問
い
₂　

誰
が
語
っ
て
い
る
の
？

﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄

　
　
　
　

寺
物
を
心
の
ま
ま
に
使
ひ
た
る

　
　
　
　
　
　
　

×
﹁
犯
し
﹂

﹃
今
昔
物
語
集
﹄　　
　
　
＊
仏
教
思
想
を
帯
び
た
言
葉

　
　
　
　

 

恣
に
寺
物
を
犯
し
仕
た
ら
む

問
い
₃　

焦
点
を
ず
ら
し
た
い
人
で
、
寺
物
私
用
を
「
犯
」
す
と
表
現
し

た
く
な
い
人
は
誰
？
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五

　お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
第
五
五
段
「
薬
師
寺
別
当
事
」
を
分
析
し
、

そ
の
分
析
を
踏
ま
え
て
教
材
化
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
分
析
に
つ
い
て
は
、

﹃
日
本
往
生
極
楽
記
﹄
や
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
と
の
比
較
を
通
し
て
、
本
話
が
、
仏

教
思
想
を
も
と
に
し
た
戒
め
の
話
で
は
な
く
、「
別
当
僧
都
」
の
語
り
を
な
ぞ
る

こ
と
で
、
罪
隠
蔽
の
欲
望
を
告
発
す
る
語
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

そ
れ
を
踏
ま
え
た
教
材
化
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
︿
批
判
﹀
の
方
法
に
着
目
し
た

構
想
を
示
し
た
。
テ
キ
ス
ト
の
方
法
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、︿
批
判
﹀
に
介

在
し
て
い
る
物
事
へ
の
理
解
の
有
無
や
深
浅
、
ま
た
あ
り
得
べ
き
姿
へ
の
思
索

な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
学
習
者
の
「︿
批
判
﹀
に
つ
い
て
」
の
思

索
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
分
析
に
つ
い
て
も
、
ま
た
教
材
化
の

仕
方
に
つ
い
て
も
、
他
の
方
法
も
考
え
ら
れ
そ
う
だ
が
、
そ
れ
ら
は
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。
ま
た
、
教
材
化
の
き
っ
か
け
は
、
テ
キ
ス
ト
分
析
の
困
難
さ
と

実
際
の
授
業
で
の
使
用
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
実
践
を
報
告
で
き
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
実
践
の
中
で
行
え
れ
ば
、
別
稿
で
報
告
し
た

い
。
な
お
、﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
は
前
後
段
と
の
連
接
に
よ
る
表
現
が
指
摘
さ
れ

て
い
る₅
。
そ
の
点
に
つ
い
て
も
、
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

︹
付
記
︺

　

本
稿
は
、
第
六
〇
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
の
発
表
を
元
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
際
に
は
、
広
島
大
学
大
学
院
生 

髙
橋
龍
之
介
氏
、

奈
良
女
子
大
学
附
属
中
等
教
育
学
校 

井
浪
真
吾
氏
に
、
ご
質
問
及
び
ご
助
言
を

頂
い
た
。
特
に
井
浪
氏
の
ご
指
摘
を
受
け
る
こ
と
で
、﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
を
再

考
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
稿
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
両
氏
に
対
し
て
、

こ
の
場
を
借
り
て
、
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
る
。

注₁　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
授
業
後
い
く
つ
か
の
仏
教
説
話
を
調
べ
て
み
た
。

す
る
と
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
二
十
第
二
十
二
話
「
紀
伊
国
名
草
郡
人
造
悪

業
受
牛
身
語
」
に
お
い
て
、
人
の
物
を
借
用
し
て
返
さ
な
か
っ
た
人
が
牛
に

な
り
、
そ
の
牛
に
対
し
て
、
寺
僧
「
浄
達
」
が
「
誦
経
ヲ
行
」
っ
た
と
い
う

話
が
あ
っ
た
。
や
は
り
「
誦
経
」
に
は
滅
罪
の
意
味
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
の
で
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。

₂　

他
に
は
、
次
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
に
往
生
譚
が
み
え
る
。

○﹃
日
本
紀
略
﹄
後
篇
四
村
上
天
皇　

康
保
元
年
七
月
五
日
条

　

五
日
戊
寅
。
少
僧
都
濟
源
卒
。
有
往
生
極
樂
之
瑞
。

○﹃
僧
綱
補
任
﹄
天
徳
四
年

　

權
少
僧
都
濟
源
四
月
五
日
入
滅
。（
七
十
六
。）
三
論
宗

藥
師
寺
別
當
。
東
大
寺
義
延
弟
子
。
　

傳
云
。
一
生
間
念
佛
爲
事
。
臨

終
日
。
異
香
滿
室
。
音
樂
聞
空
。
又
捨
米
五
百
於
藥
師
寺
。
修
誦
經
。
爲
彼

寺
別
當
時
用
之
。
仍
報
之
云
云
。

○﹃
元
亨
釈
書
﹄
巻
第
十
感
進
四
之
二

　

釋
濟
源
。
學
三
論
于
藥
師
寺
延
義
。
兼
修
念
佛
三
昧
。
康
保
元
年
四
月
五
日

以
米
五
石
捨
藥
師
寺
看
讀
經
文
。
謂
徒
曰
。
天
慶
七
年
我
被
旨
主
藥
師
寺
務

者
六
年
。
其
間
我
用
常
住
者
五
石
而
已
。
今
日
當
終
故
償
之
耳
。
既
而
異
香

奇
樂
響
天
滿
室
須
臾
而
滅
。

₃　

小
峯
和
明
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
﹄（
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
。
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一
四
五
頁
～
一
四
六
頁
。）

　

ま
ず
、
語
彙
か
ら
み
る
と
、
落
差
が
め
だ
つ
の
は
固
有
名
詞
で
あ
る
。

　
　
（
中
略
）

　

最
後
の
₄
は
例
外
的
に
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
も
詳
し
く
な
っ
て
い
る
が
、

大
半
は
ほ
か
の
よ
う
に
簡
略
で
、
さ
ほ
ど
人
物
や
場
所
に
関
心
を
み
せ
な
い
。

一
方
、﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
実
に
き
め
細
か
く
紹
介
し
、
不
明
の
場
合
は
空
格

に
し
て
ま
で
固
有
名
詞
の
記
載
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
国
東
論
で
は

「
史
実
的
公
的
な
記
録
風
の
性
格
」
と
す
る
。﹃
日
本
霊
異
記
﹄
や
﹃
将
門
記
﹄

﹃
陸
奥
話
記
﹄
な
ど
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
に
対
し
て
は
逆
に
年
時
を
省
略
す
る
例

が
多
く
、
テ
キ
ス
ト
全
体
の
特
質
と
ま
で
い
え
る
か
ど
う
か
は
お
い
て
、
す

く
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
実
録
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

欠
字
に
し
て
ま
で
固
有
名
詞
を
書
こ
う
と
し
た
姿
勢
が
著
し
く
、﹃
今
昔
物
語

集
﹄
で
は
固
有
名
詞
は
も
は
や
記
号
の
次
元
を
越
え
て
い
た
節
が
あ
る
。
そ

の
結
果
、
物
語
の
世
界
を
限
定
し
、
想
像
力
の
余
地
を
残
さ
な
い
、
き
わ
め

て
硬
質
な
枠
づ
け
が
な
さ
れ
た
、
と
い
え
る
。

　

他
方
、﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
し
た
指
向
が
な
く
、
む
し
ろ

人
名
は
た
ん
な
る
符
牒
に
す
ぎ
ず
、
物
語
の
世
界
に
読
者
が
入
り
や
す
い
。

（
傍
線
は
引
用
者
）

₄　
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
二
十
「
延
興
寺
僧
恵
勝
依
悪
業
受
牛
身
語
第
二
十
」

に
は
、
恵
勝
と
い
う
僧
が
、
寺
の
薪
一
束
を
取
っ
て
人
に
与
え
、
返
さ
ず
に

死
ん
で
し
ま
い
、
牛
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
話
の
話
末
に
、「
人
此
れ
を

以
て
知
る
べ
し
、
一
塵
の
物
な
り
と
い
ふ
と
も
、
借
用
せ
し
物
を
ば
慥
か
に

返
す
べ
き
な
り
。
返
さ
ず
し
て
死
ぬ
れ
ば
、
必
ず
畜
生
と
成
り
て
、
此
れ
を

償
の
ふ
な
り
、
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。」（
カ
タ
カ
ナ
は
平
仮
名
に
改

め
た
。）
と
あ
る
。
や
は
り
、
寺
物
私
用
の
罪
は
、
僅
か
で
あ
っ
て
も
重
罪
に

な
る
の
で
あ
る
。

₅　
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
表
現
に
つ
い
て
、
竹
村
信
治
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
表
現
は
読
み
を
操
る
言
述
と
と
も
に
あ
る
。
特
に
前

後
話
と
の
連
接
は
、
い
わ
ゆ
る
＂
連
想
＂＂
連
纂
＂
の
域
を
越
え
、
新
た
な
意

味
の
生
成
を
促
す
仕
掛
け
と
し
て
用
意
さ
れ
て
お
り
、＂
編
述
＂
と
も
呼
ぶ
べ

き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
語
り
へ
の
感
度
と
既
有
知
識
を
も
っ
て
こ
の
編
述

を
読
み
解
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
「
知
」
の
形
＝
世
界
へ

の
眼
差
し
は
姿
を
現
し
、＂
伝
統
的
な
言
語
文
化
＂
の
真
正
な
理
解
へ
の
途
も

拓
か
れ
る
。
と
な
れ
ば
、﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄
の
学
習
は
教
科
書
採
録
譚
に
前

後
章
段
を
加
え
、
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
が
賦
活
を
求
め
る
関
連
（
前
提
）
知
識

を
用
意
し
て
、
そ
の
言
述
、
編
述
を
読
み
明
か
す
か
た
ち
で
構
想
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。(

竹
村
信
治
「
教
材
発
掘　

宇
治
拾
遺
物
語
︱
序
文
を
読

む
︱
」、﹃
国
語
教
育
研
究
﹄
五
七
号
、
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
会
、

二
〇
一
六
年
三
月
）

（
広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
）




