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代
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松
　
　
下

貞
　
　
三

　
　
　
　
　
序
　
　
　
説

　
近
代
と
は
幕
藩
封
建
休
制
が
く
ず
れ
去
っ
た
明
治
維
新
以
後
で
、
大
正
の
終

り
頃
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
、
杜
会
的
に
各
種
の
変
動
が
お
こ
り
、
文
化

の
上
で
も
一
時
期
を
画
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
に
至
る
時
期
ま
で
を
指

す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
ん
ぢ
こ
ど
も

　
こ
こ
で
「
児
童
」
と
い
う
の
は
、
「
女
童
の
お
し
へ
に
（
読
売
新
聞
第
一
号
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ど
も

等
と
い
わ
れ
る
時
の
「
童
」
で
あ
っ
て
、
庶
民
の
重
要
な
構
成
部
分
と
し
て

の
こ
ど
も
で
あ
る
。
一
般
大
衆
と
し
て
の
こ
ど
も
で
あ
る
か
ら
、
学
校
教
育
の

対
象
と
し
て
の
こ
ど
も
と
と
も
に
、
学
校
以
外
の
と
こ
ろ
で
、
自
由
に
読
み

書
き
し
て
い
る
こ
ど
も
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
義
務
教
育
は
、
小
学
校
令
に
よ

っ
て
四
年
と
定
め
ら
れ
、
後
六
年
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
般
大
衆
と
し
て

の
学
歴
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
高
等
科
や
補
習
科
が
後
に
つ

づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
庶
民
と
し
て
の
児
童
は
、
義
猪
教
育
の
年
限
に
、
す
く

　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

な
く
と
も
二
年
位
を
足
し
た
も
の
を
、
そ
の
範
開
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
の
子
供
た
ち
が
学
校
で
習
う
教
科
書
や
、
作
文
そ
の
他
の
文
章
は
勿
論
、

学
校
以
外
の
と
こ
ろ
で
手
に
す
る
娯
楽
や
教
養
的
な
よ
み
も
の
、
そ
れ
に
一
応

は
大
人
の
た
め
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
講
談
や
時
代
小
説
、
家
庭
小
説
な
ど

の
大
衆
文
学
、
大
衆
雑
誌
、
新
聞
の
類
、
さ
ら
に
文
例
、
文
範
の
類
も
、
興
味

に
ま
か
せ
て
手
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
も
据
童
の
文
章
と
考
え
て
さ
し

つ
か
え
な
い
。
こ
う
し
た
児
童
の
文
章
を
次
の
よ
う
に
わ
け
る
。

　
児
重
の
文
章
を
読
む
だ
け
の
も
の
と
、
読
み
か
つ
書
く
文
章
と
の
二
つ
に

分
類
す
る
。
読
む
だ
け
の
文
章
と
は
、
児
童
文
学
・
大
衆
文
学
・
論
説
文
・
記

事
文
等
で
、
娯
楽
の
た
め
に
読
む
も
の
、
或
い
は
娯
楽
と
共
に
考
え
る
た
め

の
も
の
、
あ
る
い
は
知
識
を
吸
収
し
教
養
を
高
め
る
た
め
と
か
、
世
問
の
出
来

事
を
知
り
知
見
を
広
く
す
る
た
め
、
等
を
目
的
と
し
て
読
む
だ
け
の
文
章
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
読
む
文
章
の
範
囲
に
入
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
こ
れ

を
手
本
に
し
て
、
別
の
文
章
を
書
く
も
の
、
あ
る
い
は
児
重
の
手
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

一
般
的
な
文
章

一
灘
騒
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
紙
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
記
文

児
童
文
学

大
衆
文
学

論
説
文

記
事
文

そ
の
他

　
　
文

融
寧
一
一
”
鷲
惚
二
箏

書
か
れ
た
文
章
は
、
読
み
か
つ
書
く
文
章
と
い
え
る
。
こ
れ
に
は
、
児
童
の
た

め
の
手
本
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
多
く
児
童
以
外
の
も
っ
と
教
養
あ
る

人
々
の
手
に
よ
っ
て
広
く
あ
て
は
め
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
的
な
文
章
と
し
て
書

か
れ
た
も
の
と
、
純
粋
に
個
々
の
場
合
に
即
し
て
書
か
れ
た
個
別
的
な
文
章

と
に
分
け
る
。
前
者
に
は
、
学
校
の
教
科
書
及
び
往
来
物
が
あ
り
、
こ
れ
は

教
師
に
よ
っ
て
教
え
ら
る
べ
き
教
材
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
自
学
自
習
を
予
想
す

る
文
例
文
範
が
あ
る
。
後
者
に
は
、
教
師
又
は
、
撰
者
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た

綴
方
（
作
文
）
作
品
、
投
稿
入
選
綴
方
、
及
び
日
常
生
活
の
必
要
に
よ
っ
て
書

か
れ
る
手
紙
と
か
日
記
の
類
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
物
語
文
ま
た
は
生
活
作
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

か
ら
日
記
文
ま
で
の
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
が
考
え
ら
れ
る
。
児
重
の
文
章
は
、
我

が
国
で
は
一
人
の
こ
ら
ず
こ
れ
を
な
ら
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
問
と
し
て
の
生

長
を
は
か
っ
て
き
た
、
杜
会
共
通
の
文
章
で
あ
っ
て
、
一
般
大
衆
が
均
し
く
習

っ
て
い
る
文
章
と
し
て
は
、
こ
れ
以
外
に
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
い
わ

ば
、
庶
民
の
文
章
の
中
核
で
あ
る
。
こ
う
し
た
杜
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ヨ
ン
の
中
核
と
も
思
わ
れ
る
文
章
は
、
他
の
何
よ
り
も
先
に
研
究
す
べ
き
価

値
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
し
か
も
、
比
較
的
個
人
差
が
大
き
い
と
い
わ
れ
て

い
て
、
社
会
全
体
の
動
向
を
把
握
し
に
く
い
書
き
こ
と
ば
に
お
い
て
、
類
型
的

で
同
質
性
に
富
む
と
思
わ
れ
る
、
児
童
の
文
章
を
手
が
け
る
こ
と
は
、
杜
会
全

体
の
書
き
こ
と
ば
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
も
有
利
な
方
法
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
多
く
の
文
章
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
解
力
は
も
ち
ろ

ん
、
文
章
に
対
す
る
感
受
性
そ
の
他
、
諸
般
の
能
力
を
高
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
う
し
た
文
章
の
一
部
で
あ
る
、
読
む
た
め
書
く
た
め
に
与
え
ら
れ
た
手

本
と
し
て
の
文
章
は
勿
論
、
そ
れ
以
外
の
文
章
に
し
て
も
、
読
む
書
く
と
い
う

読
み
手
書
き
手
の
主
体
的
な
営
み
に
取
り
こ
め
ら
れ
て
、
読
み
手
書
き
手
の
文

章
能
力
を
培
い
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
統
一
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
又
そ

の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
文
章
や
、
主
体
的
な
営
み
の
あ
り
方
も
、
大

き
く
社
会
の
あ
り
方
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
章
上
の
社
会
的
な
情
況
は

勿
論
、
一
般
的
な
杜
会
の
動
き
と
も
関
連
さ
せ
、
文
章
に
お
け
る
「
こ
と
」
と



「
も
の
」
と
の
両
面
を
統
一
的
に
把
え
て
、
は
じ
め
て
、
有
機
的
な
双
解
が
得

ら
れ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ゑ
、
う
し
た
全
体
的
把
握
は
、
へ
，
は

到
庇
無
理
で
あ
っ
て
、
有
機
的
、
杜
会
的
な
理
解
は
、
見
送
ら
な
く
て
は
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
班
象
の
羅
列
に
終
る
で
あ
ろ
う
こ
と

も
、
今
は
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

本
　
　
　
論

一
　
惰
性
と
改
革
準
備
（
ｍ
１
８
年
頃
ま
で
）

　
こ
れ
は
教
育
制
度
上
で
は
、
学
制
・
教
育
令
の
時
代
で
あ
り
、
教
育
内
呑
で

は
、
江
戸
時
代
に
つ
づ
く
惰
性
の
時
期
、
西
洋
の
直
輸
入
物
に
よ
っ
て
間
に
あ

わ
せ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
ま
だ
自
主
的
な
教
育
内
容
の
育
っ
て
い
な
か
っ
た

時
期
で
あ
る
。

　
読
み
も
の
と
し
て
は
、
知
見
を
ひ
ろ
め
教
養
を
高
め
る
目
的
の
も
の
と
し
て

で
は
、
福
汎
諭
吉
の
書
い
た
も
の
が
も
っ
と
も
広
く
読
ま
れ
、
「
学
問
の
す
す

め
（
ｍ
５
～
ｍ
９
）
」
「
西
国
立
志
篇
（
ｍ
４
）
」
「
世
界
国
尽
（
ｍ
２
）
」
「
西
洋

事
情
（
ｋ
２
）
」
「
輿
地
誌
略
（
ｍ
３
）
」
等
が
こ
の
時
代
に
特
に
広
く
読
ま
れ

た
本
で
あ
る
。
娯
楽
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
、
「
桃
太
郎
」
「
さ
る
か
に
合

戦
」
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
時
代
以
来
の
草
双
紙
や
、
「
八
犬
伝
」
コ
勺
張
月
」

等
の
読
み
本
の
類
、
ア
ラ
ビ
ヤ
ン
ナ
イ
ト
、
イ
ソ
ツ
プ
物
語
を
は
じ
め
と
す
る

翻
訳
小
説
が
あ
る
。
尚
小
新
聞
の
多
く
は
大
人
の
読
み
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

子
供
の
涜
み
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
必
要
な
知
識
技
術
心
得
を
、
な
に
く
れ
と
な
く
収
得
す

る
た
め
の
書
物
で
あ
り
、
ま
た
謂
字
の
手
本
で
も
あ
る
往
来
物
は
、
そ
の
お
び

た
だ
し
い
数
を
前
代
の
遺
産
と
し
て
う
け
っ
ぎ
、
し
か
も
、
こ
の
時
期
に
な
っ

て
も
、
形
式
は
前
代
の
も
の
を
踏
襲
し
、
中
味
は
新
し
い
時
代
に
即
応
す
る
よ

う
に
つ
く
り
か
え
ら
れ
て
、
数
多
く
出
版
せ
ら
れ
て
、
庶
民
に
あ
た
え
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

　
お
よ
そ
せ
か
い
く
に
か
ず
　
す
ぺ
て
ろ
く
じ
ふ
ろ
く
こ
く
ご
く
　
　
　
か
れ
こ
れ
　
な
ら

　
凡
、
世
界
の
国
数
は
、
都
て
六
十
六
ケ
国
、
五
区
に
分
ち
て
彼
此
に
、
並
ぶ

す
が
た
ご
い
し
が
た
ま
ろ
だ
い
ち
す
い
り
く
　
に
ぷ
　
　
な
　
か
い
す
い
　
た
い
が
い
り
く

　
態
の
碁
布
形
。
円
き
大
地
は
水
陸
の
、
二
部
よ
り
成
り
て
海
水
は
、
大
概
陸

　
に
ゴ
献
す
。
（
「
万
国
地
名
往
来
」
、
明
治
六
年
刊
、
黒
田
行
先
著
、
石
田
忠

　
兵
衛
板
）

　
こ
れ
は
そ
の
見
本
で
あ
り
、
詳
細
は
「
日
本
教
科
書
大
系
」
に
ゆ
ず
る
と
し

て
、
こ
う
し
た
書
き
も
の
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
、
庶
民
に
と
っ

て
・
読
ん
で
諸
般
の
必
要
知
識
を
吸
収
し
、
又
文
章
を
書
く
力
を
養
成
す
る
も

っ
と
も
て
み
じ
か
な
方
法
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
、
江
戸
時
代
か

ら
つ
づ
い
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
読
み
物
の
読
書
の
方
法
は
、
必
ず
し
も
合
理
的

効
果
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
即
ち
、
読
謡
中
心
で
、
文
章
の
内
面
的
清
神

や
意
味
を
あ
ま
り
考
え
ず
、
文
字
や
語
句
の
表
而
的
な
解
釈
に
終
始
し
、
反
復

練
習
に
よ
る
暗
記
暗
謂
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
五
年
に
学
制
が
施

行
さ
れ
て
も
、
た
と
え
ば
、
日
本
国
尽
、
世
界
国
尽
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
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科
書
に
採
用
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
準
備
不
足
の
た
め
、
既
刊
の
啓

蒙
書
が
教
科
書
に
代
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
教
科
書
採
用
を
予
期
し
て
書
い

た
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
文
章
が
む
つ
か
し
い
と
い
う
欠
点
は
さ
け
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
福
沢
の
か
い
た
文
章
に
は
、
教
科
書
と
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
も

の
が
あ
っ
た
し
、
そ
の
他
柳
河
、
古
河
の
教
科
書
は
、
比
較
的
平
易
な
文
語
文

で
あ
っ
た
。
学
制
施
行
の
頃
は
、
「
会
話
」
科
の
教
科
書
に
は
談
話
体
の
も
の

が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
こ
れ
ら
の
談
話
体
も
教
科
書

か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
多
く
の
教
科
書
は
文
語
文
で
書
か
れ
、
当
時
の
文

章
と
し
て
は
平
易
な
方
で
あ
っ
て
も
、
小
学
生
に
と
っ
て
は
決
し
て
わ
か
り
易

い
文
章
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
代
表
的
な
一
例
を
あ
げ
る
。

　
人
民
ノ
、
住
居
ス
ル
世
界
ヲ
、
地
球
ト
云
フ
、
其
形
ハ
、
円
キ
者
ナ
リ
、
何

　
二
由
リ
テ
、
其
円
キ
コ
ト
ヲ
知
ル
ヤ
…
…
。
（
「
小
学
読
本
」
巻
之
四
第
一
、

　
師
範
学
校
編
纂
、
田
中
義
廉
編
輯
、
那
珂
通
高
校
正
、
明
治
七
年
八
月
改
正

　
文
部
省
刊
行
）

　
以
上
あ
げ
た
読
む
こ
と
書
く
こ
と
の
言
語
活
動
の
性
格
は
、
啓
蒙
主
義
・
実

用
主
義
で
あ
っ
た
。
投
書
の
奨
励
も
こ
の
原
則
に
も
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。　

大
日
本
青
年
投
書
新
誌
開
刊
の
詞
　
大
日
本
青
年
投
書
新
誌
ハ
何
ノ
為
メ
ニ

　
之
レ
ヲ
発
行
ス
ル
ヤ
日
ク
人
民
ノ
政
治
思
想
ヲ
養
成
セ
ン
カ
為
メ
ナ
リ
日
ク

　
政
治
ノ
原
理
ヲ
討
究
セ
ン
カ
為
メ
ナ
リ
（
以
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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（
第
一
号
ｍ
１
６
４
２
０
）

　
こ
れ
は
単
に
明
治
十
六
年
に
発
免
さ
れ
た
本
誌
だ
け
の
目
標
で
は
な
く
て
時

代
全
体
の
目
標
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
実
現
す
る
方
法
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
か
っ
た
。
持
っ
て
い
た
方
法
と
は
、
先
覚
者
た
ち
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
う

の
み
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
読
む
方
は
繰
返
し
繰
返
し
暗
謂
す
る

ま
で
読
み
、
書
く
方
は
、
そ
れ
ら
の
手
本
通
り
に
し
き
う
つ
し
て
書
く
こ
と
に

よ
っ
て
書
く
力
を
養
お
う
と
し
た
。
い
わ
ゆ
る
暗
記
主
義
を
と
っ
た
。
し
た
が

っ
て
手
本
は
、
書
き
手
、
読
み
手
、
内
容
、
文
体
等
の
種
々
の
組
み
合
わ
せ
に

応
じ
う
る
よ
う
に
多
く
の
実
例
が
用
意
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
事
実
い
ま
あ
る

文
章
は
み
な
例
文
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
場
合
は
無

限
で
あ
り
、
用
意
さ
れ
た
例
文
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い

か
ら
、
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
例
文
を
、
杓
子
定
規
に
あ
て
は

め
て
ご
ま
か
す
の
が
常
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
形
式
主
義
で
あ
る
。
こ
う
し
た
形

式
主
義
作
文
の
奨
励
が
「
頴
才
新
誌
（
ｍ
１
Ｏ
年
よ
り
）
」
の
よ
う
な
投
書
雑
誌

を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　
稟
告
　
方
今
学
校
ノ
盛
ナ
ル
開
明
ノ
速
ナ
ル
教
師
訓
導
ノ
方
正
生
徒
男
女
ノ

　
勉
励
日
二
月
二
増
進
シ
作
文
問
題
詩
歌
等
識
見
人
ノ
意
表
二
出
テ
頴
才
真
二

　
可
驚
者
往
々
諾
方
二
輩
出
餅
布
セ
リ
偏
ク
之
ヲ
全
国
二
求
メ
聖
代
ノ
光
輝
ヲ

無
彊
二
拘
ン
ト
ス
仰
翼
ク
ハ
四
方
ノ
君
子
其
煩
労
ヲ
不
間
原
稿
ヲ
弊
社
二
投

　
与
シ
給
ン
「
ヲ
（
以
下
略
）
　
　
　
「
頴
才
新
誌
（
第
一
号
ｍ
１
０
３
１
０
）
」



　
桜
川
女
学
校
　
上
等
六
級
　
頴
才
新
誌
ヲ
見
ル
ノ
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
て
い
　
十
二
年
三
月

　
頃
日
諸
学
校
生
徒
ノ
進
歩
ヲ
示
サ
ン
カ
為
メ
頴
才
新
誌
ヲ
発
免
シ
諾
学
校
生

　
徒
秀
逸
ノ
作
文
ヲ
録
シ
以
テ
世
二
公
ニ
ス
ト
耳
二
聞
ケ
ト
モ
未
タ
目
二
触
レ

　
ス
時
二
桜
川
校
二
於
テ
教
師
手
二
頴
才
新
誌
ヲ
携
へ
始
メ
テ
見
ル
コ
ト
ヲ
得

　
タ
リ
其
ノ
文
章
ノ
美
ナ
ル
実
二
驚
ク
可
シ
願
ク
ハ
当
校
ノ
生
徒
モ
勉
強
シ
共

　
作
文
ヲ
此
新
誌
二
載
セ
ン
コ
ト
ヲ
務
ム
ヘ
シ
是
レ
生
徒
ノ
勉
学
ヲ
示
ス
ニ
ア

　
ラ
ス
教
員
ノ
面
目
ト
ナ
ラ
ン
カ
　
　
　
　
　
　
「
頴
才
新
誌
（
ｍ
１
０
４
７
）
」

以
上
に
よ
っ
て
同
誌
発
行
の
理
由
や
、
投
書
作
文
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
大
休
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
投
書
の
文
章

は
こ
の
期
を
通
じ
て
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
。

　
二
先
駆
的
改
革
（
大
体
ｍ
１
９
頃
か
ら
ｍ
２
３
頃
ま
で
）

　
新
聞
の
文
章
は
、
他
の
文
章
と
は
非
常
に
違
っ
た
変
遷
の
様
相
を
呈
し
て
い

る
。
明
治
七
年
一
一
月
創
刊
の
「
読
売
新
聞
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
明
治
一
Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ら
せ

年
前
後
に
も
っ
と
も
流
行
を
見
た
、
い
わ
ゆ
る
小
新
聞
は
、
「
稟
告
」
に
の
べ

て
い
る
発
行
趣
旨
に
よ
っ
て
も
、
又
表
記
、
用
語
の
上
か
ら
も
、
報
導
内
容
の

上
か
ら
も
、
知
力
の
低
い
庶
民
相
手
の
新
聞
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い

事
実
で
あ
る
。
以
下
小
新
聞
の
代
表
的
な
も
の
に
重
点
を
お
い
て
、
そ
の
庶
民

阯
の
あ
ら
わ
れ
を
探
っ
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
し
ら
，
せ

　
読
売
新
聞
の
稟
告
欄
に
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
が
ら
、
投

　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
を
ん
な
こ
ど
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め

書
文
ま
で
も
ふ
く
め
て
「
女
重
」
に
よ
ま
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
に
「
為
に
な

　
し
と
が
ら
　
　
　
　
　
だ
れ
　
　
　
　
　
わ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ん
　
　
は
な
し

る
事
柄
を
」
、
「
誰
に
で
も
分
る
や
う
に
…
…
文
を
談
話
の
や
う
に
」
か
い
て
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ふ
れ

す
と
い
う
方
針
を
明
示
し
て
い
る
。
欄
の
設
け
か
た
は
、
創
刊
号
で
は
「
布
告
」

「
鞍
「
灘
一
「
雅
一
と
し
・
後
に
「
録
事
一
東
京
府
・
喜
・
そ
の
他
ヒ
ー
簿

等
を
設
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
当
然
、
編
集
者
が
、
こ
う
い
う
内

容
を
報
導
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
、
又
読
者
が
、
こ
の
新
聞
に
よ
っ
て
こ

う
し
た
事
柄
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
こ
の
新
聞
の
性
格
を
知
る
上

に
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
、
布
止
］
、
公
聞
、
録
事
等
は

当
然
庶
民
に
か
か
わ
り
の
あ
み
こ
と
が
ら
に
限
ら
れ
た
し
、
新
聞
欄
は
、
世
人

の
模
範
と
な
る
よ
う
な
感
心
な
人
の
話
、
人
の
死
傷
に
関
す
る
話
、
金
銭
に
関

す
る
事
柄
、
火
事
、
不
心
得
者
の
事
、
な
ど
庶
民
の
関
心
の
あ
り
そ
う
な
素
材

を
扱
う
こ
と
に
大
き
く
傾
い
て
い
る
。
説
話
欄
で
も
、
啓
蒙
的
教
訓
的
な
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
寄
書
で
は
、
善
を
す
す
め
悪
を
戒
め
る
趣
旨
の
も
の
や

偶
話
、
当
世
の
出
来
事
を
批
判
す
る
も
の
、
啓
蒙
的
な
内
容
が
多
く
、
ま
た
、

単
に
笑
わ
せ
る
も
の
も
あ
る
。
雑
談
欄
で
も
、
市
民
の
日
常
生
活
の
モ
ラ
ル
と

か
必
要
知
識
に
多
く
の
筆
を
費
し
て
い
る
。

　
か
が
　
く
に
か
だ
ざ
は
き
く
ぎ
　
　
た
か
だ
ぷ
ん
そ
、
つ
　
　
か
み
ゆ
ひ

　
加
賀
の
国
金
沢
菊
木
町
に
高
田
文
蔵
と
い
ふ
髪
緒
さ
ん
が
有
り
ま
し
て
そ
の

に
宗
パ
お
を
え
し
勇
パ
彰
か
釦
■
恥
卦
鉦
に
し
て
痘
炉
つ
帳
、
撚

　
　
　
　
じ
ひ
　
　
こ
こ
ろ
　
　
　
　
い
ひ
　
　
　
　
　
　
　
を
ん
な
　
　
　
　
て
い
し
ゆ
　
ろ
く
ね
ん
ま
へ
　
　
ち
う

　
ハ
よ
し
慈
悲
の
心
も
あ
２
言
ぶ
ん
の
な
い
女
で
そ
の
亭
主
ハ
六
年
前
か
ら
中

　
ふ
う
　
　
　
　
　
や
ま
ひ
わ
づ
ら
　
　
　
か
ら
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
く
　
　
た
た

　
風
と
い
ふ
病
を
煩
つ
て
身
体
が
と
う
と
う
役
に
立
な
く
な
つ
た
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
読
売
新
聞
（
第
一
号
ｍ
７
ｕ
２
）
」

　
右
の
新
聞
欄
の
一
文
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
表
記
法
に
お
い
て
は
、
平
仮
名

で
総
ル
ビ
を
施
し
、
若
干
の
仮
名
に
つ
い
て
は
万
葉
仮
名
を
混
用
し
、
外
来
語

お
よ
び
促
音
感
動
詞
の
あ
る
も
の
は
片
仮
名
で
表
記
し
て
い
る
。
又
、
か
な
づ

か
い
は
大
体
は
歴
史
的
か
な
づ
か
い
で
あ
る
が
、
中
に
は
、
「
う
」
を
「
ふ
」

に
、
「
い
」
を
「
ひ
」
に
、
「
わ
」
を
「
は
」
に
な
ど
書
き
誤
る
も
の
が
あ
る
。

又
、
「
・
」
「
・
」
を
つ
け
な
い
と
か
、
話
の
き
れ
目
ご
と
に
行
間
に
・
を
つ
け

て
区
別
す
る
（
三
五
号
あ
た
り
か
ら
は
語
の
始
に
・
を
つ
け
る
）
こ
と
も
あ

る
。
こ
と
に
重
要
な
の
は
、
布
告
欄
中
の
本
文
の
難
語
に
つ
い
て
は
か
な
の
ル

ビ
に
よ
っ
て
和
ら
げ
、
新
聞
以
下
の
欄
で
は
、
か
な
が
き
の
俗
語
に
対
し
て
、

漢
語
漢
字
を
あ
て
て
註
を
つ
け
て
い
る
。
い
わ
ば
、
前
者
に
は
、
か
な
が
き
に

よ
る
や
わ
ら
げ
を
必
要
と
し
、
後
者
に
は
漢
字
漢
語
に
よ
る
註
を
必
要
と
す
る

と
考
え
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
な
お
布
告
の
本
文
以
外
に
全
面
に
採
用
さ

れ
て
い
た
談
話
体
は
、
そ
の
後
明
治
一
四
年
頃
か
ら
次
第
に
文
雷
体
に
か
わ
り

二
〇
年
頃
に
は
ほ
と
ん
ど
全
く
文
語
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
「
平
仮
名
絵
入
新
聞
」
（
後
に
「
東
京
平
仮
名
絵
入
新
聞
」
、
「
東
京
絵
入
新
聞
」

と
な
る
）
は
、
明
治
八
年
四
月
一
七
日
の
創
刊
で
、
公
聞
欄
を
書
き
く
だ
し
に
し
、

新
聞
欄
に
は
絵
を
入
れ
る
と
と
も
に
文
章
に
し
ゃ
れ
を
入
れ
、
こ
と
わ
ざ
を
ふ

ま
え
、
に
ぎ
や
か
な
雅
文
脈
の
技
巧
を
こ
ら
し
、
時
に
は
卑
俗
に
わ
た
る
こ
と

も
あ
る
が
、
と
に
か
く
読
ん
で
お
も
し
ろ
い
文
章
で
あ
る
。
雑
報
欄
も
こ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

ほ
ぼ
同
様
で
、
寄
書
（
投
書
）
欄
は
談
話
体
も
文
語
体
も
あ
っ
て
、
種
々
な
文
章
と

な
っ
て
い
る
。
「
仮
名
読
新
聞
」
（
ｍ
８
ｕ
１
創
刊
）
」
は
、
右
の
二
新
聞
と
な
ら
ん

で
三
大
小
新
聞
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
仮
名
垣
魯
文
が
創
刊
主
宰
し
て
お

り
、
「
猫
々
奇
聞
」
欄
に
よ
る
芸
妓
種
を
呼
び
も
の
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
新
聞
欄

の
雑
報
の
文
章
は
、
し
ゃ
れ
が
多
く
入
り
く
ん
で
い
る
割
合
に
、
わ
か
り
易
く
軽

妙
に
文
章
を
す
す
め
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
前
島
密
の
計
画
に
よ
る
「
ま

い
に
ち
ひ
ら
か
な
し
ん
ぷ
ん
し
（
ｍ
６
２
１
５
創
刊
）
」
の
創
刊
趣
旨
に
は
、
女
こ

ど
も
に
重
要
事
項
を
し
ら
せ
国
の
進
化
を
た
す
け
る
、
漢
字
を
用
い
ず
仮
名
で

事
た
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
と
述
べ
て
、
か
な
が
き
で
文
語
の
簡
潔
な
文
章
を

か
い
て
い
る
。
同
様
に
「
東
京
仮
名
書
新
聞
（
ｍ
６
１
ｕ
創
刊
）
」
は
、
女
子
供

や
愚
民
に
と
っ
て
は
漢
語
ま
じ
り
の
文
体
で
は
読
め
な
い
、
そ
こ
で
、
人
目
に

な
れ
た
文
字
の
外
は
漢
字
を
用
い
ず
読
み
易
い
仮
名
を
分
ち
が
き
に
し
、
読
み

き
り
に
「
。
」
を
用
い
、
西
洋
の
こ
と
ば
に
は
片
仮
名
を
用
い
、
こ
と
ば
も
世

間
に
通
じ
や
す
い
も
の
を
用
い
る
と
の
べ
て
、
布
告
の
解
説
や
国
内
国
外
の
で

き
事
を
報
導
し
て
、
わ
か
り
易
い
文
語
文
を
か
い
て
い
る
。
但
し
あ
ま
り
上
手

な
文
章
と
は
い
え
な
い
。
「
浪
花
新
聞
」
は
大
阪
で
創
刊
（
ｍ
８
１
２
２
５
）
さ
れ
た

も
の
で
、
雑
報
の
文
章
は
読
売
新
聞
に
似
て
談
話
体
で
、
長
い
構
文
の
よ
み
易

い
文
章
で
あ
っ
た
が
明
治
一
〇
年
末
で
廃
刊
し
た
。
以
上
は
す
べ
て
西
南
戦
争

以
前
の
小
新
聞
で
あ
る
が
、
こ
の
戦
争
前
後
は
、
我
が
国
に
は
じ
め
て
生
ま
れ

た
小
新
聞
が
着
実
に
発
足
し
発
展
し
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
小
新
聞
が
、
女
子



供
の
た
め
に
や
さ
し
い
か
な
つ
き
で
、
そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
大
部
分
が
口
語
体

で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
確
固
と
し
た
言
文
一
致
の
自
覚
は
一
般
的
に
は
な
か

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
「
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
」
、
山
本
正
秀
）
が
、

読
解
力
の
低
い
層
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
わ
ら
げ
た
か
な
っ
き
の
口

語
体
で
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
結
果
的
に
は
言
文
一
致
の
実
行
で
あ
っ
た
。

小
説
や
論
説
の
分
野
に
お
け
る
言
文
一
致
よ
り
一
〇
年
以
上
早
い
が
、
普
及
と

い
う
こ
と
を
重
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
新
聞
と
い
う
も
の
の
性
格
か
ら
、
自

然
と
行
き
つ
い
た
処
で
あ
り
、
明
治
に
お
け
る
新
聞
の
文
章
の
口
語
化
の
ピ
ー

ク
を
な
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
が
相
当
の
広
が
り
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
等
よ
り
し
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
先
駆
的
に
な
さ
れ
た
言
文
一
致
で
あ
る

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
小
新
聞
は
徐
々
に
文
語
化
し
て
い
く
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
で
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
子
供
の
た
め
の
読
み
も
の
と
し
て
先
駆
的
に
あ
ら
わ
れ
た
口
語
文
で
は
、

「
狼
（
ｍ
２
２
１
０
５
出
版
、
上
田
万
年
重
訳
）
」
、
「
小
公
子
（
ｍ
２
３
８
～
ｍ
２
５
１
、

若
松
賎
子
訳
、
女
学
雑
誌
）
」
等
が
も
っ
と
も
著
し
い
。
「
狼
」
は
、
家
庭
用
の

児
童
の
お
と
ぎ
話
に
ふ
さ
わ
し
い
平
明
な
洗
練
さ
れ
た
言
文
一
致
体
で
、
文
章

に
も
か
な
づ
か
い
に
も
注
意
が
は
ら
わ
れ
、
学
校
の
教
科
書
に
も
な
り
得
る
、

す
ぐ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
児
童
文
学
が
ま
だ
独
立
し
た
位
置
を
し
め
て
い
な
い

先
に
、
い
ち
は
や
く
あ
ら
わ
れ
た
よ
み
も
の
と
し
て
、
次
の
「
小
公
子
」
と
共

に
先
駆
的
な
存
在
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
「
小
公
子
」
で
は
、
漢
語
や
和
語
の
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古
い
こ
と
ば
を
残
し
た
り
、
文
法
的
に
も
整
わ
な
い
も
の
を
も
ち
な
が
ら
も
、

全
体
は
鄭
重
な
待
遇
語
を
多
く
と
り
入
れ
た
口
語
を
よ
く
と
り
あ
げ
、
し
か
も

欧
文
直
訳
風
の
こ
と
ば
を
も
交
え
た
、
そ
う
い
う
意
味
で
文
章
語
と
口
語
と
の

混
清
体
、
あ
る
い
は
日
本
語
に
欧
文
脈
を
と
り
入
れ
た
口
語
文
体
を
つ
く
り
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
全
体
を
見
わ
た
し
た
処
は
、
や
は
り
新
鮮
で
や

わ
ら
か
み
の
多
い
言
文
一
致
の
特
色
を
よ
く
示
し
て
い
る
、
す
ぐ
れ
た
文
章
で

書
か
れ
て
い
る
の
で
、
森
田
思
軒
の
激
賞
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
っ

た
。
先
駆
的
な
二
つ
の
す
ぐ
れ
た
児
童
文
学
が
、
と
も
に
翻
訳
で
あ
る
こ
と
は

理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
外
に
も
フ
ォ
ス
タ
ル
原
著
「
福
音
の
講

（
ｍ
１
８
９
）
」
、
在
居
士
訳
「
王
様
の
新
衣
裳
（
ｍ
２
１
１
２
１
９
）
」
、
益
田
克
徳
訳
「
夜

と
朝
（
ｍ
２
２
９
～
ｍ
２
３
６
）
」
が
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
児
重
相
手

と
決
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
翻
訳
も
の
の
口
語
文
で
あ
る
。

　
小
学
校
の
教
科
書
で
は
、
「
読
書
入
門
（
一
冊
、
ｍ
１
９
８
出
版
、
文
部
省
編
輯

局
蔵
版
）
」
が
、
第
一
課
か
ら
第
四
課
ま
で
は
単
語
、
第
五
課
か
ら
第
六
課
ま
で

は
句
、
第
七
課
以
後
は
短
文
で
書
か
れ
て
い
る
。
全
四
〇
課
の
う
ち
、
口
語
文

は
第
三
七
課
第
三
九
課
の
二
っ
あ
る
だ
け
で
、
他
は
す
べ
て
文
語
文
で
あ
る
。

文
語
文
は
構
文
は
単
純
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
わ
か
り
易
く
は
な
い
。
も
っ
と

も
、
教
師
須
知
欄
に
、
「
歌
詞
体
ノ
・
－
…
中
ニ
ハ
児
童
ノ
解
シ
難
キ
語
モ
ア
ル

ベ
シ
ト
雄
モ
、
唯
其
大
意
ヲ
了
解
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
。
」
と
あ
る

け
れ
ど
も
、
歌
詞
休
以
外
の
文
章
で
も
わ
か
り
易
く
は
な
い
。
第
十
二
課
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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「
キ
ミ
、
ド
ノ
ハ
ナ
ヲ
コ
ノ
ム
ヅ
。
」
が
、
児
童
に
と
っ
て
何
の
こ
と
か
意
味

が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
西
尾
実
博
士
の
経
験
（
「
国
語
教
育
学

の
構
想
」
）
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
「
イ
マ
ハ
、

ナ
ン
ド
キ
ナ
ル
カ
（
第
二
十
課
）
」
、
「
き
み
は
…
…
は
な
を
、
か
ぞ
へ
う
る
か
」

等
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
文
語
文
は
、
歌
詞
体
（
韻
文
調
）
の
教
訓
の
文

お
よ
び
こ
れ
に
類
似
し
た
観
念
的
内
容
の
文
章
と
、
絵
で
示
し
た
こ
と
を
文
に

叙
述
し
た
り
た
ず
ね
た
り
す
る
一
類
の
文
と
、
二
つ
に
わ
か
れ
る
。

　
「
尋
常
小
学
読
本
（
七
冊
、
ｍ
２
０
５
出
版
、
文
部
省
編
）
」
で
は
、
繕
言
に
、

「
此
書
ノ
文
体
ハ
、
最
初
二
談
話
ヲ
用
ヒ
、
漸
次
二
進
、
・
・
テ
文
章
体
二
移
リ
、

以
テ
目
下
普
通
ノ
漢
字
交
リ
文
ヲ
了
解
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
ム
。
」
と
あ
り
。
七
冊

の
う
ち
、
完
全
な
口
語
文
は
巻
一
の
み
に
二
九
課
あ
り
、
巻
一
の
他
の
五
課
は

文
語
文
で
あ
る
。
文
語
文
の
課
を
分
け
る
と
、
会
話
文
は
な
く
て
、
地
の
文

（
叙
述
の
文
）
の
み
の
も
の
が
も
っ
と
も
多
く
、
次
に
地
の
文
は
文
語
で
会
話

文
が
口
語
の
も
の
と
、
地
の
文
会
話
文
と
も
に
文
語
で
あ
る
も
の
と
が
、
同
じ

く
ら
い
あ
り
、
次
に
文
語
の
韻
文
も
し
く
は
韻
文
類
似
の
も
の
が
こ
れ
ら
に
つ

ぎ
、
他
に
書
簡
文
体
を
含
む
も
の
が
三
課
あ
る
。
口
語
文
の
文
末
辞
法
は
「
デ

ア
リ
マ
ス
」
が
盛
に
行
な
わ
れ
、
父
母
兄
弟
の
呼
び
方
は
、
「
は
は
さ
ま
（
例

巻
一
の
第
四
課
）
」
「
と
と
さ
ま
（
一
の
八
）
」
「
あ
に
さ
ん
（
一
の
一
八
）
」
「
姉

さ
ん
（
一
の
二
一
）
」
「
ぢ
ぢ
（
さ
ま
？
一
の
二
六
）
」
「
ば
ば
（
さ
ま
？
　
同

上
）
」
を
用
い
る
。
口
語
文
に
は
、
地
の
文
も
会
話
も
と
も
に
文
語
の
残
存
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

る
も
の
が
多
く
、
傍
線
を
引
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
ま
だ
一
般
に
口
語

文
が
未
熟
不
整
で
、
談
話
体
で
あ
っ
て
談
話
体
ら
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
な
い

も
の
、
　
（
巻
一
の
三
等
）
、
「
ふ
た
り
は
、
お
ど
ろ
い
て
、
上
を
見
た
れ
ば
、
を

と
こ
の
子
が
、
木
に
の
ぽ
り
て
ゐ
ま
し
た
（
同
上
）
。
」
の
よ
う
に
て
に
お
は
の

使
い
方
の
ま
ず
い
も
の
、
前
後
照
応
し
な
い
も
の
（
例
一
－
一
〇
）
、
会
話
文

の
括
弧
の
つ
け
方
の
ま
ず
い
も
の
（
一
の
ニ
ハ
、
一
七
）
等
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

又
、
描
写
の
文
章
の
中
に
不
調
な
説
明
の
文
を
挿
入
し
た
り
（
一
の
二
三
）
、

描
写
と
説
明
の
文
章
が
漫
然
と
接
続
さ
せ
ら
れ
て
い
た
り
（
一
の
二
九
）
し
て

い
る
処
に
も
、
口
語
文
と
し
て
の
手
法
上
の
ま
ず
さ
が
目
立
っ
て
い
る
。

　
書
く
た
め
の
手
本
で
も
っ
と
も
普
通
の
も
の
は
手
紙
文
の
文
範
で
あ
る
。
明

治
二
一
年
頃
言
文
一
致
熱
が
高
ま
っ
た
時
に
、
「
か
な
の
て
か
“
み
（
ｍ
２
１
５

１
５
，
ｍ
２
１
７
１
５
）
」
の
付
録
と
し
て
出
さ
れ
た
「
て
が
み
の
か
き
か
た
」
は
、

山
本
正
秀
教
授
に
よ
る
と
、
大
槻
文
彦
の
作
で
、
「
こ
の
よ
う
な
言
文
一
致
の
手

紙
文
範
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
会
員
に
配
布
し
た
こ
と
は
、
元
塞
言
文
一
致
が
持

論
の
大
槻
の
か
な
文
体
観
が
、
こ
の
頃
大
い
に
言
文
一
致
の
実
行
に
傾
い
た
証

左
で
、
そ
の
結
果
の
労
作
と
し
て
十
分
注
目
に
価
す
る
（
近
代
文
体
発
生
の
史

的
研
究
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
て
が
み
の
か
き
か
た
」
に
は
、
古

く
か
ら
よ
く
往
来
物
に
用
い
ら
れ
た
手
紙
の
常
用
語
や
、
そ
の
他
の
文
語
が
か

な
り
入
っ
て
お
り
、
旬
と
句
と
の
接
続
に
功
詞
を
省
く
な
ど
、
文
語
風
の
用
法

が
多
い
。
ま
た
、
全
体
と
し
て
簡
潔
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
文
章
が
固
く
、



先
に
述
べ
た
通
り
往
来
物
の
文
体
を
弦
く
ひ
き
っ
ぎ
、
文
章
の
感
じ
は
文
語
の

手
紙
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
後
の
例
文
（
文
例
五
）
の
よ
う
に
、
和
文

の
用
語
と
言
い
ま
わ
し
の
ま
じ
る
文
班
も
少
々
あ
る
。

　
と
う
ぢ
ゆ
き
　
さ
そ
ひ
　
の
　
て
が
み
　
か
ね
が
ね
　
お
や
く
そ
く
　
の

　
と
う
ぢ
ゆ
き
　
の
こ
と
　
お
ぼ
し
め
し
　
は
　
い
か
ゴ
　
で
ご
ざ
り
ま
す

　
か
。
こ
と
し
　
の
　
あ
つ
さ
　
に
　
は
　
じ
つ
に
　
よ
わ
り
は
て
　
ま
す
。

　
は
こ
ね
　
パ
か
ほ
　
い
づ
れ
　
に
て
　
も
、
て
つ
ど
う
　
の
　
べ
ん
り
な
る

　
か
た
　
へ
　
お
も
ひ
た
ち
た
う
　
ぞ
ん
じ
ま
す
。
　
と
う
り
う
　
は
、
　
お

　
よ
そ
　
三
し
う
か
ん
　
と
　
み
こ
み
た
く
、
な
ほ
、
お
へ
ん
じ
　
し
だ
い
に

　
て
　
ば
ん
た
ん
　
し
た
く
　
い
た
し
た
く
、
ま
づ
は
　
ご
つ
ご
う
　
う
か
が

　
ひ
あ
げ
　
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
例
一
七
）

は
つ
ゆ
き
　
に
　
ひ
と
　
を
　
ま
ね
く
　
て
が
み
　
ひ
“
、
ゆ
き
げ
　
の

そ
ら
あ
ひ
　
の
　
と
こ
ろ
、
つ
ひ
に
　
さ
く
や
　
よ
り
　
ふ
り
だ
し
、
け
さ

は
、
の
　
も
、
や
ま
　
も
、
め
　
に
　
み
ゆ
る
　
か
ぎ
り
、
ぎ
ん
せ
か
い

に
て
、
え
も
い
は
れ
ぬ
　
な
が
め
　
に
　
ご
ざ
り
ま
す
。
　
は
つ
ゆ
ぎ
は
、

つ
も
り
　
つ
も
ら
ぬ
こ
ろ
　
が
、
ひ
と
ぎ
は
な
が
め
　
よ
ろ
し
く
、
わ
た
く

し
か
た
の
に
は
の
け
し
ぎ
、
す
こ
し
は
ふ
ぜ
い
も
あ

り
、
ひ
と
り
　
し
て
　
み
て
　
を
る
も
あ
た
ら
を
し
き
　
こ
と
と
　
ぞ

ん
じ
　
い
ま
よ
り
　
す
ぐ
　
に
、
ゆ
き
み
　
の
　
よ
り
あ
ひ
　
を
　
も
よ
ほ

　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
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し
、
れ
い
　
の
　
こ
し
を
れ
う
た
、
お
な
ほ
し
　
も
　
ね
が
ひ
た
く
　
お
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
し
つ
か
へ
な
く
ば
　
す
ぐ
さ
ま
　
お
で
う
き
　
ま
ち
あ
げ
　
を
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
例
五
）

　
こ
れ
は
さ
き
に
述
べ
た
通
り
、
文
体
に
少
し
古
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
い

え
、
時
期
も
早
く
文
範
と
し
て
す
ぐ
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
読
み
書
き
の
手
本
と
し
て
の
教
科
書
は
、
明
治
二
〇
年
以
後
に
は
口

語
文
は
出
て
お
り
、
手
紙
の
文
範
や
児
童
文
学
に
も
、
口
語
文
は
出
て
い
る
の

に
、
子
供
た
ち
が
実
際
に
か
い
た
口
語
文
は
目
に
っ
か
な
い
。
投
書
雑
誌
「
頴

才
新
誌
（
ｍ
１
Ｏ
～
）
」
は
勿
論
、
「
少
年
園
（
ｍ
２
１
～
、
全
文
未
見
）
」
「
少
国

民
（
ｍ
２
２
～
、
全
文
未
見
）
」
に
も
、
口
語
文
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

三
　
停
滞
と
再
出
発
（
ｍ
２
４
頃
か
ら
ｍ
３
２
頃
ま
で
）

　
翻
訳
物
の
児
童
文
学
「
狼
」
「
小
公
子
」
に
つ
づ
い
て
、
創
作
「
印
度
の
お

伽
話
（
ｍ
２
８
４
上
田
万
年
）
」
「
思
ひ
出
（
ｍ
２
９
若
松
賎
子
）
」
が
書
か
れ
た
が
、

先
の
翻
訳
ほ
ど
の
新
鮮
味
も
洗
練
も
な
か
っ
た
。
翻
訳
と
創
作
と
で
は
、
同
一

人
に
よ
っ
て
な
さ
た
れ
仕
事
で
も
、
大
分
出
来
ば
え
に
差
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
四
迷
で
も
同
様
で
あ
っ
た
し
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
事
情
で
あ
っ
た
か

は
、
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
童
話
の
創
作
家
と
し
て
二
十
年
代
三
十
年
代
を

代
表
す
る
作
家
は
、
巌
谷
小
波
で
あ
る
が
、
「
こ
が
ね
丸
」
論
争
で
も
わ
か
る

よ
う
に
、
小
波
に
は
、
は
じ
め
は
少
年
読
み
物
が
一
百
文
一
致
で
書
か
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
白
覚
は
な
か
っ
た
し
、
紅
葉
も
同
様
、
少
年
文
学
第
一
編
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の
「
鬼
桃
太
郎
（
ｍ
２
４
ｕ
幼
年
文
学
）
」
は
、
言
文
一
致
で
書
い
て
い
な
い
。
美

妙
だ
け
は
「
糸
犬
一
郎
（
ｍ
２
４
７
叢
書
少
年
文
学
５
）
」
を
言
文
一
致
で
書
い
て

い
る
が
、
単
な
る
試
作
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
小
波
を
は
じ

め
と
す
る
硯
友
杜
一
派
の
児
童
読
み
物
は
言
文
一
致
に
な
る
が
、
例
え
ば
、
小

波
の
「
桃
太
郎
（
ｍ
２
７
７
日
本
昔
噺
）
」
の
よ
う
な
、
大
げ
さ
な
わ
る
ふ
ざ
け
た

昔
噺
と
か
、
「
日
の
丸
（
ｍ
２
８
１
小
波
）
」
「
鳶
ほ
り
ょ
り
ょ
（
ｍ
２
８
１
小
波
）
」

「
大
和
玉
椎
（
ｍ
２
８
２
小
波
）
」
、
「
小
供
ご
こ
ろ
（
ｍ
２
８
５
≧
６
柳
浪
）
」
の
よ
う

な
、
軍
国
調
の
つ
く
り
話
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
「
附
木
舟
紀
行
（
ｍ
３
１
７
～
小

波
）
」
の
よ
う
に
、
文
章
と
し
て
は
次
第
に
欠
点
の
少
な
い
も
の
に
な
っ
て
行
く

が
、
架
空
な
つ
く
り
話
と
し
て
の
そ
ら
ぞ
ら
し
さ
は
、
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
れ
を
こ
え
る
も
の
は
、
独
歩
の
「
山
の
力
（
ｍ
３
６
９
少
年
世
界
）
」
、

真
下
飛
泉
「
月
の
お
宮
（
ｍ
刎
６
、
少
年
世
界
増
刊
「
お
伽
共
進
会
」
号
）
」
、

島
木
赤
彦
の
「
小
移
住
者
（
ｍ
刎
９
教
訓
仮
作
物
語
）
」
な
ど
で
あ
る
。

　
「
帝
因
読
本
（
ｍ
２
６
９
４
訂
正
再
版
、
集
英
堂
発
行
、
編
者
学
海
指
針
社
）
」

は
、
明
治
二
四
年
一
一
月
に
小
学
校
教
則
大
綱
が
定
め
ら
れ
て
か
ら
後
に
、
そ

の
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
っ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
凡
例
に
「
本
書
編
纂
ノ
体

裁
ハ
、
単
語
ヨ
リ
短
句
二
進
ミ
、
短
文
二
移
リ
、
普
通
国
文
二
入
ル
ノ
順
序
ニ

ヨ
リ
、
此
間
談
話
体
ヨ
リ
、
自
然
二
文
章
体
二
入
ル
ノ
便
ア
ラ
シ
ム
」
と
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
学
習
の
順
序
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
談
話
体
は
、
普
通
文
に

入
る
た
め
の
入
門
と
し
て
の
意
義
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
、
明
治
二
〇
年
の
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

常
小
学
読
本
と
同
様
で
あ
る
。
巻
一
で
は
、
三
〇
頁
ま
で
は
単
語
（
た
だ
し
二

九
頁
は
文
。
）
と
清
音
濁
音
半
濁
音
表
を
出
し
、
以
下
二
一
頁
の
問
に
、
短
句

お
よ
び
口
語
文
語
両
様
の
短
文
、
い
ろ
は
四
八
文
字
の
表
を
出
し
て
い
る
。
巻

二
は
第
一
九
・
二
四
・
二
五
課
が
文
語
文
、
第
七
・
第
三
〇
課
の
一
部
に
文
語

文
が
入
る
他
は
み
な
口
語
文
、
巻
三
～
五
で
は
、
口
語
文
は
二
一
課
、
一
部
に

口
語
の
ま
じ
る
も
の
は
四
課
で
あ
る
。
完
全
な
口
語
文
の
課
は
、
合
計
三
九
と

な
っ
て
い
る
。
尋
常
小
学
読
本
（
ｍ
２
０
５
出
版
文
部
省
編
）
で
は
、
完
全
な
口

語
文
は
二
九
課
、
地
の
文
は
文
語
で
、
会
話
文
の
み
口
語
の
も
の
が
二
二
課
あ

り
、
帝
国
読
本
で
は
、
地
の
文
は
文
語
で
会
話
文
が
口
語
文
の
も
の
は
、
一
課

だ
け
で
あ
る
。
文
末
辞
法
と
し
て
は
、
「
マ
ス
・
デ
ス
・
デ
ア
リ
マ
ス
・
デ
ゴ

ザ
イ
マ
ス
」
が
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
近
親
に
対
し
て
は
、
「
と
と
さ
ま
（
一

の
二
二
）
」
「
か
か
さ
ま
（
一
の
二
二
）
」
「
は
は
さ
ま
（
一
の
一
二
）
」
と
呼
ん

で
い
る
。
尋
常
小
学
読
本
（
ｍ
２
０
５
出
版
文
部
省
編
）
の
よ
う
に
、
会
話
文
を

は
さ
ん
で
対
応
す
る
地
の
文
の
後
の
方
が
な
い
と
か
、
会
話
文
の
括
弧
の
っ
け

方
が
ま
ず
い
と
か
い
う
よ
う
な
欠
点
は
、
帝
国
読
本
で
は
改
め
ら
れ
た
。
ま
た

口
語
文
に
文
語
が
残
存
し
て
い
る
と
い
う
点
も
、
帝
国
読
本
で
は
ほ
と
ん
ど
目

に
っ
か
な
い
ま
で
に
改
め
ら
れ
た
。
ま
た
次
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
尋
常

小
学
読
本
に
く
ら
べ
て
、
自
由
に
か
く
と
い
う
点
で
も
帝
国
読
本
は
す
す
ん
で

い
る
。

　
あ
の
　
ひ
と
　
は
、
い
ぬ
を
　
つ
れ
て
　
き
ま
す
。
あ
の
　
人
は
、
大
き



　
な
人
で
は
、
あ
り
ま
せ
ぬ
か
。
あ
の
犬
は
、
わ
た
し
の
犬

　
よ
り
　
ち
ひ
さ
い
　
犬
　
で
　
あ
り
ま
す
。
あ
の
小
さ
い
　
犬
は
、
こ
の

　
大
き
な
犬
に
ま
け
ま
せ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
尋
常
小
学
読
本
巻
之
一
第
一
課
（
ｍ
２
０
５
）
」

　
あ
れ
　
ご
ら
ん
な
さ
い
、
ち
い
さ
な
　
い
ぬ
が
、
大
ぎ
な
　
い
ぬ
に
　
じ
－

　
や
れ
て
、
ひ
１
よ
い
　
ひ
ー
よ
い
　
は
ね
て
　
ゐ
ま
す
。
た
ら
－
う
さ
ん
、

　
み
ん
な
が
　
犬
を
　
か
ー
う
て
　
お
く
の
は
、
か
は
ゆ
い
か
ら
で
　
ご
ざ
い

　
ま
せ
う
か
。
た
ゴ
　
か
は
ゆ
い
　
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
あ
や
し
い

　
も
の
を
み
る
と
、
す
ぐ
に
　
ほ
え
ま
す
か
ら
、
　
よ
－
う
じ
ん
の
　
た
め
に

　
も
、
か
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
帝
国
読
本
巻
之
二
第
八
課
（
ｍ
２
６
９
）
」

　
小
学
校
の
作
文
指
導
法
で
は
、
先
ず
教
師
が
書
く
べ
き
内
容
を
教
え
、
一
言
葉

を
指
示
し
、
後
書
か
せ
る
と
い
う
教
師
本
位
の
方
法
が
長
く
つ
づ
い
て
い
た
こ

と
は
、
申
出
利
観
の
「
小
学
教
授
法
手
順
（
ｍ
８
）
」
に
も
、
白
井
、
若
林
共

編
の
「
改
正
教
授
術
（
ｍ
１
６
）
」
に
も
あ
り
、
ま
た
、
閉
治
二
四
年
「
小
学
教

則
大
綱
」
の
後
に
出
た
峰
是
三
郎
の
「
新
定
作
文
書
（
ｍ
２
４
）
」
に
も
呪
ら
か

で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
臼
力
の
作
文
を
加
味
す

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
填
（
ｍ
２
４
頃
か
ら
ｍ
３
２

頃
）
は
ま
だ
一
般
に
漢
文
訓
読
体
の
文
章
を
書
か
せ
る
こ
と
に
目
標
を
お
い
て

い
た
こ
と
、
そ
の
指
導
法
も
く
わ
し
く
は
、
「
記
述
セ
シ
ム
ベ
キ
専
項
ヲ
問
答

　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

シ
、
之
ヲ
一
言
語
二
叙
述
セ
シ
メ
テ
其
ノ
順
序
ヲ
定
メ
。
或
ハ
又
其
ノ
範
囲
ヲ
示

シ
。
必
要
ナ
ル
思
想
。
及
ビ
語
句
ヲ
授
ケ
。
然
ル
後
二
之
ヲ
文
章
二
綴
ラ
シ
ム

ル
（
「
高
等
小
学
実
験
作
文
書
上
巻
」
増
山
久
吉
編
ｍ
３
２
ｕ
訂
正
三
版
）
」
と
こ
ろ

の
　
「
話
体
法
」
、
「
短
文
ヲ
連
接
シ
テ
一
文
車
ヲ
組
、
・
、
立
テ
シ
ム
ル
」
「
連
接

法
」
、
「
故
ラ
ニ
誤
謬
ア
ル
文
例
ヲ
示
シ
。
生
徒
ヲ
シ
テ
之
ヲ
発
見
シ
。
之
ヲ
是

正
セ
シ
ム
ル
」
「
正
誤
法
」
、
「
文
中
二
空
所
ヲ
設
ケ
。
生
徒
ヲ
シ
テ
之
二
漢
字

若
ク
ハ
仮
名
ヲ
損
メ
シ
ム
ル
」
「
損
字
法
」
、
「
模
範
ト
ス
ベ
キ
文
ヲ
示
シ
。
生

徒
ヲ
シ
テ
之
ヲ
解
剖
セ
シ
ム
ル
」
「
解
剖
法
」
、
以
上
は
「
他
案
文
」
で
あ
り
、

ほ
か
に
「
自
案
文
」
と
い
っ
て
独
力
で
文
車
を
書
か
せ
る
方
法
と
が
あ
る
（
以

上
前
出
実
験
作
文
書
）
。
こ
う
し
て
と
に
も
か
く
に
も
言
葉
の
断
片
を
綴
り
合

わ
せ
て
文
章
に
仕
立
て
る
「
他
案
文
」
が
作
文
指
導
の
正
統
的
な
方
法
を
示
す

も
の
で
あ
っ
た
。

　
学
校
の
作
文
方
法
が
上
述
の
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
学
校
以
外
で

も
、
文
車
を
か
く
と
な
れ
ば
や
は
り
、
文
語
文
を
う
ま
く
綴
り
合
わ
せ
る
こ
と

だ
け
に
苦
心
す
る
と
い
う
状
態
は
変
り
な
か
っ
た
。
「
少
年
園
」
「
少
国
民
」
に

つ
づ
い
て
、
「
幼
年
雑
誌
」
の
号
外
と
し
て
「
岬
辣
蛙
揮
筆
戦
場
」
や
、
「
少
年
学

術
共
進
会
」
、
「
学
生
筆
戦
場
」
等
の
投
稿
文
集
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
お

い
て
も
漢
文
訓
読
体
が
主
流
を
し
め
、
そ
の
他
和
文
体
漢
文
体
書
簡
文
体
等
も

あ
り
、
「
少
年
文
集
」
に
は
稚
俗
折
衷
体
も
は
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ほ
と

ん
ど
文
語
文
で
あ
る
が
、
し
か
し
中
に
は
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
口
語
ま
じ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

の
文
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
自
然
の
勢
で
あ
ろ
う
。

　
孝
女
ト
義
僕
ノ
活
　
明
治
十
五
年
頃
深
川
東
町
十
三
番
地
二
釣
竿
ヲ
渡
世
ニ

シ
テ
届
ル
栗
大
造
（
腎
計
）
－
言
一
フ
人
ガ
有
ツ
テ
妻
一
萎
お
貞
（
壊
）

　
上
言
フ
娘
ヲ
残
シ
テ
四
年
程
前
二
病
死
ヲ
致
シ
マ
シ
タ
ガ
大
造
ハ
娘
ガ
可
愛

　
サ
計
リ
ニ
後
妻
ヲ
モ
要
ラ
ズ
雇
人
中
島
新
吉
、
格
三
四
郎
ト
四
人
デ
一
心
不

　
乱
家
業
二
精
ヲ
出
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ガ
（
「
日
本
全
国
小
学
生
徒
筆
戦
場
」

　
東
京
日
本
橋
区
堀
留
薩
摩
内
熊
井
鉄
堂
ｍ
２
４
３
２
９
）

　
談
話
体
風
の
切
れ
目
の
な
い
ダ
ラ
ダ
ラ
と
っ
づ
く
文
章
で
、
文
語
の
言
い
ま

わ
し
も
多
く
残
っ
て
い
る
、
極
め
て
幼
稚
な
、
ま
だ
文
車
休
と
し
て
の
骨
組
み

の
で
き
て
い
な
い
文
車
で
あ
る
。
手
本
に
す
べ
き
も
の
の
な
い
よ
う
な
、
自
分

に
固
有
の
素
材
を
文
章
化
す
る
場
合
に
は
、
漢
文
訓
読
体
を
目
標
と
し
て
い
て

も
、
小
学
校
児
童
と
し
て
こ
う
し
た
口
語
文
的
な
文
章
し
か
書
け
な
か
っ
た
の

は
当
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
山
間
の
楽
し
み
（
共
一
）
　
前
を
望
め
ば
、
大
小
の
山
々
あ
り
。
後
を
顧
み

　
れ
ば
、
あ
ま
た
の
谷
川
あ
り
。
そ
し
て
山
々
谷
川
の
間
に
は
、
竹
の
簾
、
茅

　
の
屋
、
此
処
彼
処
に
散
在
し
、
田
畑
は
家
を
取
囲
み
、
野
原
は
、
田
畑
の
傍

　
を
続
り
、
い
と
も
細
き
畷
、
山
遺
は
、
幾
筋
と
な
く
、
通
り
て
居
り
ま
す
。

　
是
は
何
処
の
住
家
で
あ
り
ま
す
か
、
一
見
あ
は
れ
郡
の
里
と
ぞ
知
ら
れ
け

　
る
。
さ
れ
ば
に
や
、
馬
車
人
力
車
の
通
行
も
な
く
、
往
か
ふ
人
も
稀
に
し

　
て
、
雑
誼
嗣
騒
の
音
な
く
、
腐
敗
の
気
、
汚
薇
の
物
も
な
く
、
紅
塵
起
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

　
　
　
も
の
さ
ぴ
し

　
ず
、
閑
稚
静
寂
、
淫
然
清
潔
に
し
て
、
た
“
た
え
ま
な
く
、
聞
ゆ
る
も
の

　
は
、
鳥
の
璃
る
声
、
馬
の
断
く
音
、
松
吹
く
風
に
、
谷
川
の
響
ぎ
、
其
外
鶏

　
鳴
狗
吠
、
遠
き
山
寺
の
鐘
の
音
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
何
と
淋
し
い
景
色
で
は

　
あ
り
ま
せ
ぬ
か
、
（
以
下
略
、
「
同
前
」
東
濃
福
岡
、
二
峰
樵
夫
、
古
田
重
太

　
郎
ｍ
２
４
３
２
９
）

前
出
の
「
孝
女
ト
義
僕
ノ
話
」
に
く
ら
べ
る
と
、
こ
れ
の
方
が
文
章
と
し
て
の

骨
格
は
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
和
文
と
漢
文
の
混
清
を
め
ざ
す
よ
う
な
文
章

で
、
こ
れ
の
方
が
文
章
と
し
て
の
骨
格
は
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
文
語
の
言
い

ま
わ
し
は
多
く
、
口
語
は
と
び
と
び
に
し
か
用
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
先
行

の
和
文
漢
文
か
ら
移
植
し
た
語
句
が
う
ま
く
な
ら
ん
で
い
な
い
し
、
漢
語
の
や

わ
ら
げ
も
不
自
然
で
、
形
式
主
義
の
破
綻
は
、
一
そ
う
露
骨
で
あ
る
。
同
じ
小

学
校
児
童
の
文
章
と
し
て
も
、
こ
れ
は
先
の
も
の
よ
り
は
、
作
文
能
力
は
い
く

ら
か
上
位
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
当
時
の
小
学

校
児
童
の
文
章
能
力
は
、
こ
の
程
度
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
有
川
甚
吉
君
を
悼
む
　
世
の
中
に
悲
し
き
も
の
は
、
多
け
れ
と
死
に
ま
さ
る

　
も
の
あ
ら
し
、
そ
か
中
に
も
殊
に
悲
し
き
は
天
死
な
り
。
余
か
親
友
有
川
甚

　
吉
君
、
二
翌
の
為
に
襲
は
れ
、
魔
風
の
導
く
所
と
な
り
、
薮
に
明
治
二
十
七

　
年
八
月
十
一
日
、
敢
無
く
も
、
二
十
一
歳
を
一
期
と
し
、
ふ
と
帰
ら
ぬ
永
旅

　
に
逝
か
れ
ぬ
。
（
中
略
）
余
や
君
よ
り
年
後
る
＼
こ
と
三
歳
な
り
と
難
も
、
郷

　
里
同
し
き
を
以
て
、
幼
よ
り
倶
に
、
竹
馬
を
弄
ひ
て
、
遊
へ
り
、
（
中
略
）



　
花
は
無
情
の
風
に
散
ら
さ
れ
、
月
は
無
神
の
雲
に
隠
さ
る
、
阜
、
も
是
れ
浮
世

　
　
　
　
　
　
　
一
　
マ

　
の
常
態
か
、
さ
れ
ど
花
は
一
年
を
経
て
復
た
開
き
、
月
は
雲
破
れ
て
又
照
ら

　
す
、
失
せ
し
我
友
は
稜
年
待
つ
も
、
幾
千
代
経
る
も
亦
帰
ら
ざ
る
な
り
（
以

　
下
略
）
（
「
学
生
筆
戦
場
」
酉
薩
伊
作
水
軒
生
吉
留
丑
之
助
ｍ
２
７
ｕ
５
）

本
文
の
言
葉
よ
り
判
断
す
る
と
、
筆
者
は
十
八
歳
で
、
こ
こ
で
い
う
児
童
の
範

囎
よ
り
五
年
を
超
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
雑
誌
名
も
「
学
生
筆
戦
場
」

と
あ
る
通
り
、
前
の
二
文
革
よ
り
も
よ
ほ
ど
文
革
は
達
者
で
、
文
句
は
一
そ
う

常
套
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
語
文
を
書
き
こ
な
し
て
口
語
の
混
入
も
な
く
、

と
に
か
く
哀
悼
の
意
を
よ
く
表
現
し
得
て
い
る
と
い
う
点
で
、
既
成
の
文
句
を

呵
と
か
自
分
の
文
章
に
取
り
込
む
こ
と
が
出
来
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
文
章
と

前
の
二
文
章
と
の
差
が
、
十
八
歳
の
学
生
と
、
小
学
生
と
の
開
き
を
示
す
も
の

と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
少
年
文
集
の
臨
時
増
刊
「
青
年
文
藻
（
ｍ
３
１
年
）
」
に

は
、
口
語
体
小
説
の
入
賞
作
品
を
の
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
和
文
、
漢
文
、

稚
俗
折
衷
体
、
口
語
文
等
は
小
学
校
程
度
の
書
き
手
で
は
な
く
て
、
も
う
一
没

上
の
書
き
手
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

四
　
形
式
的
口
語
文
（
ｍ
３
３
頃
か
ら
ｍ
４
２
頃
ま
で
）

　
明
治
三
六
年
少
年
肚
界
に
概
せ
ら
れ
た
、
独
歩
の
小
説
「
山
の
力
」
は
、
少

年
の
頃
、
友
達
と
苦
心
を
し
て
磁
石
の
石
を
と
り
に
行
っ
た
こ
と
を
、
回
想
的

に
叙
述
し
て
い
る
。
硯
友
杜
風
の
披
巧
の
浮
き
出
た
も
の
で
は
な
く
、
嫌
味
の

な
い
落
ち
っ
い
た
書
き
ぷ
り
で
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
く
も
あ
っ
て
、
好
感
の
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も
て
る
文
車
で
あ
る
。
小
波
の
童
話
と
は
す
っ
か
り
連
っ
て
い
る
。
「
月
の
お

宙
（
真
下
飛
泉
ｍ
４
０
６
少
、
隼
世
界
増
刊
『
お
伽
共
進
会
』
リ
」
は
、
感
傷
的
な
態
度

で
、
青
莫
も
オ
ｉ
バ
ー
な
処
が
あ
っ
た
り
、
は
じ
め
は
敬
体
で
書
い
て
い
た
も
の

が
、
い
っ
の
ま
に
か
常
体
に
な
っ
て
い
る
な
ど
不
統
一
な
而
も
あ
る
が
、
あ
こ

が
れ
る
よ
う
な
夢
幻
的
な
美
し
さ
を
も
っ
た
作
品
で
、
小
波
の
童
話
よ
り
も
一

歩
す
す
ん
で
、
っ
よ
く
引
き
っ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
「
小
移
住
者
（
島
木

赤
彦
ｍ
４
０
９
文
部
省
教
訓
仮
作
物
語
）
」
は
、
文
章
の
上
で
は
「
山
の
力
」
の

よ
う
に
、
謙
虚
で
嫌
味
の
な
い
あ
っ
さ
り
し
た
書
き
振
り
で
あ
る
。
農
村
の
行

き
づ
ま
り
を
と
り
あ
げ
た
処
は
、
現
実
味
に
富
ん
で
迫
力
が
感
じ
ら
れ
、
時
代

の
息
吹
き
が
伝
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
赤
い
船
（
小
川
未
明
ｍ
４
３
京
文
堂
）
」

は
、
美
し
い
音
の
出
る
オ
ル
ガ
ン
や
た
く
さ
ん
の
楽
器
が
あ
り
、
そ
れ
を
な
ら

す
美
し
い
人
の
い
る
因
、
太
平
洋
の
向
う
の
遠
い
国
に
あ
こ
が
れ
る
少
女
の
思

い
を
、
か
な
り
程
度
の
つ
よ
い
敬
体
で
書
き
綴
っ
た
童
話
で
、
夢
み
る
よ
う
な

あ
こ
が
れ
の
気
持
を
あ
ら
わ
す
の
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
の
よ
く
使
う

こ
と
ば
、
「
の
で
あ
り
ま
す
」
が
、
重
話
の
物
語
的
な
雰
閑
気
を
か
も
し
出
す

の
に
一
そ
う
効
果
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
う
あ
き
ら
か
に
、
呪
治
の
そ
れ
で
な

く
大
正
期
の
重
話
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
呪
治
も
四
三
年
に
も
な
れ

ば
、
こ
う
ま
で
実
忠
が
こ
も
っ
て
、
自
然
で
、
落
ち
つ
い
た
文
章
が
書
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
、
い
よ
い
よ
大
正
時
代
の
到
来
を
思
わ

せ
る
の
で
あ
る
。
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「
尋
常
小
学
国
語
読
本
（
金
港
堂
編
集
ｍ
３
３
１
０
出
版
）
」
は
、
明
治
…
二
年
八
月

の
小
学
校
令
改
正
に
応
じ
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
巻
四
ま
で
は
韻
文
五

ケ
所
の
外
は
す
べ
て
口
語
文
で
あ
り
、
巻
五
に
な
っ
て
文
語
文
が
出
さ
れ
、
学

年
が
進
む
に
つ
れ
て
文
語
文
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
書
か
れ
て
い
る
口
語
文
は

す
べ
て
敬
体
で
、
文
末
の
辞
は
「
マ
ス
」
「
デ
ア
リ
マ
ス
」
「
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
」

を
混
用
し
て
い
る
。
近
親
の
も
の
を
呼
ぷ
と
き
に
は
「
オ
バ
ア
サ
ン
　
（
三
の

八
）
」
「
は
は
さ
ま
（
二
の
一
一
）
」
「
ア
ネ
サ
ン
（
四
の
一
〇
）
」
を
用
い
て
い

る
。
説
明
の
文
章
に
し
て
も
描
写
の
文
章
に
し
て
も
「
尋
常
小
学
読
本
（
ｍ
２
０

年
刊
）
」
よ
り
は
大
分
整
っ
て
き
て
い
る
し
、
説
話
の
文
章
に
し
て
も
大
分
口

語
化
し
、
無
駄
の
な
い
よ
い
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

　
尋
常
小
学
読
本
（
文
部
省
編
ｍ
２
０
５
出
版
）
巻
一
の
第
二
十
六
課
　
む
か
し
、

　
ぢ
“
　
と
　
ば
“
　
と
　
が
　
有
り
ま
し
た
。
　
ぢ
“
は
、
山
　
へ
　
く
さ

　
か
り
　
に
、
ば
“
　
は
、
川
　
へ
　
せ
ん
た
く
　
に
　
行
き
ま
し
た
。
川
上

　
か
ら
、
大
き
　
な
　
桃
　
が
　
一
つ
、
な
が
れ
て
　
来
ま
し
た
。
そ
れ
　
を

　
取
り
て
　
見
ま
す
　
と
、
大
そ
う
　
う
ま
さ
う
　
な
　
桃
　
で
　
あ
り
ま
し

　
た
故
、
ぢ
“
と
ふ
た
り
で
た
べ
や
う
と
て
、
家
に
持
ち

　
か
へ
り
ま
し
た
。
ぢ
“
　
が
　
山
　
か
ら
　
か
へ
り
ま
す
　
と
、
ば
“

　
は
、
直
に
　
桃
　
を
　
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
　
ふ
た
り
　
が
　
た
べ
や
う

　
と
周
う
て
居
る
と
、
桃
は
、
二
つ
に
わ
れ
て
、
中
か
ら
、
か
は

　
ゆ
ら
し
い
　
を
と
こ
　
の
　
子
　
が
　
う
ま
れ
ま
し
た
。
二
人
　
は
　
喜
ん

一
〇
四

で
、

其
子
　
を

取
り
あ
げ
、
ゆ

を
　
つ
か
は
せ
ま
す

と
、

其
子
は
、

　
た
ら
ひ
を
た
か
く
さ
し
あ
げ
て
、
投
げ
出
し
た
力
に
、
二
人
は

　
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
此
子
は
、
桃
の
中
か
ら
う
ま
れ
た
故

　
に
、
桃
太
郎
と
名
を
付
け
ま
し
た
。

　
尋
常
国
語
読
本
（
金
港
堂
編
ｍ
３
３
１
０
出
版
）
巻
四
の
第
八
課
　
昔
　
あ
る

　
と
こ
ろ
　
に
、
ぢ
二
　
と
　
ば
二
　
と
　
あ
り
ま
し
　
た
。
ぢ
二
　
は
　
山

　
へ
し
ば
か
り
に
ゆ
き
、
ば
ｘ
は
川
へ
せ
ん
た
く
に
ゆ

　
き
　
ま
し
　
た
。
さ
う
す
る
　
と
、
ば
ｘ
　
の
　
そ
ば
　
へ
、
大
き
　
な

　
も
二
が
な
が
れ
て
来
ま
し
た
。
ぱ
二
は
、
其
の
も
ｘ

　
を
　
ひ
ろ
ひ
あ
げ
　
て
、
も
ち
か
へ
り
、
ぢ
ｘ
　
に
　
見
せ
　
て
、
わ
ら
う

　
と
し
ま
す
と
、
も
二
の
中
か
ら
、
ひ
と
り
の
男
の
子

　
が
、
生
ま
れ
　
ま
し
　
た
。
ぢ
二
　
も
、
ば
二
　
も
、
お
ど
ろ
き
　
よ
ろ
こ

　
ん
で
、
名
　
を
　
も
二
太
郎
　
と
　
つ
け
　
て
、
大
切
　
に
　
育
て
　
ま
し

　
た
。

二
つ
の
文
章
を
く
ら
べ
る
と
、
ｍ
２
０
年
刊
行
の
方
は
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
不

用
な
部
分
が
多
い
。
ｍ
３
３
年
刊
行
の
方
は
不
要
な
部
分
を
除
い
て
簡
単
な
文
章

に
な
っ
て
い
る
の
は
よ
い
が
、
梢
々
骨
っ
ぼ
く
て
味
わ
い
に
乏
し
い
と
い
う

気
が
す
る
。
右
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
ｍ
３
３
年
金
港
堂
刊
行
の
教
科
書

は
、
総
じ
て
説
話
の
文
章
も
大
分
整
っ
て
き
た
と
思
う
。
又
、
こ
の
読
本
は
ｍ

２
０
年
の
も
の
に
比
べ
る
と
、
生
活
描
写
・
論
説
解
説
・
説
話
訓
話
等
、
文
章
の



類
型
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
よ
う
で
あ
り
、
又
、
描
写
と
説
明
と
を
場
合
に
応

じ
て
使
い
わ
け
た
り
（
４
の
１
０
ｕ
）
、
描
写
と
説
則
を
結
合
さ
せ
た
も
の
（
３
の

１
５
）
も
で
き
て
き
た
。

　
「
尋
常
小
学
読
本
（
辮
ト
輔
胴
雑
蹴
林
州
鮒
則
）
」
で
は
、
文
語
文
の
提
出
は
巻
六
か

ら
に
な
っ
て
い
る
。
巻
五
ま
で
は
す
べ
て
口
語
、
巻
五
の
第
八
課
ま
で
は
敬
体

で
、
第
九
課
以
後
は
敬
体
常
体
を
併
存
さ
せ
て
い
る
。
独
思
・
独
語
．
引
用
文

等
は
、
常
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
文
末
辞
法
に
っ
い
て
は
、
「
で
あ
り
ま
す
」
が

ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
「
で
す
」
が
あ
ら
わ
れ
、
ほ
と
ん
ど
「
で
す
」
「
ま
す
」
体

に
統
一
さ
れ
る
。
形
容
詞
に
つ
づ
く
場
合
は
「
ご
ざ
い
ま
す
」
と
な
る
。
く
わ

し
く
は
、
編
纂
趣
意
書
に
「
口
語
二
種
々
ノ
体
ア
リ
、
あ
り
ま
す
い
ご
ざ
い
ま
す
、

て
ゐ
ま
す
Ｈ
て
を
り
ま
す
、
て
ゐ
る
い
て
を
る
、
で
す
い
で
あ
り
ま
す
Ｈ
で
ご

ざ
い
ま
す
等
ハ
各
敬
意
ヲ
表
ス
程
度
ニ
モ
差
異
ア
ル
カ
故
二
其
何
レ
ヲ
モ
捨
テ

ス
皆
適
応
ス
ル
箇
所
二
出
セ
リ
。
又
で
あ
る
い
だ
二
於
テ
で
あ
る
ハ
普
通
二
地

の
文
二
現
レ
、
だ
ハ
対
話
語
二
現
ハ
レ
ル
カ
故
二
亦
之
ヲ
区
別
セ
リ
」
と
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
編
纂
者
の
意
図
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
父
母
兄
弟
の

呼
び
方
は
「
お
と
う
さ
ん
（
二
の
一
頁
）
」
「
お
か
あ
さ
ん
（
同
下
）
」
「
に
い
さ

ん
（
二
の
四
貢
）
」
「
ね
え
さ
ん
（
二
の
七
頁
）
」
と
改
め
ら
れ
た
。
始
に
構
文
の

簡
単
な
文
を
出
し
、
次
第
に
複
雑
な
文
に
及
ぷ
よ
う
に
し
、
は
じ
め
説
明
の
文

車
を
出
し
、
中
途
か
ら
描
写
の
文
車
も
出
す
よ
う
に
し
て
お
り
、
描
写
と
説
明

を
併
用
す
る
文
章
も
多
く
、
記
叙
法
に
つ
い
て
は
、
編
纂
趣
意
書
に
あ
る
よ
う
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に
「
大
二
児
重
ノ
同
情
ヲ
引
キ
且
感
興
ヲ
起
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
注
意
セ
リ
。
即

チ
文
中
の
人
物
ハ
出
来
ル
限
リ
之
ヲ
児
童
二
取
リ
之
ヲ
シ
テ
語
ラ
シ
メ
問
ハ
シ

メ
又
為
サ
シ
メ
タ
リ
。
故
二
本
書
ハ
多
ク
ノ
対
話
篇
ノ
文
章
ヲ
含
メ
リ
又
擬
人

法
ヲ
用
ヒ
テ
倫
理
的
観
念
ヲ
含
ム
モ
ノ
ノ
外
多
ク
ノ
事
実
ヲ
モ
伝
へ
極
メ
テ
卑

近
ナ
ル
事
例
ヨ
リ
入
リ
テ
主
眼
ト
ス
ル
所
ヲ
啓
発
セ
シ
メ
ン
ト
シ
…
タ
リ
。
」

と
あ
る
点
に
留
意
し
て
文
章
を
作
っ
て
い
る
。
又
、
知
識
を
必
要
と
す
る
文
章

は
説
明
の
文
体
を
と
り
、
こ
れ
は
巻
三
あ
た
り
か
ら
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
書

簡
文
に
つ
い
て
は
、
趣
意
書
に
「
第
四
冊
第
十
六
課
第
十
七
課
二
之
二
関
ス
ル

心
得
ヲ
述
ヘ
タ
ル
中
二
出
セ
ル
ヲ
始
ト
シ
第
五
冊
よ
り
各
冊
二
二
、
三
ヲ
出
シ

テ
通
知
、
見
舞
、
問
合
、
依
頼
、
祝
賀
、
誘
引
、
送
状
、
受
取
、
注
文
二
関
ス

ル
文
例
ヲ
示
セ
リ
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
る
。

．
大
槻
文
彦
の
「
て
が
み
の
か
き
か
た
」
が
出
て
か
ら
十
余
年
た
っ
て
、
再
び

言
文
一
致
必
要
の
世
論
が
も
り
上
っ
て
き
た
明
治
三
四
年
に
「
言
文
一
致
普
通

文
（
堺
枯
川
ｍ
３
４
７
）
」
「
言
文
一
致
文
例
（
山
田
美
妙
ｍ
３
４
７
～
ｍ
３
５
２
）
」

「
言
文
一
致
文
範
（
中
村
巷
ｍ
３
４
９
）
」
が
あ
ら
わ
れ
た
。
枯
川
の
　
「
言
文
一

致
普
通
文
」
の
文
例
は
、
実
感
が
こ
も
っ
て
お
り
、
文
章
が
比
較
的
自
由
に
か

か
れ
て
い
て
、
こ
と
に
親
し
い
問
柄
の
手
紙
や
葉
書
、
日
記
の
文
例
が
お
も
し

ろ
い
。
わ
け
て
も
、
女
性
が
書
い
た
体
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
や
わ
ら
か
で

言
文
一
致
ら
し
い
。
し
か
し
一
部
に
は
や
は
り
固
く
る
し
い
古
い
文
章
も
あ

る
。
同
時
に
出
た
美
妙
の
「
言
文
一
致
文
例
」
は
、
手
紙
と
し
て
の
形
式
を
整
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え
よ
う
と
努
力
し
た
と
こ
ろ
に
力
点
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
手
紙
文
と
い
う
も

の
の
格
式
を
示
す
点
で
は
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
往
来
物
の
古
い
用
語
や
旬
の
接

続
法
が
多
く
、
口
語
化
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
程
進
ん
で
い
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。
中
村
巷
の
「
言
文
一
致
文
範
」
の
文
例
を
見
る
と
、
文
章
の
口
語
化
と
い

う
点
で
は
、
前
二
者
よ
り
も
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
委
曲
を
つ

く
し
て
、
少
し
ダ
ラ
ダ
ラ
し
た
感
じ
が
す
る
と
か
、
内
容
上
少
々
気
の
き
か
な

い
点
も
あ
り
、
当
時
の
鑑
賞
眼
よ
り
す
れ
ば
、
前
二
者
の
方
が
よ
り
す
ぐ
れ
た

文
章
の
タ
イ
プ
と
考
え
ら
れ
た
ら
し
い
が
、
正
し
く
は
中
村
巷
の
方
に
新
し
い

文
章
の
タ
イ
プ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
男

子
の
文
は
時
に
著
し
く
文
語
風
に
な
っ
た
り
、
女
子
に
は
、
和
文
風
の
も
の
も

あ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
一
般
の
傾
向
に
追
随
し
て
い
る
も
の
で
仕

方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
引
き
つ
づ
い
て
、
小
森
松
風
の
「
言
文
一
致
文
範
（
ｍ

３
９
１
０
）
」
堀
江
秀
雄
の
「
言
文
一
致
文
範
（
ｍ
仰
１
２
」
）
で
は
、
解
説
は
く
わ
し

く
、
例
文
も
豊
富
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
編
集
で
あ
っ
て
、
方
針
が
前
三

者
と
は
大
分
異
な
っ
て
い
る
。

　
樋
口
勘
次
郎
著
「
統
合
主
義
新
教
授
法
（
ｍ
３
２
４
）
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
形

式
主
義
作
文
に
対
し
て
あ
ら
わ
れ
た
改
革
意
見
の
も
っ
と
も
早
い
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
主
張
は
、
児
童
の
自
発
活
動
を
重
ん
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
作
文
が
「
様
ざ
ま
の
形
式
に
拘
泥
し
て
児
童
の
思
想
、
文
字
、
文
体
等
に
拘

束
を
加
へ
、
活
動
力
を
剋
制
し
て
、
受
動
的
に
文
を
作
ら
し
め
、
こ
れ
が
為
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

発
展
力
を
萎
縮
せ
し
む
る
傾
向
」
が
あ
っ
た
の
に
反
対
し
て
「
教
育
作
業
は
、

総
て
生
徒
の
自
発
活
動
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
れ
ど
も
、
特
に
作
文
科
の
如

き
、
自
己
の
経
験
又
は
、
他
の
学
科
に
於
て
得
た
る
理
想
を
発
表
せ
し
む
る
学

科
に
於
て
然
り
と
す
」
と
い
い
、
と
に
か
く
作
文
は
自
己
の
経
験
や
理
想
を
発

表
さ
せ
る
学
科
で
あ
る
と
述
べ
た
の
は
、
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
文
題
は
「
児
童
の
経
験
し
た
る
処
か
或
は
思
想
科
に
て
得
た
る
も
の
」

を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
体
に
っ
い
て
も
、
「
児
童
の
書
く
ま
ま
に
任
せ
」
る

の
が
よ
い
と
い
っ
て
い
る
。
更
に
「
綴
方
教
育
発
達
史
（
峰
地
光
重
ｓ
１
５
ｕ
２
９
）
」

に
よ
る
と
、
こ
の
書
の
注
目
す
べ
き
点
は
「
自
作
文
を
重
視
し
て
ゐ
る
こ
と
」

「
こ
の
頃
ま
で
に
共
同
作
の
あ
っ
た
こ
と
」
　
「
模
範
文
を
重
視
し
た
こ
と
」
等

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
時
期
に
、
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
作
文
教
育

の
主
張
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
こ
ま
で
世
間
に

う
け
い
れ
ら
れ
た
か
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
こ
れ
を
受
け
つ
ぐ
の
は
、
お
そ
ら
く

二
十
年
後
の
写
生
主
義
綴
方
以
後
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
。
明
塗
二
三

年
八
月
、
小
学
校
令
の
改
正
に
よ
っ
て
教
科
書
も
改
訂
さ
れ
た
が
、
書
く
方
で

も
従
来
の
「
作
文
」
が
「
綴
方
」
に
な
っ
た
。
こ
の
改
正
に
応
じ
、
新
教
則

に
の
っ
と
っ
て
書
か
れ
た
新
教
授
法
で
あ
る
と
い
う
山
下
房
吉
著
「
国
語
科
よ

み
か
た
は
な
し
か
た
っ
づ
り
か
た
（
ｍ
３
４
６
）
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
国
語
学
的
見

地
か
ら
国
語
教
育
を
と
き
、
綴
り
方
の
目
標
と
す
る
文
体
は
、
低
学
年
は
口
語

文
、
高
学
年
は
普
通
文
と
し
、
結
局
は
両
者
を
並
行
さ
せ
る
も
の
と
考
え
て
い



る
よ
う
で
あ
る
。
綴
り
方
の
目
次
を
見
て
も
「
腫
目
、
内
容
、
記
述
法
、
文
休

用
語
…
…
」
と
な
っ
て
お
り
、
実
際
に
書
か
斗
、
一
る
も
の
も
、
文
学
的
な
文
巾
の

み
で
な
く
、
広
く
待
般
の
文
班
を
練
弼
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
保
科
孝
一
の

「
囚
語
科
教
授
法
指
針
（
ｍ
３
４
１
０
）
」
で
も
、
文
章
は
口
語
文
及
び
平
易
な
文

語
文
を
標
準
と
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
言
語
の
表
現
能
力
育

成
に
重
点
を
お
く
綴
方
指
導
の
方
法
で
あ
り
、
先
の
樋
口
説
と
で
は
、
後
に

は
、
二
大
対
立
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
「
少
年
世
界
（
博
文
館
発
行
）
」
は
、
明
治
二
八
年
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
少
年
和

手
の
綜
合
雑
誌
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
一
項
目
投
菩
欄
に
よ
っ
て
、
少
年
た
ち

の
苫
く
文
車
を
考
え
て
み
よ
う
。
小
学
生
相
手
の
投
袴
欄
で
は
、
投
稿
者
の
年

齢
は
大
休
十
五
、
六
歳
を
眼
度
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
頴
才
新
誌
で
も
こ
れ
は

守
ら
れ
て
い
た
。
少
年
世
界
は
「
投
苫
年
齢
は
満
十
五
歳
以
下
に
眼
る
」
と
閉
示

し
て
お
り
、
こ
の
原
則
は
ず
っ
と
生
き
て
い
た
。
閉
治
三
五
年
二
一
月
号
に
は

「
来
年
か
ら
本
誌
は
従
来
育
年
諸
乃
の
手
に
な
り
し
が
如
き
彼
の
空
文
を
全
廃

し
て
、
企
紙
、
巾
悉
く
天
市
一
燭
漫
修
飾
な
き
実
地
の
文
班
を
以
て
之
を
う
づ
め
、

且
つ
言
文
一
致
を
採
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。
故
に
来
年
か
ら
の
本
誌
は
決
し

て
青
年
者
の
枇
行
を
宥
し
ま
せ
ん
か
ら
、
諸
君
は
安
心
し
て
、
続
々
而
白
い
実

文
を
投
稿
し
て
下
さ
い
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
体
の
乎
情
が
わ
か
ろ

う
。
「
青
年
の
横
行
を
許
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
青
年
の
文
が
入
り
う
る

可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
特
に
年
長
者
ら
し
い
目
立
つ

　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

も
の
で
な
け
れ
ば
、
み
ん
な
同
程
度
の
文
革
力
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
呪
治
三

六
年
一
月
号
か
ら
一
：
い
文
一
致
を
採
る
と
い
う
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
編

集
者
の
考
え
方
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
少
年
た
ち
の
問
で
も
、
大
勢
は

言
文
一
致
に
傾
い
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
は
、
選
者
は
特

に
指
導
ら
し
い
こ
と
も
し
て
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
の
若
い
年
代
の
作
文
が
、

指
導
さ
れ
な
い
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
大
き
い

問
連
い
は
あ
る
ま
い
。
呪
治
三
六
年
頃
の
入
選
投
書
文
の
傾
向
を
見
る
に
、
例

外
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
休
文
革
の
展
開
構
成
等
か
ら
、
内
容
に
も
叙
述
の
方

法
に
も
工
夫
は
乏
し
く
、
．
十
分
の
実
感
も
こ
め
ら
れ
て
な
く
、
た
だ
お
粗
水
な

文
革
を
か
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
一
」
、
〕
葉
は
常
套
的
な
文
ホ
語
の
断
片
を
多
く

と
り
入
れ
、
用
語
に
も
文
詔
を
多
く
ま
じ
え
、
企
休
と
し
て
は
美
文
的
口
語
文

の
域
を
出
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
鶯
の
初
音
を
聞
く
　
庭
先
ぎ
に
打
洩
す
、
ホ
ー
ホ
ケ
キ
ヨ
の
一
声
に
、
思
は
ず

　
破
障
子
を
押
し
あ
く
る
と
、
僕
が
怠
り
を
い
さ
め
顔
の
梅
の
花
が
、
三
つ
四

　
つ
咲
ぎ
初
め
て
居
る
。
そ
れ
に
始
め
て
谷
間
か
ら
出
て
来
た
金
衣
公
子
が
、

　
上
へ
下
へ
と
飛
び
ま
わ
っ
て
、
声
も
明
ら
か
に
一
鳴
春
を
歌
っ
た
。
で
、
僕

　
は
今
一
度
と
庭
下
駄
は
い
て
慕
ひ
行
く
と
、
黄
鳥
は
中
々
お
ぢ
お
そ
れ
て
、

　
一
枚
二
枚
梅
が
枚
伝
ひ
に
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
僕
は
一
種
奇
妙
の

　
感
を
起
し
た
の
で
す
。
（
以
下
略
）
（
藤
本
義
衛
「
少
年
世
界
」
ｍ
３
６
２
１

　
号
、
二
等
賞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七



　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

こ
れ
を
見
て
も
、
用
語
の
え
ら
び
方
が
不
白
然
で
、
思
わ
せ
ぷ
り
に
か
い
て
い

る
け
れ
ど
も
実
感
が
伴
な
わ
な
い
、
そ
れ
こ
そ
「
一
租
奇
妙
」
な
文
章
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
嵯
峨
野
（
一
等
）
粛
条
た
る
嵯
峨
野
二
十
里
の
秋
は
暮
れ
た
。
落
葉
に
お
く

　
寒
露
は
既
に
霜
と
な
り
、
木
枯
も
漸
く
吹
き
荒
ん
で
野
に
悲
し
い
声
が
絶
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
な
い
。
か
さ
な
る
岩
根
を
踏
め
し
め
て
立
つ
嵐
山
の
松
、
あ
は
れ
佗
び
し
い

　
音
を
奏
で
、
そ
の
間
を
点
綴
し
た
紅
葉
木
は
、
一
雨
ご
と
に
葉
を
散
ら
し
て

　
行
く
秋
の
名
残
を
告
げ
て
い
る
。
（
京
都
市
河
原
小
汀
「
少
年
世
界
」
ｍ
４
４

　
２
１
）

こ
う
い
う
投
書
家
は
、
小
汀
・
苔
花
・
香
山
と
い
う
よ
う
な
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
書

い
て
お
り
、
文
筆
家
志
望
の
文
学
青
年
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
当
時

一
般
に
こ
う
し
た
も
の
に
熱
中
す
る
傾
向
は
広
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
い
ず
れ

に
し
て
も
当
時
の
少
年
た
ち
の
文
章
の
傾
向
は
示
し
て
い
る
と
川
心
わ
れ
る
。

　
若
ぎ
母
　
外
に
は
し
め
や
か
な
春
雨
が
柳
に
煙
っ
て
、
ボ
ー
ツ
と
霞
ん
だ
東

　
山
一
帯
か
ら
京
の
町
が
絵
の
様
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
縫
ひ
か
け
の
長
楴
件

　
を
片
す
み
に
お
し
や
っ
て
、
今
朝
届
い
た
母
様
の
お
写
し
絵
を
又
し
て
も
出

　
し
て
見
ま
し
た
。
多
い
お
ぐ
し
を
前
髪
ふ
く
よ
か
な
東
髪
に
遊
ば
し
て
、
心

　
も
ち
笑
を
ふ
く
ん
だ
こ
の
半
身
の
立
ち
姿
〃
（
以
下
略
、
京
都
府
次
井
滝
野

　
「
少
女
の
友
」
ｍ
４
４
５
１
）

女
子
の
文
章
に
な
る
と
流
暢
で
あ
る
が
、
一
層
感
傷
的
に
な
る
。
右
二
文
の
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

者
は
、
か
り
に
十
五
歳
を
越
え
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
う
大
き
い
違
い
は
あ
る

ま
い
と
思
わ
れ
、
呪
治
も
終
り
頃
に
も
な
れ
ば
、
口
語
文
も
一
応
は
書
き
こ
な

せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
み
と
め
ら
れ
よ
う
。

五
　
実
質
的
口
語
文
（
ｍ
４
３
頃
か
ら
ｔ
１
５
頃
ま
で
）

　
変
転
す
る
時
代
に
応
じ
て
知
識
を
吸
収
し
、
娯
楽
の
用
に
供
す
る
に
は
、
そ

う
長
く
同
じ
教
科
書
で
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
副
読
本
と

し
て
、
童
話
童
謡
の
類
が
次
次
と
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
も
っ
と
も
著
し
い
も
の
は
、
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
で
あ
っ
た
。
明
治
四
三
年

に
創
作
「
赤
い
船
」
を
出
し
た
小
川
未
呪
は
、
大
正
期
に
お
い
て
も
次
々
と
す

ぐ
れ
た
童
話
を
か
い
た
。
た
と
え
ば
そ
の
中
の
一
っ
「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚

（
東
京
朝
日
新
聞
ｔ
１
０
１
）
」
で
は
、
静
か
で
さ
び
し
い
月
夜
の
海
を
見
る
よ

う
な
一
種
の
気
味
わ
る
さ
の
中
に
も
、
ど
こ
か
に
し
ん
み
り
と
心
に
し
み
通
っ

て
く
る
快
さ
を
感
じ
る
よ
う
な
繊
細
な
感
覚
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
う

「
赤
い
船
」
よ
り
ず
っ
と
深
い
、
情
緒
重
視
の
文
章
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
佐
藤
春
夫
の
「
お
も
ち
ゃ
の
蜆
蠣
（
「
童
語
」
ｔ
ｕ
２
）
」
で
は

　
コ
ー
モ
リ
は
窓
か
ら
職
人
の
す
わ
っ
て
い
る
仕
事
台
の
上
ヘ
コ
ツ
ン
と
お
り

　
た
。
「
ど
う
し
た
ん
だ
い
？
」
職
人
は
や
や
心
配
し
な
が
ら
、
ま
た
い
た
わ

　
る
よ
う
に
こ
う
た
ず
ね
た
。
す
る
と
コ
ウ
モ
リ
の
い
う
の
に
は
、
　
「
天
が
高

　
う
て
の
ぼ
れ
な
い
。
」
「
そ
う
か
」
：
：
：

何
気
な
い
書
き
ぷ
り
、
に
非
常
な
お
も
し
ろ
味
が
あ
り
、
ま
じ
め
く
さ
っ
た
様



子
も
感
じ
ら
れ
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。
こ
う
し
た
豊
か
な
味
わ

い
と
い
う
点
で
は
、
「
月
の
お
宮
」
や
「
小
移
住
者
」
な
ど
と
は
非
常
に
ひ
ら

き
が
で
き
て
い
る
。

　
明
治
四
三
年
以
降
使
用
さ
れ
た
「
尋
常
小
学
読
本
一
麟
柾
糊
国
一
」
の
特
徴
は
、
〕

第
一
期
読
本
全
八
巻
を
全
二
一
巻
と
し
義
務
教
育
六
年
に
応
じ
る
も
の
と
し
、

働
文
語
と
口
語
の
割
合
は
第
一
期
第
二
期
同
じ
で
あ
る
が
五
年
六
年
に
な
る
と

口
語
が
へ
っ
て
く
る
こ
と
、
第
一
期
で
は
常
体
と
敬
体
と
を
並
行
さ
せ
て
い
る

が
、
第
二
期
で
は
巻
九
以
上
の
口
語
文
に
は
常
体
の
み
を
用
い
て
敬
体
を
と
ら

な
か
っ
た
こ
と
、
ゆ
口
語
文
の
み
に
つ
い
て
し
ら
べ
る
と
、
小
説
風
の
文
章
と

説
明
文
と
が
大
部
分
で
あ
る
。
閉
敬
体
の
中
で
は
「
で
す
」
を
用
い
る
も
の
が

多
く
な
っ
た
こ
と
、
向
小
説
風
の
も
の
は
写
生
文
と
ロ
ー
マ
ン
主
義
的
な
短
編

小
説
で
あ
り
、
説
明
文
は
数
多
い
が
、
口
語
化
も
進
ま
ず
文
章
と
し
て
も
よ
く

な
い
も
の
が
多
い
。
ゆ
第
一
期
読
本
が
文
学
趣
味
を
犠
牲
に
し
て
言
語
の
練
習

に
力
を
入
れ
た
の
に
対
し
て
で
き
る
だ
け
自
然
幽
言
語
に
近
づ
か
せ
た
。
自
然

堕
言
語
に
近
づ
け
る
と
い
う
こ
と
を
実
際
に
つ
い
て
み
る
た
め
に
、
次
に
第
一

期
と
第
二
期
の
文
章
と
を
一
、
二
く
ら
べ
て
み
た
。
創
作
童
話
の
文
章
を
と
り

あ
げ
、
第
一
期
で
は
巻
五
の
第
ニ
ハ
課
「
雷
の
お
ち
た
話
」
と
、
第
二
期
で
は

そ
の
つ
く
り
か
え
で
あ
る
巻
五
の
第
ニ
ハ
課
「
か
み
な
り
」
と
を
比
較
し
た
。

第
一
期
の
方
は
、
文
章
の
中
に
子
供
の
わ
き
見
、
い
た
ず
ら
が
よ
く
な
い
と
い

う
教
訓
的
な
意
図
が
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
学
校
教
育
と
実
用
的

　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

効
果
を
一
直
線
に
結
び
つ
け
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
期
の
方
は
、
右
の

二
点
と
も
に
表
面
に
は
出
て
い
な
い
。
こ
れ
は
第
二
期
の
方
が
一
歩
文
学
的
表

現
に
な
り
、
文
章
も
臼
然
に
な
っ
て
こ
じ
つ
け
が
す
く
な
く
な
っ
た
と
言
え

る
。
解
説
説
呪
文
の
課
で
は
、
第
一
期
巻
六
の
第
一
四
課
第
一
五
課
「
銅
と

鉄
」
と
、
第
二
期
巻
六
の
第
八
課
「
ヤ
ク
ワ
ン
ト
テ
ツ
ビ
ン
」
を
比
較
す
る

と
、
魎
の
つ
け
方
で
も
第
一
期
の
方
は
銅
と
鉄
の
性
質
を
み
よ
う
と
す
る
意
図

が
む
き
出
し
で
あ
る
の
に
、
第
二
期
の
方
は
擬
人
的
工
夫
を
一
そ
う
徹
底
さ

せ
、
「
や
か
ん
」
と
「
て
つ
び
ん
」
の
二
人
の
話
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
一

期
の
方
は
銅
器
類
対
鉄
鴉
類
の
論
戦
で
、
し
ま
い
に
は
両
者
の
代
表
同
士
が
討

論
す
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
て
、
ゴ
タ
ゴ
タ
し
て
脚
色
が
不
十
分
で
あ

る
。
又
第
一
期
の
会
話
文
は
常
体
で
か
か
れ
、
感
じ
と
し
て
喧
嘩
腰
で
あ
る

が
、
第
二
期
の
方
は
敬
体
を
用
い
や
わ
ら
か
で
ス
マ
ー
ト
で
あ
る
。
対
話
の
運

び
に
し
て
も
第
二
期
の
方
が
自
然
で
あ
る
。

　
第
三
期
国
定
読
本
で
あ
る
「
尋
常
小
学
国
語
読
本
（
巻
一
～
巻
二
一
、
ｔ
７
～

ｔ
１
２
発
行
、
ｓ
８
～
ｓ
１
３
の
間
に
第
四
期
国
定
読
本
に
移
行
）
」
は
、
構
成
主
義

的
な
従
来
の
方
針
を
す
て
、
巻
一
の
四
頁
か
ら
主
述
の
そ
ろ
っ
た
文
を
出
し
、

文
の
中
で
文
字
語
句
を
練
習
す
る
方
針
を
と
っ
た
。
巻
五
の
箪
五
課
が
、
会
話

文
の
み
で
常
体
と
敬
体
両
方
を
用
い
た
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
第
二
一
課
は
、
会

話
文
の
み
よ
り
成
る
文
章
で
常
体
を
用
い
た
は
じ
め
で
あ
り
、
第
一
九
課
は
地

の
文
に
お
い
て
常
体
を
採
用
し
た
は
じ
め
で
あ
る
。
巻
七
の
第
一
課
は
散
文
で
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近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

文
語
文
を
出
し
た
は
じ
め
で
、
以
後
で
は
文
語
文
、
口
語
敬
体
、
常
体
を
併
行

し
て
採
用
し
て
い
る
。
教
材
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
児
童
の
日
常
生
に
ふ
れ
た

も
の
、
田
園
趣
味
を
養
成
す
べ
き
も
の
、
そ
の
他
ひ
ろ
く
国
民
生
活
に
必
要

な
も
の
を
用
意
し
、
都
郡
男
女
の
ど
れ
に
も
か
た
よ
ら
な
い
よ
う
に
考
慮
し
、

第
二
期
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
生
活
作
文
、
写
生
文
も
、
第
三
期
に
は
巻
五

そ
巻
九
あ
た
り
に
多
く
入
れ
た
。
叙
述
は
変
化
に
富
み
、
よ
く
児
童
の
心
理
に

あ
っ
た
楽
し
い
も
の
に
な
っ
た
。
即
ち
、
単
語
及
び
句
、
文
の
出
し
方
が
第
二

期
よ
り
も
第
三
期
の
方
が
著
し
く
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
は
二
音
節
又

は
三
音
節
の
く
り
か
え
し
に
よ
る
も
の
、
或
い
は
母
音
調
和
に
よ
る
一
種
の
リ

ズ
ム
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
期
と
第
三
期
と
で
共
通
の
趣
材
の
課
を
く
ら
べ
る

と
、
桃
太
郎
の
説
話
で
は
、
第
二
期
は
そ
れ
と
し
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
よ
い
文
で

あ
る
が
、
第
三
期
の
方
は
、
そ
の
数
倍
も
長
く
、
会
話
も
加
え
て
興
味
深
い
美

し
い
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
「
花
さ
か
ぢ
ぢ
い
」
で
も
、
第
三
期
の
方
が
落
ち

つ
い
て
洗
練
さ
れ
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
文
章
は
内
容
に
順
応
さ
せ
て
長
さ

を
決
め
た
の
で
、
或
る
課
で
は
一
五
頁
に
わ
た
る
も
の
も
で
き
、
或
る
課
は
一

頁
に
足
り
な
い
も
の
も
で
き
た
。
全
体
の
分
量
は
低
学
年
で
は
約
三
割
を
増

し
、
高
学
年
で
は
一
割
乃
至
二
割
を
増
加
し
た
。

　
大
正
二
年
に
は
国
語
調
査
委
員
会
官
制
の
廃
止
も
あ
り
、
文
章
改
良
に
対
す

る
世
論
に
は
消
長
も
あ
っ
た
が
、
識
者
の
努
力
は
そ
れ
と
は
関
係
な
く
つ
づ
け

ら
れ
、
文
部
省
編
纂
の
「
口
語
文
用
例
集
（
ｔ
１
０
５
）
」
、
帝
国
教
育
会
編
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「
仰
麓
口
語
文
範
一
－
ｕ
・
一
一
の
刊
行
と
な
一
た
・
口
語
文
用
例
集
の
巻
末

手
引
に
「
世
問
に
は
口
語
文
と
い
ふ
名
に
囚
は
れ
て
と
か
く
面
倒
に
考
え
る
人

が
少
く
な
い
が
、
口
語
文
は
さ
う
む
づ
か
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
大
正
一
〇
年
頃
で
は
口
語
文
を
書
き
に
く
い
と
思
う
人
も
大
分
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
左
の
一
例
の
よ
う
に
、
こ
れ
の
本
文
の
如
き
は
、
現
在

に
お
い
て
も
折
目
正
し
く
要
を
得
た
立
派
な
文
章
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の

で
、
当
時
と
し
て
は
非
常
に
立
派
な
作
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
結
婚
の
披
露
　
来
る
四
月
十
七
日
（
土
曜
）
理
学
博
士
草
野
茂
殿
御
夫
婦
の

　
御
媒
均
で
清
長
男
一
太
郎
と
翠
次
女
松
子
と
緒
婚
致
さ
せ
ま
す
（
致
し
ま

　
す
）
。
就
て
は
右
御
披
露
労
粗
餐
を
差
上
げ
た
う
御
座
い
ま
す
か
ら
（
差
上

　
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
か
ら
）
、
御
多
用
中
誠
に
恐
入
り
ま
す
が
、
同
日
午
後

　
五
時
帝
国
ホ
テ
ル
ヘ
御
光
来
を
御
願
申
上
げ
ま
す
。

　
　
大
正
　
年
四
月
吉
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
　
川
　
　
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
時
　
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
　
山
　
　
翠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
花
　
子

　
追
て
御
来
否
来
る
十
三
日
ま
で
に
御
一
報
下
さ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
口
語
文
用
例
集
ｔ
１
０
５
）

「
口
語
文
範
（
前
出
）
」
は
、
祝
賀
弔
慰
以
後
私
的
文
章
の
範
囲
内
で
は
、
口

語
文
用
例
集
よ
り
は
新
し
く
や
わ
ら
か
な
感
じ
に
出
来
て
い
る
。
帝
国
教
育
会



の
決
議
に
も
と
づ
い
て
、
委
員
会
が
っ
く
っ
た
と
あ
る
が
こ
れ
も
力
作
で
あ

る
・
そ
れ
に
し
て
も
、
先
の
口
語
文
用
例
集
の
中
に
も
少
し
古
め
か
し
い
用
語

が
あ
り
、
又
こ
の
口
語
文
範
に
も
、
む
つ
か
し
い
漢
語
の
ま
じ
っ
て
い
る
も
の

が
あ
る
。
思
う
に
、
こ
の
よ
う
な
類
型
を
目
ざ
す
文
章
と
い
う
も
の
は
、
誰
に

も
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
急
速
な
改
良
は
む
つ

か
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
大
正
の
初
め
、
駒
村
徳
寿
、
五
味
義
武
は
「
写
生
を
主
と
し
た
る
綴
方
新
教

授
法
の
原
理
（
ｔ
５
９
５
）
」
で
写
生
主
義
を
唱
え
、
新
し
い
綴
方
の
あ
り
方

を
論
じ
た
。
そ
の
申
で
「
写
生
的
態
度
と
は
客
観
的
の
事
物
を
前
に
し
て
そ
の

事
物
が
記
述
者
の
感
官
を
透
し
て
、
心
情
に
映
じ
来
る
ま
ま
を
写
し
出
さ
う
と

す
る
発
表
の
状
態
に
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
い
、
「
ど
の
方
面
に
お
い

て
も
出
来
得
る
限
り
実
事
実
物
又
は
そ
れ
に
代
用
す
べ
き
絵
画
標
本
等
を
眼
前

に
し
て
、
そ
れ
を
観
察
吟
味
せ
し
め
て
文
章
記
述
の
指
導
を
す
る
か
、
若
し
く

は
写
生
的
態
度
を
と
ら
し
む
る
こ
と
を
常
に
心
掛
け
て
い
る
の
が
写
生
主
養
指

導
の
主
張
の
本
拠
で
あ
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
写
生
主
義
綴
方
運
動

の
根
底
に
は
、
当
時
の
自
然
主
義
文
学
運
動
の
影
響
が
あ
っ
た
と
従
来
考
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
峰
地
光
重
、
綴
方
教
育
発
達
史
）
。
勿
論
そ
う
で
も

あ
ろ
う
が
、
書
名
と
い
い
、
先
に
引
用
し
た
写
生
主
義
の
主
張
態
度
か
ら
み

て
・
む
し
ろ
直
撰
に
は
「
写
生
文
」
の
流
れ
を
受
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
感
官
に
映
る
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
文
章
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

よ
っ
て
、
新
し
い
綴
方
教
育
を
一
歩
前
進
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
前
後
し
て
、
同
じ
「
写
生
文
」
の
流
れ
を
汲
む
鈴
木
三
重
吉
の
「
亦

い
鳥
」
が
側
刊
（
ｔ
７
７
）
さ
れ
る
。
三
重
吉
は
、
「
綴
方
読
本
」
の
申
で
綴
方
教

育
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
Ｈ
従
来
の
綴
方
教
育
の
問
違
い
を
批
判
し
て

「
教
師
の
指
導
の
不
徹
底
が
も
と
で
児
童
の
中
に
は
、
自
己
に
直
接
経
験
の
な

い
事
柄
を
、
さ
も
、
あ
っ
た
や
う
に
空
想
で
で
っ
ち
上
げ
て
か
く
の
が
往
々
あ

る
（
二
九
六
頁
）
。
」
ま
た
「
そ
の
印
象
が
、
も
う
、
と
く
に
薄
れ
て
、
何
等

の
残
像
も
な
い
こ
と
を
、
む
り
や
り
に
こ
ね
く
っ
て
か
き
上
げ
よ
う
と
か
か
る

場
合
も
あ
る
。
…
…
空
想
的
の
製
作
と
言
っ
て
い
二
。
」
「
次
に
課
題
か
ら
未
る

弊
の
一
つ
と
し
て
、
子
供
た
ち
に
摘
象
的
な
概
念
的
記
述
を
強
い
る
無
謀
さ
で

あ
る
。
…
…
『
忍
耐
』
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
を
分
解
し
て
、
忍
耐
の
倫
理
的
、

処
世
的
価
値
を
上
げ
た
り
す
る
工
作
は
わ
れ
わ
れ
大
人
に
さ
へ
も
困
難
で
あ

る
（
二
九
六
頁
）
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
目
綴
方
の
題
材
に
っ
い
て
は
、
「
綴
方

は
生
活
の
記
録
で
あ
る
。
…
…
児
章
の
生
き
た
実
生
活
の
上
の
、
直
接
の
経
験
、

直
接
に
見
た
こ
と
聞
い
た
こ
と
、
事
実
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
か
二
せ
る
の

で
な
け
れ
ば
教
課
と
し
て
効
果
が
上
ら
ず
、
ぴ
ち
ぴ
ち
し
た
具
体
の
事
象
を
扱

は
な
け
れ
ば
牽
引
の
あ
る
、
真
実
な
作
晶
は
得
ら
れ
な
い
上
に
、
製
作
の
快
味

も
な
い
（
二
九
三
頁
）
」
と
考
え
る
。
目
記
叙
の
形
式
で
は
「
時
間
を
異
に
し

た
、
い
ろ
い
ろ
の
場
合
に
直
面
し
た
、
又
は
、
い
ろ
い
ろ
の
観
点
か
ら
見
た
、

人
物
事
象
を
綜
合
し
て
記
叙
す
る
（
二
九
六
頁
）
」
綜
合
記
叙
と
、
「
時
間
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に
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け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
事
象
、
事
件
の
推
移
を
か
い
た
（
二
九
七
頁
）
」
展
開

記
叙
と
が
あ
る
が
、
指
導
者
は
平
易
な
後
者
か
ら
は
じ
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
。
回
構
成
の
上
で
は
、
「
第
一
に
つ
な
が
り
起
っ
た
事
象
の
中
で
最
も
製

作
に
価
す
る
部
分
、
又
は
、
い
い
作
に
な
り
や
す
い
と
こ
ろ
を
え
ら
び
取
っ

て
、
そ
の
部
面
だ
け
を
拡
充
し
て
ま
と
め
る
こ
と
の
考
慮
。
第
二
に
は
、
有
機

的
関
連
の
な
い
連
続
事
象
を
、
或
る
題
意
の
も
と
に
冗
漫
に
堕
し
な
い
程
度
に

集
録
し
て
、
　
一
つ
の
作
晶
に
ま
と
め
る
考
慮
。
第
三
、
要
、
不
要
の
部
節
の
長

さ
に
っ
い
て
の
均
勢
を
考
慮
す
る
こ
と
（
三
〇
九
頁
）
。
」
を
あ
げ
る
。
伺
表
現

の
態
度
と
し
て
「
た
“
見
た
ま
ま
、
聞
い
た
ま
ま
、
考
え
た
ま
ま
を
素
直
に

書
（
童
語
と
童
謡
を
創
作
す
る
最
初
の
文
学
運
動
）
」
く
こ
と
、
「
あ
た
り
ま
え

の
言
葉
を
使
っ
て
、
そ
れ
が
伝
え
る
感
情
、
感
覚
、
理
性
が
全
体
の
フ
レ
ボ
ア

（
香
味
）
と
深
さ
と
に
な
る
よ
う
な
そ
う
い
う
意
味
の
飾
り
で
な
け
れ
ば
取
り

柄
に
は
な
り
ま
せ
ん
（
赤
い
鳥
創
刊
号
通
信
欄
）
」
と
い
い
、
内
言
葉
の
選
択

に
つ
い
て
「
児
童
が
日
常
口
で
使
っ
て
ゐ
る
言
葉
だ
け
の
使
用
と
い
ふ
こ
と
が

必
要
且
つ
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
…
…
日
常
の
口
語
と
い
つ
て
も
む
ろ
ん
、
出

来
る
だ
け
標
準
語
で
の
言
葉
づ
か
ひ
を
指
す
の
で
あ
る
。
表
出
と
し
て
は
か
二

る
日
常
用
語
の
中
か
ら
出
来
る
だ
け
単
純
で
純
感
的
空
言
葉
を
選
り
わ
け
て
使

ふ
こ
と
に
慣
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
一
二
一
頁
）
」
と
考
え
て
い
る
。
伺
こ

う
し
た
綴
方
に
対
す
る
指
導
法
と
し
て
「
鑑
賞
作
例
に
よ
っ
て
、
ど
こ
が
目
に

見
る
や
う
で
お
も
し
ろ
い
か
、
ど
こ
が
ぽ
ん
や
り
し
て
ゐ
る
か
、
ど
こ
が
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
一

が
分
ら
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
を
み
ん
な
に
言
は
せ
て
、
是
正
し
、
言
ひ
得
ざ
る

点
を
補
正
し
、
み
ん
な
の
製
作
を
も
こ
と
ご
と
く
例
に
よ
っ
て
、
い
い
と
こ
ろ

を
賞
讃
し
た
り
、
児
童
た
ち
の
批
評
を
補
足
し
た
り
す
る
（
三
〇
六
頁
）
」
の

で
あ
る
。
内
こ
う
し
て
綴
方
教
育
の
到
達
目
標
と
し
て
「
綴
方
作
品
と
し
て
の

価
値
は
、
当
面
に
は
む
ろ
ん
芸
術
的
価
値
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」
「
芸
術
的
価
値

と
は
、
そ
れ
を
実
感
的
に
か
い
た
価
値
で
あ
る
。
実
写
の
価
で
あ
る
。
こ
れ
が

綴
方
の
製
作
の
到
達
標
準
で
あ
る
（
三
〇
三
頁
）
」
と
考
え
て
い
る
。
実
際
の

作
晶
に
つ
い
て
言
と
「
一
前
略
一
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
ど
ん
く
ほ
つ
て
み
る

と
、
お
く
の
方
の
ふ
か
い
穴
に
と
て
も
で
つ
か
い
穴
が
つ
“
い
て
ゐ
て
・
そ
う

つ
と
あ
し
を
あ
げ
て
、
ま
た
の
下
か
ら
頭
を
つ
ツ
こ
ん
で
見
た
ら
、
ま
た
黒
な
、

四
か
く
ば
っ
た
も
の
が
、
下
か
ら
わ
い
て
来
る
あ
ぶ
く
の
中
に
う
ご
い
て
、
く

ろ
い
あ
し
ら
し
い
も
の
に
は
、
毛
が
は
え
て
ゐ
る
よ
う
な
ん
で
、
じ
っ
と
ほ
っ

て
よ
く
見
る
と
、
は
さ
み
ら
し
い
も
の
が
の
ぞ
い
て
ゐ
ま
す
。
　
「
か
に
だ
」
と

さ
け
ん
で
、
手
を
つ
ツ
こ
ん
で
、
ほ
り
出
す
と
、
み
え
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
か

ら
、
あ
な
を
手
で
ほ
っ
て
、
う
ん
と
で
か
く
し
て
、
は
さ
ま
れ
る
と
大
へ
ん
だ

か
ら
、
こ
う
ら
を
足
で
ふ
ん
づ
け
と
い
て
、
は
さ
み
を
と
っ
ち
ゃ
っ
て
、
や
っ

と
、
っ
か
み
出
し
ま
し
た
。
（
「
か
に
と
り
」
東
京
尋
二
男
の
一
部
、
「
赤
い
鳥
」

に
は
Ｓ
１
０
８
号
所
載
）
」
こ
れ
ら
の
例
に
つ
い
て
「
研
究
家
の
多
く
や
学
校
で
の

多
く
の
実
際
家
た
ち
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
「
叙
写
の
陰
影
」
な
る
も
の
を
間
題

に
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま
だ
嘗
て
、
か
う
い
ふ
程
度
の
深
い
叙



写
を
見
て
、
お
ど
ろ
い
た
た
め
し
が
な
い
の
で
あ
ら
う
か
（
ご
二
二
頁
）
。
」
と

い
っ
て
い
る
。
以
上
は
、
主
と
し
て
「
綴
方
読
本
（
ｓ
１
Ｏ
年
起
稿
出
版
）
」
に

よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
赤
い
鳥
」
創
刊
号
の
通
信
欄
の
文
章
を
は
じ
め
と
し

て
、
毎
号
に
の
せ
た
三
重
吉
の
批
評
文
よ
り
見
て
、
早
く
か
ら
こ
の
よ
う
な
考
え

で
指
導
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
生
活
を
自
由
に
え
が
く

綴
方
教
育
観
は
、
樋
口
勘
次
郎
よ
り
芦
田
恵
之
助
に
伝
え
ら
れ
、
当
時
す
で
に

有
力
な
思
潮
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
ど
こ
ま
で
深
く
考

え
て
よ
い
作
晶
を
つ
く
り
出
し
得
た
か
で
あ
っ
た
。
「
赤
い
鳥
」
掲
載
の
綴
り

方
を
見
る
と
、
創
刊
号
の
大
正
七
年
七
月
の
も
の
は
、
く
わ
し
く
も
突
込
ん
だ

描
写
も
な
く
、
ま
と
ま
り
の
わ
る
い
の
も
多
く
、
実
感
が
出
る
と
こ
ろ
ま
で
は

い
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
全
体
か
ら
み
て
幼
く
て
素
朴
な
感
じ
が
あ
り
、
わ

ざ
と
ら
し
さ
や
浮
き
上
っ
た
文
章
は
見
ら
れ
な
い
。

　
て
ん
か
ん
（
賞
）
　
僕
の
組
に
二
人
組
と
い
っ
て
、
二
人
の
い
た
づ
ら
者
が

　
ゐ
る
。
一
人
は
吉
田
と
い
つ
て
豆
屋
の
子
だ
。
一
人
は
斎
藤
と
い
つ
て
、
く

　
っ
屋
の
子
だ
。
吉
田
は
ず
る
く
て
、
名
代
の
お
せ
っ
か
い
で
あ
る
。
斎
藤
の

　
方
は
う
そ
つ
き
で
、
な
ま
い
き
だ
。
な
に
か
い
ふ
と
、
す
ぐ
く
つ
で
け
る
の

　
で
、
皆
か
ら
の
け
も
の
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
（
後
略
、
下
谷
根
岸
小
学
枚
六
年

　
男
女
組
大
槻
録
郎
「
赤
い
鳥
」
創
刊
号
ｔ
７
７
）

こ
れ
は
「
虚
飾
の
な
い
真
の
意
味
で
無
邪
気
で
純
朴
な
文
章
を
載
せ
た
い
」
と

い
う
、
編
集
者
の
指
導
方
針
の
結
果
で
あ
り
、
選
に
も
れ
た
も
の
は
、
選
者
が

　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

の
べ
て
い
る
通
り
言
葉
の
選
択
が
粗
雑
で
、
言
葉
の
品
位
と
色
調
に
注
意
を
払

っ
て
お
ら
ず
、
言
い
表
わ
し
方
が
下
卑
て
い
た
り
、
感
情
が
誇
張
さ
れ
て
い
た

り
、
教
訓
が
鼻
に
っ
く
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
一
般
の
綴
り
方
に
は
そ
の

よ
う
な
も
の
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
み
た
「
少
年
文

学
」
「
少
女
の
友
」
や
、
後
に
の
べ
る
「
中
学
世
界
」
の
投
書
で
も
容
易
に
想

像
の
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
点
「
赤
い
鳥
」
綴
り
方
は
ま
だ
よ
い
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
綴
り
方
も
年
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
次
第
に
分

量
も
多
く
、
実
感
を
も
ち
、
ひ
き
っ
け
ら
れ
る
よ
う
な
文
章
に
な
っ
て
行
く
の

で
あ
る
。
本
当
に
、
描
写
が
生
き
生
き
と
実
感
を
こ
め
た
も
の
に
な
る
の
は
、

そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
大
正
末
年
に
な
っ
て
も
そ
れ
程
深

い
描
写
、
強
い
実
感
を
た
た
え
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
次
の
も
の
は
大

正
一
五
年
九
月
の
「
推
奨
」
作
晶
の
一
つ
で
あ
る
が
、
右
の
事
実
を
示
し
て
い

る
。　

桶
屋
の
兄
（
推
奨
）
ち
や
う
ど
去
年
の
こ
と
だ
つ
た
。
長
ら
く
病
気
を
し
て

　
　
に
い

　
ゐ
た
兄
さ
ん
が
、
京
都
か
ら
か
へ
つ
て
ぎ
て
、
桶
屋
の
道
具
を
買
ふ
た
め
に

　
よ
そ
で
金
を
か
り
て
き
て
、
桶
屋
を
は
じ
め
た
が
間
も
な
く
京
都
へ
行
つ
て

　
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
金
は
一
銭
も
お
く
ら
な
か
つ
た
。
そ
の
上
、
手
紙
と
い

　
ふ
も
の
は
、
た
“
の
一
ぺ
ん
も
よ
こ
さ
な
い
。
父
は
「
し
や
な
い
、
ほ
つ
と

け
く
一
と
言
つ
て
ゐ
た
が
、
心
配
さ
う
な
色
が
も
ち
上
つ
て
ゐ
た
。
三
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
月
は
間
も
な
く
た
つ
た
。
（
中
略
）
兄
か
ら
ふ
い
に
葉
書
が
ぎ
た
。
「
兄
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ニ



　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
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が
、
ど
こ
か
ら
や
い
」
と
言
っ
て
見
て
ゐ
た
が
、
び
つ
く
り
し
た
や
う
に

　
「
あ
ツ
、
兄
が
ひ
ど
い
病
気
に
か
か
り
よ
つ
た
」
と
言
つ
た
。
母
が
「
ど
ん

　
な
病
気
や
い
」
と
き
く
と
「
肋
膜
」
と
言
つ
た
。
父
は
「
そ
ん
な
も
の
ほ
つ

　
と
け
」
竺
言
つ
た
。
力
松
は
「
う
ん
、
さ
う
や
」
竺
言
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
か

　
ら
二
日
た
つ
た
。
三
日
目
に
又
葉
書
が
き
た
が
、
ほ
つ
て
お
い
た
。
五
日
目

　
に
電
報
が
き
た
。
読
ん
で
み
る
と
「
キ
ト
ク
ス
グ
コ
イ
カ
ラ
ダ
ヨ
ワ
ル
」
と

　
書
い
て
あ
つ
た
。
力
松
は
少
し
弱
り
加
減
に
な
っ
て
「
あ
し
た
京
へ
行
つ
て

　
こ
う
か
」
と
言
ふ
と
、
父
が
「
う
ん
」
竺
言
つ
た
の
で
、
そ
の
日
の
五
時
蒸

　
気
に
の
る
つ
も
り
で
出
て
行
つ
た
。
　
（
以
下
略
、
滋
賀
県
百
瀬
小
学
校
尋
五

　
中
川
力
治
）

し
か
し
、
は
じ
め
か
ら
み
れ
ば
よ
ほ
ど
進
歩
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
し
て
「
中
学
世
界
」
で
み
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
指
導
す
る
も
の
の
な

か
っ
た
綴
り
方
と
は
と
て
も
比
較
に
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
だ
ん
だ
ん
洗
練
し

て
行
っ
た
も
の
の
極
致
が
、
先
に
少
し
あ
げ
た
よ
う
な
綴
方
読
本
所
収
の
作
晶

と
な
る
の
で
あ
る
。
綴
方
読
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
綴
り
方
は
、
昭
和
六
年
か

ら
一
〇
年
ま
で
の
中
の
す
ぐ
れ
た
も
の
で
、
大
正
時
代
の
綴
り
方
と
い
い
き
れ

な
い
面
も
あ
る
が
、
大
正
期
に
発
足
し
、
習
練
を
重
ね
て
き
た
「
赤
い
鳥
」
綴

り
方
は
、
後
年
あ
の
よ
う
な
見
事
な
作
品
と
な
っ
て
開
花
す
る
実
力
を
、
大
正

期
に
蓄
積
し
つ
つ
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
綴
方
読
本
所
載
の
作
晶
を
も
っ
て

大
正
期
綴
り
方
の
精
髄
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

は
す
ぐ
れ
た
指
導
者
が
得
ら
れ
て
、
特
に
芸
術
主
義
的
に
、
多
く
は
長
く
継
続

的
に
指
導
し
た
も
の
の
中
の
、
少
数
の
秀
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
同

時
代
の
別
の
指
導
者
は
異
な
っ
た
綴
り
方
を
書
か
せ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
一

般
の
多
く
の
も
の
た
ち
は
、
こ
こ
ま
で
は
書
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
し

た
が
っ
て
綴
方
作
晶
に
は
大
幅
な
へ
だ
た
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
考

え
て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
「
中
学
世
界
（
巌
谷
季
雄
編
集
」
博
文
館
発
行
）
」
は
、
旧
制
中
学
生
相
手
の

綜
合
雑
誌
と
受
験
雑
誌
を
兼
ね
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
作
文
投
稿
欄
と
し

て
の
申
学
文
壇
は
、
少
年
世
界
の
そ
れ
と
は
ほ
“
同
じ
よ
う
に
、
際
立
っ
た
性

格
と
い
う
も
の
を
出
さ
な
い
で
編
集
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
募
集
規
定
に

は
、
「
各
自
の
才
能
と
志
望
に
準
じ
、
普
通
の
作
文
実
習
を
欲
す
る
も
の
は
第

二
部
、
文
芸
創
作
に
志
す
も
の
は
第
三
部
を
選
定
す
べ
し
。
第
一
部
に
は
専
ら

初
歩
者
の
投
書
を
受
く
」
と
あ
り
、
本
稿
で
い
う
「
児
重
」
八
年
の
学
歴
で

は
、
二
年
生
ま
で
を
ふ
く
む
の
で
、
ほ
ぼ
第
一
部
投
稿
者
が
こ
れ
に
あ
た
る
も

の
と
思
え
ば
よ
か
ろ
う
。
明
治
四
四
年
七
月
号
に
、
投
稿
作
文
の
実
状
を
、
選

者
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
｝
あ
ま
り
に
単
調
、
千
篇
一
律
で
読
む
に
堪

え
な
い
く
ら
い
だ
。
そ
れ
を
略
述
す
る
と
四
「
た
ゾ
も
う
歯
の
う
く
や
う
な
恋

（
？
）
に
み
い
ら
れ
た
も
の
　
　
『
十
七
八
と
覚
え
て
、
丈
の
高
い
、
歯
の
白

い
、
す
て
き
な
美
人
』
　
『
妻
〃
（
僕
は
敢
て
妻
と
い
ふ
）
あ
ｘ
妙
さ
ん
〃
』

と
い
ふ
や
う
な
調
子
の
も
の
。
」
ゆ
「
た
“
も
う
む
や
み
に
ゆ
か
し
が
る
も
の



　
　
『
胸
の
血
が
湧
く
・
・
…
た
ま
る
も
の
で
な
い
』
１
『
あ
二
南
の
国
、
あ
二

椰
子
の
葉
蔭
』
と
い
ふ
や
う
な
調
子
の
も
の
。
」
岬
「
純
客
観
と
い
ふ
、
根
岸

派
あ
た
り
の
主
張
を
は
き
ち
が
へ
た
の
で
あ
ら
う
何
も
か
も
、
わ
け
も
な
く
、

ご
つ
た
に
し
て
な
ら
べ
立
て
た
写
生
文
、
１
１
『
猫
の
恋
に
き
ほ
う
声
が
聞
え
る

　
　
隣
の
部
屋
で
大
き
な
へ
を
し
た
や
つ
が
あ
る
－
夜
が
更
け
た
』
と
い
ふ

や
う
な
調
子
の
も
の
。
」
伺
「
む
や
み
に
悲
観
し
、
や
た
ら
に
落
塊
し
、
や
た

ら
に
煩
悶
し
、
一
途
に
死
に
た
が
り
、
罪
人
と
な
り
、
失
敗
者
と
な
り
、
不
幸

に
陥
り
、
病
床
に
寝
た
が
る
も
の
。
し
か
も
こ
れ
が
全
文
章
の
十
分
の
七
、
八

を
占
め
て
ゐ
る
の
だ
。
」
こ
れ
を
ひ
と
口
て
い
え
ば
、
型
に
は
ま
り
、
主
観
的

で
、
作
者
の
本
当
の
気
持
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
、
先
に
あ
げ
た
少
年
世
界
の
投
稿
作
文
と
は
、
素
材
に
多
少
の
違
い
は
あ
っ

て
も
、
文
体
で
は
全
く
同
じ
傾
向
で
あ
る
。

（
第
一
部
一
等
）
古
郷
の
姉
に
　
山
の
頂
だ
け
見
て
歩
く
と
云
ふ
事
が
御
座
い

　
ま
し
た
。
道
の
瞼
し
い
の
も
嬉
し
う
御
座
い
ま
し
た
。
谷
の
流
れ
を
兄
下
し

　
て
行
く
の
も
嬉
し
く
、
向
ふ
の
山
を
行
く
寸
人
、
こ
な
た
の
山
の
禿
げ
て
る

　
の
も
秋
の
心
に
は
な
つ
か
し
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
緑
の
力
な
い
の
も
稲
の
香

　
も
ふ
ざ
わ
し
う
ご
ざ
り
ま
し
た
。
（
以
下
略
、
広
島
、
山
家
芳
雄
ｍ
４
４
１
２
）

こ
れ
は
一
等
入
選
作
晶
で
あ
る
が
、
撰
者
は
、
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
気

持
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
な
い
と
い
う
の
で
、
や
む
を
得
ず
一
等
に
し
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
ほ
と
ん
ど
文
章
に
な
っ
て
い
な
い
。
第
一
全
文
を
読
ん
で
、
ど
こ

　
　
　
　
　
　
近
代
に
お
け
る
児
童
の
文
章
の
変
遷

へ
何
し
に
行
っ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
何
が
嬉
し
い
の
か
、
な
っ
か
し

い
の
か
、
少
し
も
か
か
れ
て
い
な
い
。
「
緑
の
力
な
い
一
の
は
何
な
の
か
、
「
稲

の
香
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
稲
が
ど
う
な
る
の
か
読
者
に
は
何
も
わ
か
ら
な

い
。
題
か
ら
み
る
と
姉
に
送
る
文
ら
し
い
が
、
何
を
言
い
送
ろ
う
と
し
て
い
る

の
か
も
わ
か
ら
な
い
、
「
寸
人
」
と
は
、
勝
手
に
っ
く
っ
た
こ
と
ば
ら
し
い
。

後
に
も
「
幸
多
は
一
日
で
あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
よ
う
に
落
ち
つ
か
な
い
用
語

も
あ
る
。
落
選
し
た
文
章
は
も
っ
と
よ
く
な
い
。

　
古
き
家
　
懐
か
し
き
家
　
　
そ
れ
は
自
分
の
ラ
イ
フ
を
送
つ
た
家
よ
。
青
葉

　
の
匂
ふ
丘
に
あ
つ
て
、
垣
の
黄
い
な
月
見
草
は
私
を
招
い
て
ゐ
ま
す
。
霞
ん

　
だ
朝
に
冷
や
＼
か
な
海
凪
の
澁
ぎ
る
浜
口
に
新
し
い
深
呼
吸
を
し
た
の
も
懐

　
か
し
さ
よ
。
若
い
少
年
の
こ
ろ
の
記
憶
、
そ
れ
は
古
き
家
に
あ
る
の
で
す
。

　
（
北
海
道
中
酉
未
折
ｍ
４
４
１
２
）

内
容
に
お
い
て
も
、
形
に
お
い
て
も
全
然
文
章
に
な
っ
て
い
な
い
。
他
の
も
の

を
見
て
も
大
体
似
た
り
よ
っ
た
り
で
あ
る
。
何
か
気
の
利
い
た
文
章
を
書
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
誤
ま
っ
た
文
章
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
何
年
か
つ
づ
い
た
中
学
文
壇
が
改
め
ら
れ
て
、
大

正
一
〇
年
に
は
青
年
文
壇
と
な
り
、
前
の
三
部
立
て
は
合
併
し
て
一
っ
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
全
体
を
み
る
と
、
前
程
歯
の
浮
く
よ
う
な
こ
と
ば
や
、
悲

壮
調
、
感
激
調
は
な
く
な
っ
て
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
ば
で
書
く
よ
う
に
な
っ

た
が
、
や
は
り
ひ
と
り
よ
が
り
は
改
ま
ら
な
い
。
書
く
こ
と
は
書
い
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
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が
、
平
板
で
何
の
興
味
も
わ
か
な
い
こ
と
を
ダ
ラ
ダ
ラ
書
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
選
者
は
そ
れ
を
ほ
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
に
は
ど
こ
が
よ
い
の
か
わ
か

ら
な
い
。
し
か
し
、
時
に
何
か
味
の
あ
り
そ
う
な
文
章
を
か
い
て
い
る
こ
と
も

あ
る
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
よ
さ
そ
う
な
、
少
々
詩
的
と
も
言
え
そ
う
な
文
章

を
左
に
抜
率
し
て
み
る
。
こ
れ
は
こ
の
月
の
青
年
文
壇
の
も
っ
と
も
秀
れ
た
作

と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

　
月
を
仰
ぎ
て
（
当
選
作
）
　
（
前
略
）
私
は
あ
な
た
の
光
り
に
ぬ
れ
て
ぢ
つ
と

　
考
え
こ
ん
で
ゐ
ま
す
。
こ
こ
は
町
端
れ
の
小
さ
な
畑
で
す
。
は
ち
ぎ
れ
る
程

　
み
の
つ
た
田
の
面
に
は
エ
メ
ラ
ル
ド
が
結
晶
し
た
か
の
様
に
露
が
光
り
、
遠

　
く
ほ
の
か
に
紫
色
に
か
す
ん
だ
山
が
見
え
ま
す
。
お
月
様
、
見
て
下
さ
い
。

　
光
の
底
に
横
つ
て
る
も
の
は
皆
平
和
に
休
息
し
て
ゐ
ま
す
。
今
人
間
の
群
も

　
静
か
に
月
光
の
底
に
音
も
せ
ず
ね
む
っ
て
ゐ
ま
す
。
（
後
略
）
（
高
崎
上
田
え

　
い
じ
ｔ
１
０
１
２
）

中
学
世
界
の
青
年
文
壇
の
作
晶
は
こ
の
辺
が
最
上
で
あ
る
。
ま
し
て
、
学
歴
八

年
ま
で
の
児
重
の
作
晶
と
も
な
れ
ば
、
も
っ
と
幼
稚
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
中
学
世
界
は
こ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
青
年
文
壇
を
廃
止
し
て
い

る
。
受
験
に
追
わ
れ
る
情
勢
が
い
よ
く
は
げ
し
く
な
り
、
作
文
な
ど
は
ほ
と

ん
ど
投
稿
す
る
も
の
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
あ
　
と
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ハ

　
本
稿
で
は
、
近
代
の
児
童
の
文
章
に
つ
い
て
ほ
ん
の
輪
郭
で
も
え
が
く
こ
と

が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
手
を
つ
け
て
み
る
と
や
は
り
資
料

と
時
問
の
不
足
で
極
め
て
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
脱
稿
直
後
に

作
文
関
係
の
雑
誌
約
十
五
種
類
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
れ
に
よ
る

補
強
再
考
は
次
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
尚
前
が
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
児
童
と
は
、
庶
民
の
重
要
な
構
成
部
分
で
あ
っ

て
、
い
ず
れ
は
庶
民
の
文
章
の
観
察
に
拡
げ
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
庶
民
と
は
、
杜
会
の
底
辺
に
あ
り
、
そ
の
大
多
数
を
し
め
て
い
て
、
実

際
に
杜
会
の
動
向
を
左
右
す
る
人
々
で
あ
っ
て
、
文
章
に
関
し
て
庶
民
の
嗜
好

を
知
り
そ
の
動
向
を
知
る
こ
と
は
、
結
局
社
会
の
動
向
を
見
定
め
る
こ
と
に
な

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
付
記

参
考
文
献

　
近
代
文
体
発
生
の
史
的
研
究
　
ｓ
４
０
７
３
１
　
山
本
正
秀
　
岩
波
書
店

　
教
科
書
の
文
章
（
明
治
書
院
「
講
座
現
代
語
」
第
二
巻
所
収
）
ｓ
３
９
３
１
５
　
古

田
東
朔

　
近
代
日
本
教
科
書
大
系
　
ｓ
３
８
ｕ
１
Ｏ
～
ｓ
３
９
６
２
５
　
海
後
宗
臣
　
講
談
社

資
料
収
集
に
あ
た
り
左
記
の
機
関
と
個
人
に
非
常
に
お
世
語
に
な
り
ま
し
た
。

深
く
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
東
京
大
学
法
学
部
明
治
文
庫
、
国
立
国
会
図
書
館
、
東
京
教
育
大
学
附
属
図



書
館
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
庫
、
大
阪
府
立
図
書
館
、
殊
に
酉
田
長
寿
氏

朝
倉
治
彦
氏
に
は
一
方
な
ら
ぬ
ご
指
導
を
添
う
し
ま
し
た
。
重
ね
て
御
礼
申

し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
小
稿
は
、
先
年
の
同
志
杜
大
学
研
究
員
制
度
に
よ
る
便
宜
に
よ

っ
て
、
基
礎
的
な
諸
準
備
を
と
と
の
え
る
こ
と
が
で
ぎ
た
旨
を
併
せ
し
る
し

て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
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