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︱
戦
時
下
に
お
け
る
坂
口
安
吾
の
古
典
受
容

︱

牛

窓

愛

子

私
の
一
生
は
誰
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
い
ふ
や
う
な
素
性
の
正
し
い
も
の

は
な
く
︑
そ
の
く
せ
軽
率
な
模
倣
癖
は
驚
く
ほ
ど
旺
盛
で
あ
る
か
ら
︑
そ

の
程
度
の
影
響
は
雑
多
無
数
で
キ
リ
が
な
い
︒

坂
口
安
吾
自
身
が
﹁
処
女
作
前
後
の
思
ひ
出
﹂︵﹃
早
稲
田
文
学
﹄
第
一
三
巻

第
二
号
︑
昭
和
二
一
年
三
月
︶
に
お
い
て
︑
右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
通
り
︑

安
吾
の
作
品
に
は
先
行
作
に
影
響
を
受
け
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
︒
安
吾
は

﹁
閑
山
﹂︵﹃
文
体
﹄
第
一
巻
第
二
号
︑
昭
和
一
三
年
一
二
月
︶
を
契
機
と
し
て
︑

古
典
的
世
界
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る①
が
︑﹁
閑
山
﹂
の
翌
年
に
発
表
さ
れ

た
﹁
紫
大
納
言
﹂︵﹃
文
体
﹄
第
二
巻
第
二
号
︑
昭
和
一
四
年
二
月
︶
か
ら
は
︑

古
典
の
影
響
が
色
濃
く
う
か
が
え
る
︒

同
時
代
に
お
い
て
こ
の
作
品
を
評
し
た
も
の
は
少
な
い
が
︑
井
上
友
一
郎
は

﹁
坂
口
安
吾
著
﹃
炉
辺
夜
話
集
﹄﹂︵﹃
現
代
文
学
﹄
第
四
巻
第
七
号
︑
昭
和
一
六

年
七
月
︶
に
お
い
て
︑
安
吾
が
当
時
古
典
に
興
味
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
言
及
し
つ
つ
︑
﹁
私
に
は
﹁
紫
大
納
言
﹂
が
一
等
面
白
か
つ
た
︒
︵
略
︶
坂
口

君
も
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
の
や
う
な
作
を
今
後
十
も
二
十
も
書
い
て
貰
ひ
た
い
と

ね
が
ふ
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
大
井
廣
介
は
戦
後
﹁
軍
国
調
の
色
濃
く
な

つ
て
き
た
時
期
に
﹁
紫
大
納
言
﹂
の
や
う
な
奥
ゆ
か
し
い
仕
事
を
す
る
﹂︵
﹁
戦

時
中
の
坂
口
安
吾
﹂﹃
文
学
界
﹄
第
九
巻
第
四
号
︑
昭
和
三
〇
年
四
月
︶
と
評

し
て
い
る
︒
井
上
の
古
典
へ
の
言
及
︑
大
井
の
﹁
奥
ゆ
か
し
い
﹂
と
い
う
表
現

か
ら
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
の
古
典
的
世
界
観
が
評
価
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
︒

で
は
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
に
影
響
を
与
え
た
の
は
︑
い
か
な
る
古
典
文
学
で
あ

っ
た
か
︒
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
︑﹃
今
昔
物
語
集②
﹄
﹃
近
江
縣
物
語③
﹄﹃
松
浦

宮
物
語④
﹄
な
ど
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
﹃
近
江
縣
物
語
﹄
以
外

は
︑
直
接
の
引
用
関
係
に
な
い
た
め
︑
こ
れ
ま
で
﹁
紫
大
納
言
﹂
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
特
に

｢紫
大
納
言
﹂
試
論
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﹃
松
浦
宮
物
語
﹄﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
注
目
し
︑
安
吾
が
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
お
い

て
こ
れ
ら
二
作
を
取
り
入
れ
な
が
ら
︑
ど
の
よ
う
に
独
自
の
物
語
を
創
り
出
し

た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

�

天
女
の
探
す
小
笛
を
大
納
言
が
拾
い
︑
そ
れ
を
返
さ
な
い
と
い
う
﹁
紫
大
納

言
﹂
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
︑
昔
話
の
天
人
女
房
譚
に
類
似
し
て
い
る
︒
天
人
女
房

譚
は
歴
史
的
に
も
古
く
︑
地
域
的
に
も
広
く
分
布
し
て
お
り⑤
︑
人
口
に
膾
炙
し

た
昔
話
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
︒
安
吾
の
生
ま
れ
た
新
潟
︑
中
学
時
代
か
ら

長
く
住
ん
だ
東
京
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
執
筆
の
前
年
に
住
ん
だ
京
都
に
も
天
人
女

房
譚
は
伝
わ
っ
て
お
り
︑
安
吾
が
こ
の
昔
話
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
︒

男
が
天
女
の
羽
衣
を
隠
し
︑
天
に
戻
れ
な
く
な
っ
た
天
女
を
家
に
連
れ
て
帰

っ
て
夫
婦
に
な
る
︒
生
ま
れ
た
子
供
が
羽
衣
の
隠
し
場
所
を
知
り
︑
天
女
に
教

え
る
︒
天
人
女
房
譚
は
多
少
の
地
域
差
が
あ
る
も
の
の
︑
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う

な
あ
ら
す
じ
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
お
い
て
は
︑
大
納
言

と
天
女
が
契
り
を
結
ぶ
場
面
以
後
︑
天
女
は
大
納
言
の
語
り
の
中
に
登
場
す
る

だ
け
に
留
ま
り
︑
天
人
女
房
譚
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
婚
姻
︑
出
産
︑
探
し
物
の

発
見
と
い
う
要
素
は
み
ら
れ
な
い
︒
し
た
が
っ
て
安
吾
は
︑
男
が
天
女
の
探
し

物
を
隠
し
︑
天
に
帰
れ
な
く
な
っ
た
天
女
を
家
に
連
れ
帰
る
と
い
う
︑
天
人
女

房
譚
の
話
型
を
取
り
入
れ
な
が
ら
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
を
他
の
物
語
に
作
り
か
え

て
い
る
︒

で
は
︑
天
人
女
房
譚
で
は
羽
衣
で
あ
る
天
女
の
探
し
物
が
︑
な
ぜ
﹁
紫
大
納

言
﹂
で
は
小
笛
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
か
︒
安
吾
は
﹁
か
げ
ろ
ふ
談
義

︱
菱
山
修
三
へ

︱
﹂
︵﹃
文
体
﹄
第
二
巻
第
一
号
︑
昭
和
一
四
年
一
月
︶︑

﹁
想
ひ
出
の
町
々

︱
京
都
﹂
︵
﹃
ス
タ
イ
ル
﹄
第
四
巻
第
一
号
︑
昭
和
一
四
年

一
月
︶
の
中
で
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
︒
新
津
市
文
化
振

興
財
団
編
﹃
坂
口
安
吾
蔵
書
目
録
﹄
︵
平
成
一
〇
年
八
月
︑
新
津
市
文
化
振
興

財
団
︶
を
見
る
と
︑
安
吾
の
蔵
書
の
中
に
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
は
確
認
で
き
な
い
︒

し
か
し
︑﹁
か
げ
ろ
ふ
談
義
﹂
に
お
け
る
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
説
明
が
︑
蜂
須

賀
笛
子
校
定
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
︵
昭
和
一
〇
年
一
月
二
五
日
︑
岩
波
文
庫
︶﹁
解

説
﹂
中
の
梗
概
の
文
章
に
酷
似
し
て
い
る⑥
こ
と
か
ら
︑
安
吾
が
岩
波
文
庫
版

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
を
読
ん
で
い
た
と
推
測
で
き
る
︒﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
は
︑
若
く

し
て
遣
唐
使
の
副
使
と
な
っ
た
少
将
と
二
人
の
女

︱
琴
を
か
な
で
る
華
陽
公

主
︑
簫
を
吹
く
鄧
皇
后

︱
と
の
恋
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
が
︑
﹁
紫
大
納
言
﹂

に
お
い
て
重
要
な
小
道
具
と
な
る
小
笛
は
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
影
響
を
受
け

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
中
の
天
女
の
描
写
と
︑
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
華
陽
公

主
・
鄧
皇
后
の
描
写
を
比
較
し
て
み
た
い
︒
ま
ず
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
お
け
る
大

納
言
と
天
女
の
出
会
い
で
あ
る
が
︑
天
女
の
美
し
さ
が
直
接
描
か
れ
る
の
は
︑

｢紫
大
納
言
﹂
試
論
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﹁
燈
火
の
も
と
で
︑
は
じ
め
て
︑
天
女
の
あ
り
さ
ま
︑
か
ほ
︑
か
た
ち
を
見
る

こ
と
が
で
き
た
と
き
﹂
で
あ
る
︒
大
納
言
は
灯
火
の
下
で
初
め
て
︑
天
女
の
目

覚
ま
し
い
美
し
さ
を
発
見
す
る
︒﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
お
い
て
も
︑
少
将
と
華

陽
公
主
が
楼
閣
の
外
で
出
会
う
場
面
で
︑﹁
い
て
お
は
し
ま
る
さ
ま
か
た
ち
︑

な
か
〳
〵
か
の
月
か
け
よ
り
げ
に
め
て
た
き
を
み
る
に
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
月

光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
と
き
よ
り
も
素
晴
ら
し
い
︑
華
陽
公
主
の
姿
が
描
写
さ

れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
華
陽
公
主
死
去
の
場
面
で
は
﹁
か
た
は
ら
ふ
し
た
ま
へ
る

さ
ま
︑
と
う
ろ
の
火
の
光
の
ほ
の
か
な
る
か
け
に
︑
ゝマ

マ

る
も
の
な
く
て
め
て
た

き
﹂
と
︑
燈
籠
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
比
類
無
い
美
し
さ
が
描
か
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
の
天
女
は
︑
そ
の
美
し
さ
と
同
時
に
︑﹁
不
思
議
な
香
気
﹂

﹁
伽
羅
も
及
ば
ぬ
微
妙
な
香
気
﹂﹁
天
女
の
身
に
つ
け
た
清
ら
か
な
香
気
﹂
と
︑

香
気
に
つ
い
て
の
描
写
が
印
象
的
で
あ
る
︒﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
で
も
︑
鄧
皇
后

︵
簫
の
女
︶
に
つ
い
て
︑
香
気
の
素
晴
ら
し
さ
が
多
く
描
か
れ
︑
特
に
簫
の
女

の
登
場
す
る
場
面
や
︑
少
将
が
簫
の
女
と
皇
后
を
重
ね
合
わ
せ
て
見
る
場
面
で

は
︑
必
ず
香
気
の
描
写
が
み
ら
れ
る⑦
︒

さ
ら
に
︑
鄧
皇
后
は
簫
の
女
と
し
て
少
将
の
前
に
現
れ
る
こ
と
か
ら
︑
小
笛

と
関
わ
り
が
深
く
︑
終
盤
で
は
天
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒

華
陽
公
主
も
仙
人
に
秘
曲
を
授
け
ら
れ
る
と
い
う
設
定
や
︑﹁
し
ろ
き
あ
ふ
き

の
御
か
た
は
ら
な
る
し
て
う
ち
あ
ふ
き
た
ま
へ
る
に
︑
き
む
の
こ
と
そ
ら
に
の

ほ
り
て
︑
は
る
か
に
と
ひ
さ
り
ぬ
る
﹂
と
い
う
神
通
力
に
よ
っ
て
か
︑﹁
想
ひ

出
の
町
々
﹂
で
は
天
女
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑﹁
紫
大
納
言
﹂

の
天
女
は
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
華
陽
公
主
・
鄧
皇
后
と
い
う
︑
二
人
の
女
性

の
特
徴
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
描
か
れ
た
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
︒﹁
紫
大
納
言
﹂

に
お
け
る
天
女
の
探
し
物
が
小
笛
で
あ
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
に
天
女
自
体
が

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒

し
か
し
﹁
紫
大
納
言
﹂
が
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
か
ら
受
け
た
影
響
は
︑
天
女
の

描
写
だ
け
で
は
な
い
︒
安
吾
が
﹁
か
げ
ろ
ふ
談
義
﹂
で
︑
華
陽
公
主
と
の
出
会

い
の
夜
に
つ
い
て
﹁
八
月
十
五
夜
の
こ
と
で
あ
つ
た
︒
月
に
さ
そ
は
れ
て
唐
の

都
の
郊
外
を
歩
い
て
ゐ
る
と
﹂
と
書
き
︑
﹁
想
ひ
出
の
町
々
﹂
で
は
﹁
皓
月
に

さ
そ
は
れ
て
︑
歩
い
て
ゐ
る
と
﹂
と
︑
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
も
見
ら
れ
る
﹁
皓
月
﹂

と
い
う
語
を
使
い
な
が
ら
︑
そ
の
情
景
を
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
︑
﹃
松
浦
宮

物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
物
語
全
体
を
通
し
て
月
が
多
く
描
写
さ
れ
る
︒

｢紫
大
納
言
﹂
に
お
け
る
大
納
言
と
天
女
の
出
会
い
の
場
面
を
見
て
み
る
と
︑

﹁
谷
あ
ひ
の
小
径
は
︑
そ
し
て
よ
も
の
山
々
は
︑
す
で
に
皓
月
の
下
に
く
つ
き

り
と
照
ら
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
﹂
﹁
羅
の
白
衣
を
ま
と
ふ
た
女
の
姿

が
︑
月
光
を
う
し
ろ
に
う
け
て
︑
静
か
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
﹂
と
あ
る
︒

ま
た
︑
大
納
言
が
天
女
を
山
科
の
家
に
連
れ
て
行
く
場
面
で
は
﹁
月
も
だ
い
ぶ

上
つ
た
や
う
で
す
﹂
と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
る
︒
天
女
を
几
帳
の
蔭
に
休
ま
せ

た
後
大
納
言
は
︑
﹁
静
か
な
月
の
光
を
仰
﹂
ぎ
な
が
ら
︑
こ
の
世
に
悲
し
み
と

い
う
も
の
の
あ
る
こ
と
を
初
め
て
実
感
す
る
︒
次
に
︑
大
納
言
が
袴
垂
れ
の
徒

｢紫
大
納
言
﹂
試
論
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党
に
出
会
い
︑
小
笛
を
差
し
出
す
場
面
で
は
︑﹁
日
が
暮
れ
て
︑
月
が
で
た
︒

山
の
端
に
さ
し
で
た
月
の
光
か
ら
身
を
隠
す
よ
す
が
も
な
か
つ
た
﹂
と
あ
り
︑

月
が
全
て
を
照
ら
し
出
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
暈
さ
へ
も
な
い
皓
月

を
ふ
り
仰
ぎ
な
が
ら
﹂
笛
を
奪
わ
れ
た
仕
方
な
さ
を
月
に
訴
え
︑﹁
あ
な
た
の

ふ
る
さ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
の
あ
の
清
ら
か
な
月
の
光
が
︑
す
べ
て
を
見
て
い
た

筈
で
し
た
﹂
と
天
女
に
も
言
い
訳
を
す
る
︒
最
後
に
︑
大
納
言
が
小
笛
を
取
り

戻
す
た
め
に
夜
道
に
さ
ま
よ
い
出
る
場
面
に
お
い
て
も
︑﹁
月
は
す
で
に
天
心

を
ま
は
り
︑
西
の
山
の
端
に
か
た
む
い
て
ゐ
た
﹂
と
月
の
描
写
が
あ
り
︑
物
語

中
の
時
間
の
経
過
を
表
現
し
て
い
る
︒
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
想
ひ
出
の

町
々
﹂
に
記
述
さ
れ
た
﹁
皓
月
﹂
と
い
う
語
は
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
も
見
ら
れ
︑

﹁
紫
大
納
言
﹂
に
月
が
多
く
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
着

想
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
で
は
戦
乱
の
場
面
を

除
い
て
︑
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
月
の
描
写
が
見
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
に
対
し

て
﹁
紫
大
納
言
﹂
の
月
の
描
写
は
︑
物
語
中
の
時
間
の
経
過
を
表
現
し
て
い
る
︒

ま
た
﹁
紫
大
納
言
﹂
の
﹁
皓
月
﹂
と
い
う
語
は
︑
物
語
冒
頭
で
は
﹃
松
浦
宮
物

語
﹄
と
同
じ
く
天
女
と
の
出
会
い
の
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
中
盤
︑

大
納
言
が
袴
垂
れ
の
徒
党
に
笛
を
差
し
出
し
た
後
の
場
面
で
は
︑﹁
私
は
笛
を

と
ら
れ
ま
し
た
﹂
と
弁
解
す
る
大
納
言
の
嘘
を
︑﹁
皓
月
﹂
は
あ
り
あ
り
と
証

明
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
紫
大
納
言
﹂
で
は
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
影
響

を
受
け
な
が
ら
︑
物
語
の
中
で
効
果
的
に
月
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
安
吾
は
︑
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
少
将
と
華
陽
公
主
の
恋
に
つ
い
て
︑

﹁
か
げ
ろ
ふ
談
義
﹂
で
は
岩
波
文
庫
版
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄﹁
解
説
﹂
を
参
考
に
し

な
が
ら
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

公
主
が
こ
の
世
に
生
れ
た
の
は
仙
人
の
秘
曲
を
伝
へ
る
た
め
で
︑
契
を
結

べ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
命
を
め
さ
れ
る
の
で
あ
つ
た
が
︑
命
を
か
け
て
も
あ

は
う
と
思
ふ
な
ら
ば
と
い
つ
て
︑
約
を
果
し
︑
華
陽
公
主
は
逝
去
さ
れ
た
︒

ま
た
︑﹁
想
ひ
出
の
町
々
﹂
で
は
こ
の
箇
所
が
﹁
麗
人
は
仙
人
の
秘
曲
を
人
の

世
に
伝
へ
る
た
め
に
生
れ
て
き
た
天
女
で
あ
つ
た
︒
男
に
契
れ
ば
命
を
失
ふ
定

め
で
あ
つ
た
が
︑
命
を
か
け
た
一
夜
の
恋
で
よ
か
つ
た
ら
と
契
り
を
結
ぶ
﹂
と

な
っ
て
い
る
︒
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
お
い
て
︑
契
り
を
結
ぶ
と
命
を
失
う
の
は

華
陽
公
主
で
あ
り
︑
公
主
は
少
将
と
契
を
結
ん
だ
後
に
逝
去
す
る
が
︑
こ
の

﹁
命
を
か
け
た
一
夜
の
恋
﹂
は
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
︒

命
を
か
け
て
の
恋
な
ら
ば
︑
た
と
ひ
万
死
に
価
し
て
も
︑
な
ほ
︑
一
滴
の

涙
︑
草
の
葉
の
露
の
涙
︑
く
さ
む
ら
に
す
だ
く
虫
の
は
か
な
い
あ
は
れ
み
︑

そ
れ
を
か
け
て
く
れ
る
も
の
が
︑
何
者
か
︑
あ
る
や
う
な
思
ひ
が
し
た
︒

こ
の
場
面
を
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
﹁
命
を
か
け
た
一
夜
の
恋
﹂
と
比
較
し
て
み

た
い
︒﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
で
は
少
将
と
華
陽
公
主
が
琴
を
通
し
て
対
話
し
関
係

を
築
い
た
後
︑
﹁
命
を
か
け
た
一
夜
の
恋
﹂
を
成
就
さ
せ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て

﹁
紫
大
納
言
﹂
で
は
︑
天
女
に
拒
絶
さ
れ
な
が
ら
も
﹁
命
を
か
け
て
の
恋
﹂
を
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﹂
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成
就
さ
せ
よ
う
と
一
人
決
意
し
︑
そ
こ
に
憐
れ
み
を
か
け
て
く
れ
る
も
の
の
存

在
ま
で
も
期
待
す
る
と
い
う
︑
大
納
言
の
独
り
善
が
り
な
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
は
天
女
の
描
写
だ
け
で
な
く
︑
月
を
用
い

た
物
語
の
構
成
︑
主
人
公
の
恋
物
語
と
い
う
点
に
お
い
て
も
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄

を
取
り
込
み
な
が
ら
独
自
の
物
語
を
展
開
し
て
い
る
︒

�

安
吾
は
ま
た
︑﹁
か
げ
ろ
ふ
談
義
﹂
に
お
い
て
︑﹁
作
中
人
物
も
亦
︑
恋
す
れ

ば
泣
き
︑
別
れ
て
は
泣
き
︑
嫉
妬
し
て
は
泣
き
︑
嫉
妬
の
言
ひ
訳
を
し
な
が
ら

も
泣
き
︑
む
や
み
や
た
ら
に
泣
き
す
ぎ
て
却
つ
て
が
さ
つ
で
す
ら
あ
る
ほ
ど
で

あ
り
ま
す
﹂
と
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
つ
い
て
述
べ
る
︒﹁
紫
大
納
言
﹂
に
お
い

て
も
︑
泣
く
と
い
う
表
現
の
多
さ
が
目
立
つ
が
︑
こ
れ
も
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に

影
響
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う⑧
︒
ま
ず
天
女
は
︑
大
納
言
が
小
笛
を
返
さ
ず
︑

地
上
に
引
き
留
め
よ
う
と
い
う
態
度
を
前
に
し
て
︑
恐
れ
︑
涙
を
浮
か
べ
︑
つ

い
に
は
泣
き
出
す
︒
大
納
言
が
小
笛
を
盗
賊
に
差
し
出
し
た
後
︑
天
女
の
も
と

に
た
ど
り
着
い
た
場
面
で
は
︑
怒
り
に
涙
し
て
い
る
︒
天
女
に
つ
い
て
は
︑
泣

く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
涙
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
理
由
が
あ
る

の
だ
︒
次
に
大
納
言
の
泣
く
場
面
を
見
て
み
た
い
︒
大
納
言
の
泣
く
姿
が
初
め

て
具
体
的
に
描
か
れ
る
の
は
︑
盗
賊
に
笛
を
差
し
出
し
た
後
︑
皓
月
に
向
か
っ

て
弁
解
を
す
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
あ
つ
い
涙
が
︑
頬
を
流
れ
﹂︑
天

女
の
も
と
に
た
ど
り
着
い
て
か
ら
は
﹁
う
ち
も
だ
え
︑
う
ち
ふ
し
て
︑
慟
哭

し
﹂︑
雷
の
裁
き
を
待
っ
て
は
﹁
は
ら
〳
〵
と
︑
涙
﹂
を
流
す
︒
大
納
言
は
感

情
の
赴
く
ま
ま
に
涙
を
流
し
︑
そ
の
姿
は
ま
さ
に
﹁
む
や
み
や
た
ら
に
泣
き
す

ぎ
て
却
つ
て
が
さ
つ
で
す
ら
あ
る
ほ
ど
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
小
笛
を
取
り
戻

す
た
め
に
夜
道
に
さ
ま
よ
い
出
て
以
降
︑
つ
ま
り
天
女
と
別
れ
て
以
降
︑
大
納

言
が
涙
す
る
姿
は
︑
盗
賊
の
私
刑
に
よ
る
失
神
か
ら
目
覚
め
︑
天
女
と
小
笛
に

思
い
を
馳
せ
る
一
場
面
で
し
か
見
ら
れ
な
い
︒﹁
紫
大
納
言
﹂
は
天
女
と
別
れ

て
以
降
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
影
響
を
薄
く
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し

て
本
文
で
は
︑
最
後
に
大
納
言
の
泣
く
姿
が
描
か
れ
た
直
後
﹁
と
︑
鼻
さ
き
に
︑

と
つ
ぜ
ん
物
の
気
配
を
感
じ
て
︑
大
納
言
は
て
の
ひ
ら
を
外
し
︑
そ
の
顔
を
あ

げ
た
﹂
と
い
う
一
文
に
続
い
て
︑
唐
突
に
童
子
が
登
場
す
る
︒
小
笛
を
巡
る
話

と
し
て
は
︑
当
事
者
で
あ
る
大
納
言
と
天
女
︑
小
笛
を
奪
う
盗
人
だ
け
で
完
結

で
き
る
は
ず
で
あ
り
︑
童
子
の
存
在
は
一
見
不
可
思
議
で
︑﹁
こ
の
場
面
は
︑

作
品
完
成
度
の
上
か
ら
言
え
ば
︑
や
や
マ
イ
ナ
ス
で
は
あ
る
﹂
と
も
評
さ
れ
る⑨
︒

し
か
し
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
王
朝
風
の
世
界
観
を
下
地
に
し
な
が
ら
︑
雅
や

か
な
雰
囲
気
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
た
﹁
紫
大
納
言
﹂
が
︑
童
子
登
場
の
場

面
を
機
に
︑
急
速
に
結
末
へ
向
う
こ
と
か
ら
︑
こ
の
場
面
は
重
要
な
物
語
の
転

換
点
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
に
は
袴
垂
れ
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ま
で
に

﹃
近
江
県
物
語
﹄
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
特
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に
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
着
目
す
る
と
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
は
袴
垂
れ
と
い
う
登
場

人
物
だ
け
に
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る⑩
︒﹁
紫
大
納

言
﹂
よ
り
時
代
は
下
る
が
︑
安
吾
は
﹁
土
の
中
か
ら
の
話
﹂︵
発
表
誌
未
詳⑪
︶

に
お
い
て
﹁
受
領
は
致マ

マ

る
所
に
土
を
掴
め
﹂
と
い
う
表
現
を
使
い
な
が
ら
︑

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
二
八
﹁
信
濃
守
藤
原
陳
忠
落
入
御
坂
語
第
三
十
八
﹂
の

話
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
︒
こ
の
話
は
︑
谷
に
落
ち
た
国
司
が
救
助
の
た
め
の

旅
籠
に
ま
ず
生
え
て
い
た
蕈
を
乗
せ
︑
自
身
が
救
助
さ
れ
た
後
も
︑
蕈
の
取
り

残
し
を
嘆
く
そ
の
強
欲
さ
を
笑
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
権
力
を
持
つ
人
物
が
蕈
に

触
れ
︑
笑
い
が
起
こ
る
と
い
う
点
で
︑
巻
第
二
八
第
三
八
話
と
﹁
紫
大
納
言
﹂

は
共
通
す
る
︒
こ
の
話
に
お
い
て
︑
蕈
は
人
々
の
笑
い
を
引
き
起
こ
す
契
機
と

な
っ
て
お
り
︑
主
人
公
は
笑
い
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
︒﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻

第
二
八
は
滑
稽
譚
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
︑
こ
の
巻
で
︑
蕈
の
登
場
す
る
話
は

﹁
信
濃
守
藤
原
陳
忠
落
入
御
坂
語
第
三
十
八
﹂
を
含
め
︑
五
話
掲
載
さ
れ
て
い

る⑫
︒
い
ず
れ
の
話
で
も
蕈
は
人
々
の
笑
い
を
引
き
起
こ
し
︑
主
人
公
が
笑
わ
れ

る
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
巻
第
二
八
第
三
八
話
に
お
い
て
︑
蕈
は
国
司
の
強
欲

を
表
し
て
お
り
︑
国
司
は
そ
の
強
欲
の
た
め
に
人
々
か
ら
嘲
笑
さ
れ
て
い
る
が
︑

﹁
紫
大
納
言
﹂
の
蕈
は
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
童
子
と
大
納
言
の
共
通
点
を
探
っ
て
み
る
︒
一
見
︑
子
供
で
あ
り
粗

末
な
衣
服
を
身
に
ま
と
う
童
子
と
︑
五
〇
の
齢
で
﹁
紫
大
納
言
﹂
と
い
う
名
か

ら
高
貴
な
身
分
を
う
か
が
わ
せ
る
大
納
言
は
対
照
的
に
も
思
え
る
︒
し
か
し
︑

﹁
粗
末
な
衣
服
を
身
に
ま
と
ひ
﹂
︑
﹁
髪
の
毛
は
河
童
の
や
う
に
垂
れ
下
が
つ
た
﹂

童
子
の
様
子
は
︑
盗
賊
か
ら
私
刑
を
受
け
て
衣
も
裂
け
﹁
芋
虫
﹂
の
よ
う
に
醜

い
姿
と
な
っ
た
大
納
言
の
姿
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
も
と
れ
る
だ
ろ
う
︒
さ

ら
に
﹁
ク
シ
ャ
〳
〵
と
目
鼻
の
寄
つ
た
﹂
﹁
顔
中
︑
皺
で
あ
る
﹂
老
爺
の
よ
う

な
顔
立
で
﹁
か
ら
か
ふ
や
う
な
笑
ひ
を
浮
か
べ
﹂
る
と
い
う
童
子
に
つ
い
て
の

表
現
に
注
目
し
て
み
る
と
ど
う
だ
ろ
う
︒
大
納
言
が
天
女
を
地
上
に
引
き
留
め

よ
う
と
言
い
寄
る
場
面
に
お
い
て
︑
大
納
言
に
は
﹁
不
遜
な
笑
み
を
鼻
皺
に
き

ざ
ん
だ
﹂﹁
顔
を
に
た
〳
〵
さ
せ
て
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑

こ
れ
は
童
子
の
顔
立
に
類
似
す
る
と
い
え
る
︒
大
納
言
の
五
〇
と
い
う
齢
を
考

え
る
と
︑
童
子
の
﹁
老
爺
の
や
う
﹂
な
顔
立
と
大
納
言
の
そ
れ
が
共
通
し
得
る

と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
﹁
大
納
言
の
鼻
さ
き
を
︑
二
本
の
指
で
ち
よ
い

と
つ
ま
ん
だ
﹂
か
と
思
う
と
︑
次
の
瞬
間
に
は
﹁
手
を
う
ち
︑
自
分
の
頬
を
ピ

シ
ャ
〳
〵
た
た
き
︑
彼
を
指
し
︑
大
き
な
口
を
開
い
て
﹂
笑
う
と
い
っ
た
童
子

の
﹁
予
測
し
が
た
い
素
早
さ
﹂
で
︑
大
納
言
の
身
体
に
接
触
し
よ
う
と
す
る
動

作
は
︑
大
納
言
が
天
女
を
饒
舌
に
口
説
く
際
に
︑
天
女
の
隙
を
見
て
﹁
天
女
の

頬
つ
ぺ
た
を
弾
き
さ
う
な
様
子
﹂
や
︑
﹁
食
指
を
し
や
ぶ
つ
て
︑
意
地
悪
く
︑

天
女
の
素
足
を
つ
つ
く
﹂
と
い
っ
た
動
作
に
つ
な
が
る
︒

｢紫
大
納
言
﹂
は
﹃
炉
辺
夜
話
集
﹄︵
昭
和
一
六
年
四
月
二
〇
日
︑
ス
タ
イ
ル

社
出
版
部
︶
収
録
の
際
に
︑
大
き
く
改
稿
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
改
稿
後
の
特
徴

を
見
て
み
る
と
︑
大
納
言
が
天
女
を
口
説
こ
う
と
す
る
場
面
に
お
い
て
︑
大
幅
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に
大
納
言
の
台
詞
が
加
筆
さ
れ
︑
大
納
言
が
饒
舌
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
と

同
時
に
︑
童
子
の
表
情
に
つ
い
て
は
﹁
ひ
ど
く
大
き
な
口
だ
つ
た
﹂
と
い
う
よ

う
に
︑
口
と
い
う
部
分
が
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る⑬
︒
し
た
が
っ
て
︑
改
稿
に

よ
り
強
調
さ
れ
た
童
子
の
大
き
な
口
は
︑
同
じ
く
強
調
さ
れ
た
大
納
言
の
饒
舌

を
反
映
し
て
描
か
れ
て
お
り
︑
こ
こ
に
も
大
納
言
と
童
子
の
共
通
点
が
見
ら
れ

る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
童
子
は
大
納
言
が
天
女
に
言
い
寄
る
際
の
官
能
に
酩

酊
し
た
姿
を
写
し
取
っ
た
も
の
︑
つ
ま
り
大
納
言
の
肉
欲
の
象
徴
で
あ
る
と
い

え
よ
う
︒
さ
ら
に
童
子
の
姿
が
忽
然
と
消
え
た
あ
と
に
残
っ
た
蕈
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
と
︑
こ
の
場
面
で
は
他
の
登
場
人
物
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
︑
童

子
の
消
え
た
叢
の
上
に
蕈
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
前
後
の
つ
な
が
り
か
ら
︑
蕈

は
童
子
と
同
等
の
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
後
に
起
こ
る
笑
い
声
も
童
子
と
共
通
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
紫
大
納
言
﹂
に
お
け
る
蕈
は
童
子
の
化
身
︑
つ
ま

り
大
納
言
の
肉
欲
を
象
徴
し
て
お
り
︑
大
納
言
は
童
子
に
笑
わ
れ
て
い
る
の
だ
︒

大
納
言
が
思
わ
ず
蕈
に
触
れ
よ
う
と
し
た
行
為
は
︑
童
子
が
突
然
地
下
に
吸

い
込
ま
れ
た
場
所
に
蕈
が
残
っ
た
と
い
う
現
象
の
不
思
議
さ
に
誘
わ
れ
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
蕈
が
男
根
の
象
徴
で
あ
る
と
考
え
れ
ば⑭
︑
蕈
に
触
れ

よ
う
と
す
る
と
い
う
行
為
は
︑
大
納
言
が
盗
賊
の
私
刑
に
よ
っ
て
失
っ
た
自
ら

の
肉
欲
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
た
意
識
の
現
わ
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
色
欲
の

権
化
で
あ
っ
た
大
納
言
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
失
い
︑
失
っ
た
男
根
の
象
徴

か
つ
︑
笑
い
を
引
き
起
こ
す
役
割
を
秘
め
た
蕈
に
触
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
︑

失
っ
た
肉
欲
自
体
に
嘲
笑
さ
れ
る
と
い
う
お
か
し
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
︒

こ
う
し
て
︑
か
つ
て
は
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
っ
た
肉
欲
を
写
し
取

っ
た
蕈
︑
す
な
わ
ち
童
子
の
嘲
笑
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
り
︑
大
納
言
の
価

値
は
消
失
す
る
︒
さ
ら
に
﹁
毎
夜
を
ち
こ
ち
の
女
に
通
﹂
う
こ
と
で
︑
人
と
の

繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
か
に
見
え
た
大
納
言
は
︑
天
女
に
拒
絶
さ
れ
︑
盗
賊
に

も
相
手
に
さ
れ
ず
︑
蕈
︵
童
子
︶
に
も
嘲
笑
さ
れ
る
こ
と
で
︑
﹁
紫
大
納
言
﹂

の
全
て
の
登
場
人
物
か
ら
突
き
放
さ
れ
る
︒
結
果
的
に
︑
肉
欲
と
い
う
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
も
失
い
︑
自
分
自
身
の
分
身
で
あ
る
童
子
に
さ
え
突
き
放
さ
れ
た

こ
と
で
︑
大
納
言
は
孤
独
と
絶
望
の
淵
へ
転
落
す
る
︒
大
納
言
は
物
語
に
お
け

る
存
在
価
値
を
失
い
︑
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
水
に
な
る
と
い
う
結
末
を

迎
え
る
の
だ
︒

	

昭
和
一
二
年
︑
日
中
戦
争
が
勃
発
︑
そ
の
後
昭
和
一
六
年
に
太
平
洋
戦
争
が

始
ま
る
と
︑
言
論
統
制
に
よ
っ
て
戦
争
協
力
が
文
芸
に
強
要
さ
れ
る
︒
坂
口
安

吾
を
含
む
後
の
無
頼
派
の
作
家
た
ち
は
︑
戦
中
日
本
の
古
典
や
歴
史
に
取
材
し

た
小
説
を
書
い
て
お
り
︑
奥
野
健
男
は
こ
れ
を
﹁
戦
時
下
の
鬱
屈
が
古
典
や
歴

史
や
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
向
か
わ
せ
た
﹂
た
め
で
あ
る
と
分
析
す
る⑮
︒
﹁
紫
大
納

言
﹂
も
古
典
に
影
響
を
受
け
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
中
で
古
典
作
品
に
影
響
を
受
け
た
﹁
紫
大
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納
言
﹂
が
︑
ど
の
よ
う
な
特
質
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

昭
和
一
〇
年
前
後
︑
国
粋
主
義
の
高
ま
り
を
契
機
と
し
て
︑
新
聞
や
雑
誌
で

﹁
日
本
的
な
も
の
﹂
に
関
す
る
議
論
が
起
こ
る
︒
伊
豆
公
夫
は
︑﹁
伝
統
と
古
典

の
問
題
﹂︵﹃
人
民
文
庫
﹄
第
二
巻
第
七
号
︑
昭
和
一
二
年
六
月
︶
に
お
い
て
︑

﹁
日
本
的
な
も
の
﹂
に
関
す
る
議
論
の
活
発
化
に
よ
っ
て
古
典
が
重
要
視
さ
れ

始
め
た
事
態
に
対
し
︑﹁
日
本
で
も
古
典
に
対
す
る
尊
重
が
︑
ひ
ろ
く
問
題
と

さ
れ
つ
ゝ
あ
る
の
だ
が
︑
そ
れ
が
日
本
フ
ア
シ
ズ
ム
運
動
の
文
化
形
態
に
ほ
か

な
ら
﹂
な
い
と
述
べ
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
昭
和
一
二
年
に
は
日
中
戦
争
が
勃

発
し
て
い
る
︒
こ
の
時
期
に
﹁
日
本
的
な
も
の
﹂
に
関
す
る
議
論
が
活
発
に
な

り
︑
一
部
で
古
典
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
見
ら
れ
た
の
は
︑
国
際
間
の

緊
張
が
高
ま
り
︑
国
家
で
一
体
と
な
り
戦
争
に
向
お
う
と
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の

風
潮
が
強
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
昭
和
一
〇
年
代
に
お
い
て
︑
古
典

は
日
本
人
の
結
束
を
強
め
る
た
め
の
︑
政
治
的
な
道
具
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
国
語
教
育
に
お
い
て
古
典
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
︑

国
定
国
語
教
科
書
を
参
考
に
し
な
が
ら
分
析
し
て
み
た
い
︒﹁
紫
大
納
言
﹂
が

執
筆
さ
れ
た
当
時
使
わ
れ
て
い
た
の
は
︑
第
四
期
国
定
国
語
教
科
書
で
あ
る

﹃
小
学
国
語
読
本
﹄
で
あ
っ
た
︒
井
上
敏
夫
は
﹃
国
語
教
育
史
資
料
﹄
第
二
巻

︵
昭
和
五
六
年
四
月
︑
東
京
法
令
出
版
︶
に
お
い
て
﹃
小
学
国
語
読
本
﹄
を

﹁
時
勢
が
︑
国
家
主
義
体
制
に
急
回
転
し
て
い
く
局
面
に
際
会
し
た
た
め
︵
略
︶︑

上
学
年
に
進
む
に
従
い
︑
国
粋
主
義
︑
国
民
精
神
作
興
的
方
向
に
傾
斜
し
て
い

か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
実
際
に
文
部
省
﹃
小
学
国
語
読
本

尋
常
科
用
巻
九
編
纂
趣
意
書
﹄︵
昭
和
一
二
年
六
月
一
四
日
︑
東
京
書
籍
︶
を

見
て
み
る
と
︑
巻
八
ま
で
は
教
材
に
つ
い
て
軍
国
的
な
解
釈
が
あ
ま
り
与
え
ら

れ
て
い
な
い
が
︑
巻
九
か
ら
は
﹁
編
纂
上
特
に
注
意
し
た
点
﹂
と
い
う
章
が
設

け
ら
れ
︑
軍
国
主
義
の
風
潮
の
下
︑
児
童
の
愛
国
心
を
育
て
る
た
め
に
教
科
書

が
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
意
図
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
も

登
場
す
る
﹁
袴
垂
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
巻
九
の
﹁
編
纂
上
特
に
注
意
し
た

点
﹂
に
は
︑
説
話
教
材
に
つ
い
て
﹁
武
士
的
精
神
︑
軍
人
的
精
神
に
中
心
を
置

き
︑︵
略
︶
以
て
児
童
の
英
雄
崇
拝
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
を
期
し
た
﹂
と
あ
る
︒

続
い
て
使
用
さ
れ
る
巻
一
〇
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

説
話
教
材
は
︑
︵
略
︶
国
民
的
偉
人
の
発
揮
し
た
崇
高
な
精
神
・
優
美
典

雅
な
性
情
・
創
作
的
苦
心
︑
其
の
他
国
民
性
の
種
々
相
に
亘
る
こ
と
を
期

し
た
︒
さ
う
し
て
是
等
説
話
教
材
の
精
神
は
︑
︵
略
︶
国
民
精
神
の
諸
相

を
具
現
し
︑
以
て
本
巻
の
主
題
た
る
観
を
な
し
て
い
る
︒

こ
こ
か
ら
説
話
は
児
童
の
﹁
国
民
精
神
﹂
を
培
う
た
め
の
教
材
で
あ
っ
た
こ
と

が
分
か
る
︒
ま
た
︑
東
京
府
青
山
師
範
学
校
国
語
漢
文
研
究
会
﹃
新
制
小
学
国

語
読
本
出
典
文
抄
下
巻
﹄
︵
昭
和
一
四
年
一
月
三
一
日
︑
子
文
書
房
︶
に
は

﹃
小
学
国
語
読
本
﹄
の
特
性
に
つ
い
て
︑
﹁
我
が
民
族
の
独
自
性
を
表
現
し
た
る

神
話
︑
伝
説
︑
童
話
等
の
文
学
的
教
材
が
多
く
採
択
せ
ら
れ
て
﹂
お
り
︑
﹁
学
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童
の
心
性
を
日
本
的
に
統
治
し
︑
皇
国
的
に
錬
成
す
る
上
に
至
大
の
価
値
を
持

つ
て
居
る
﹂
と
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
国
語
教
育
に
お
い
て
古
典
は
忠
実

な
皇
国
民
を
育
成
し
︑
戦
争
に
向
わ
せ
る
た
め
の
政
治
的
な
手
段
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒

で
は
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は

ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
全
体
の
特

徴
に
つ
い
て
︑
藤
田
徳
太
郎
は
﹃
続
民
族
文
学
の
歴
史
﹄︵
昭
和
一
七
年
二
月

一
一
日
︑
愛
国
新
聞
社
出
版
部
︶
に
お
い
て
﹁
豪
毅
で
朴
訥
﹂
で
あ
る
﹁
日
本

的
な
国
民
の
生
活
を
描
き
出
し
た
﹂︑﹁
民
衆
社
会
の
力
に
満
ち
た
文
学
﹂
で
あ

る
と
述
べ
る
︒
ま
た
︑﹁
袴
垂
﹂
の
よ
う
な
剛
健
な
武
士
の
話
が
多
く
登
場
す

る
こ
と
や
︑
日
本
全
国
の
物
語
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
︑﹁
健
康

的
な
︑
同
時
に
明
朗
な
︑
力
強
い
国
民
生
活
の
息
吹
﹂
が
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に

感
じ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
︒
藤
田
は
当
時
の
社
会
と
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
関
係

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
が
︑
フ
ァ
シ
ズ
ム
下
で
戦
争
に
向
う
時
代
の
中
︑

昔
の
力
強
い
日
本
の
民
衆
を
描
き
出
し
た
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
は
︑
国
粋
主
義
を

高
め
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

さ
ら
に
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
お
い
て
重
要
な
︑
童
子
が
登
場
す
る
場
面
に
影
響

を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
巻
第
二
八
に
つ
い
て
の
研
究
を
見
て
み
る
︒
ま
ず
︑

芳
賀
矢
一
は
﹃
攷
証
今
昔
物
語
集
﹄
上
巻
︵
大
正
二
年
六
月
一
六
日
︑
冨
山

房
︶
で
巻
第
二
八
に
つ
い
て
﹁
主
と
し
て
滑
稽
譚
﹂
と
だ
け
述
べ
︑
坂
井
衡
平

は
﹃
今
昔
物
語
集
の
新
研
究
﹄
︵
大
正
一
二
年
三
月
一
〇
日
︑
誠
之
堂
書
店
︶

に
お
い
て
﹁
滑
稽
譚
﹂
と
し
た
上
で
﹁
妙
筆
往
々
快
哉
を
呼
ば
し
む
る
も
の
多

し
﹂
と
簡
単
に
巻
第
二
八
の
印
象
だ
け
を
述
べ
る
︒
こ
れ
ら
の
研
究
は
大
正
時

代
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
︑
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
も
﹃
今
昔
物
語

集
﹄
研
究
の
基
礎
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
﹁
紫
大
納
言
﹂
と
同
時
代

に
お
い
て
︑
巻
第
二
八
の
各
話
ま
で
詳
細
に
研
究
し
た
も
の
に
は
︑
片
寄
正
義

﹃
今
昔
物
語
論
集
﹄︵
昭
和
一
九
年
三
月
二
五
日
︑
三
省
堂
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

片
寄
は
巻
第
二
八
の
各
話
を
大
ま
か
に
分
析
し
た
上
で
﹁
今
昔
物
語
集
巻
廿
八

の
滑
稽
譚
は
︑
当
時
の
一
般
庶
人
の
偽
ら
ざ
る
生
活
の
一
面
を
現
は
す
も
の
で
︑

そ
こ
に
は
人
間
の
慰
安
が
あ
り
︑
休
息
が
あ
る
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
し
か

し
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
お
い
て
︑
童
子
登
場
の
場
面
で
は
蕈
が
笑
い
を
引
き
起
こ

す
き
っ
か
け
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
︑
こ
こ
で
の
笑
い
は
﹁
人
間
の
慰

安
﹂
や
﹁
休
息
﹂
を
表
わ
す
た
め
に
利
用
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
当
時
﹃
今
昔
物

語
集
﹄
は
民
族
性
や
﹁
人
間
の
慰
安
﹂﹁
休
息
﹂
を
描
い
た
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
た
が
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
の
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
を
利
用
し
た
笑
い
は
︑

大
納
言
が
孤
独
と
絶
望
の
淵
へ
追
い
や
ら
れ
︑
水
に
な
る
と
い
う
結
末
を
導
く

手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
﹁
茶
番
に
寄
せ
て
﹂︵﹃
文
体
﹄
第

二
巻
第
四
号
︑
昭
和
一
四
年
四
月
︶
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
﹁
合
理
精
神
の
休

息
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
不
合
理
や
矛
盾
の
肯
定
﹂
を
笑
い
の
中
に
見
出
そ
う
と
す

る
安
吾
の
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
︒

｢紫
大
納
言
﹂
試
論
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蜂
須
賀
笛
子
﹁
解
説
﹂
に
よ
る
と
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
成
立
は
鎌
倉
初
期

で
あ
り
﹁
王
朝
の
趣
味
偏
重
時
代
の
な
ご
り
と
も
見
ら
れ
る
や
う
な
︑
多
情
的

な
物
語
﹂
で
あ
り
な
が
ら
﹁
半
ば
軍
記
物
の
様
体
を
持
﹂
つ
と
評
さ
れ
て
い
る
︒

確
か
に
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
は
古
き
良
き
時
代
の
名
残
を
惜
し
ん
だ
王
朝
文
学
風

の
物
語
を
展
開
し
て
い
る
が
︑
途
中
唐
王
朝
の
戦
乱
の
話
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
︑

当
時
の
武
家
社
会
を
反
映
し
た
軍
記
物
と
し
て
の
展
開
を
も
見
せ
て
い
る
︒
し

か
し
︑﹁
想
ひ
出
の
町
々
﹂﹁
か
げ
ろ
ふ
談
義
﹂
で
は
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
戦
乱

の
話
に
全
く
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
か
ら
も
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄

の
軍
記
物
的
側
面
か
ら
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
の
代
わ
り
に

安
吾
は
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
か
ら
笑
い
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

物
語
の
雅
な
雰
囲
気
を
変
化
さ
せ
て
い
る
︒

大
納
言
を
死
に
追
い
や
る
だ
け
で
あ
れ
ば
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
戦
乱
の
話

に
も
繋
が
る
よ
う
な
︑
袴
垂
れ
の
徒
党
の
武
力
や
暴
力
の
み
を
用
い
れ
ば
よ
い

の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
大
納
言
が
孤
独
と
絶
望
の
淵
に
転
落
し
︑
水
に
な
る

と
い
う
結
末
を
描
く
た
め
に
︑
安
吾
は
笑
い
を
用
い
た
︒
安
吾
は
﹁
茶
番
に
寄

せ
て
﹂
で
﹁
道
化
の
本
来
は
合
理
精
神
の
休
息
だ
﹂
と
述
べ
る
が
︑﹁
紫
大
納

言
﹂
は
童
子
登
場
の
場
面
で
発
せ
ら
れ
た
笑
い
を
契
機
と
し
て
︑
大
納
言
の
恋

は
実
ら
ず
︑
笛
の
あ
り
か
も
分
か
ら
ず
︑
天
女
の
そ
の
後
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
︑

大
納
言
が
水
に
消
え
る
と
い
う
結
末
へ
と
収
束
す
る
︒
笑
い
が
こ
の
﹁
不
合

理
﹂
な
結
末
を
導
く
と
い
う
点
で
︑
﹁
紫
大
納
言
﹂
は
道
化
の
物
語
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
さ
ら
に
安
吾
は
﹁
道
化
の
作
者
は
誰
に
贔
負
も
同
情

も
し
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
道
化
の
物
語
で
あ
る
﹁
紫
大
納
言
﹂
に
お
い
て

語
り
手
は
︑
確
か
に
す
べ
て
の
登
場
人
物
に
﹁
贔
負
も
同
情
も
し
﹂
て
い
な
い
︒

語
り
手
が
主
人
公
で
あ
る
大
納
言
に
対
し
て
も
︑
終
始
一
定
の
距
離
を
取
り
続

け
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
は
人
々
と
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
か
に

見
え
た
大
納
言
の
孤
独
と
絶
望
へ
の
転
落
を
冷
静
に
描
き
出
し
︑
水
に
な
る
こ

と
で
大
納
言
が
消
失
す
る
と
共
に
物
語
が
収
束
す
る
と
い
う
結
末
を
導
い
て
い

る
︒ま

た
﹁
か
げ
ろ
ふ
談
義
﹂
で
安
吾
は
︑﹁
紫
大
納
言
﹂
に
影
響
を
与
え
た

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
最
古
写
本
が
︑
後
光
厳
院
の
宸
翰
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
言
及
し
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

殺
伐
な
時
代
の
︑
決
し
て
御
満
足
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
と
は
思
は
れ
な
い

日
々
︑
手
写
す
る
ほ
ど
も
こ
の
や
う
な
物
語
を
愛
さ
れ
た
高
貴
な
人
の
手

を
思
ひ
︑
人
の
い
の
ち
に
宿
る
物
語
の
な
ぜ
か
遥
か
な
悲
し
さ
に
︑
し
ば

ら
く
感
慨
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
で
し
た
︒

安
吾
は
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
に
つ
い
て
﹁
激
し
い
恋
物
語
を
述
べ
な
が
ら
︑
恋
愛

を
仇
心
と
み
︑
頻
り
に
道
徳
的
な
批
難
を
怖
れ
て
言
ひ
訳
を
述
べ
て
ゐ
た
り
し

て
︑
文
学
と
し
て
は
調
子
の
低
い
も
の
﹂﹁
む
や
み
や
た
ら
に
泣
き
す
ぎ
て
却
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﹂
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つ
て
が
さ
つ
で
す
ら
あ
る
﹂
と
も
述
べ
る
︒
安
吾
は
﹁
想
ひ
出
の
町
々
﹂
で
は

﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
を
﹁
王
朝
の
夢
﹂
と
表
現
し
な
が
ら
︑﹁
か
げ
ろ
ふ
談
義
﹂
で

は
そ
の
﹁
文
学
と
し
て
の
調
子
の
低
さ
﹂
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
殺

伐
な
時
代
﹂
に
お
い
て
︑
た
だ
美
し
く
も
激
し
い
恋
物
語
を
愛
す
る
の
で
は
な

く
︑
か
え
っ
て
﹁
文
学
と
し
て
は
調
子
の
低
い
も
の
﹂
を
愛
し
た
﹁
人
の
い
の

ち
に
宿
る
物
語
の
な
ぜ
か
遥
か
な
悲
し
さ
﹂
に
安
吾
は
感
銘
を
受
け
て
い
る
の

だ
︒安

吾
は
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
軍
記
物
的
な
側
面
で
な
く
︑
王
朝
風
な
物
語
の

中
に
﹁
人
の
い
の
ち
に
宿
る
物
語
の
な
ぜ
か
遥
か
な
悲
し
さ
﹂
を
見
出
し
︑
大

納
言
が
孤
独
と
絶
望
の
淵
へ
転
落
し
︑
水
に
な
る
と
い
う
結
末
を
導
く
上
で

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
か
ら
﹁
力
﹂
で
は
な
く
﹁
笑
い
﹂
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
︒

安
吾
は
﹁
か
げ
ろ
ふ
談
義
﹂
で
﹁
人
々
の
﹁
い
の
ち
﹂
と
な
る
や
う
な
物
語
を
︑

僕
は
書
き
残
し
て
お
き
た
い
﹂
と
述
べ
︑﹃
炉
辺
夜
話
集
﹄﹁
後
記
﹂
で
は
﹁
こ

れ
を
読
ん
だ
人
々
の
生
活
の
な
か
に
残
つ
て
く
れ
れ
ば
幸
福
だ
と
考
へ
て
ゐ
ま

す
﹂
と
語
る
︒﹁
私
の
や
う
な
未
熟
者
が
︑
ま
だ
︑
そ
の
や
う
に
す
ぐ
れ
た
仕

事
を
残
し
う
る
道
理
が
な
い
﹂︵﹁
後
記
﹂︶
と
も
安
吾
は
述
べ
て
い
る
が
︑﹃
炉

辺
夜
話
集
﹄
の
中
の
一
話
で
あ
る
﹁
紫
大
納
言
﹂
が
右
記
の
よ
う
な
心
持
ち
で

書
か
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
︒
安
吾
は
戦
時
下
と
い
う
﹁
殺
伐
な
時
代
﹂

に
︑
鎌
倉
初
期
と
い
う
不
安
定
な
時
代
に
成
立
し
﹁
殺
伐
な
時
代
﹂
に
も
手
写

さ
れ
た
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
を
取
り
上
げ
た
︒
ま
た
︑
国
粋
主
義
の
中
で
当
時
あ

ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
笑
い
の
要
素
に
焦
点
を
当

て
︑
作
品
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
の
二
作
を
下
地
に
︑
﹁
人
々

の
﹁
い
の
ち
﹂
と
な
る
や
う
な
﹂
物
語
と
し
て
﹁
紫
大
納
言
﹂
を
書
き
残
そ
う

と
し
た
の
だ
︒

注①

関
井
光
男
﹁
伝
記
的
年
譜
﹂︵
﹃
定
本
坂
口
安
吾
全
集
﹄
第
一
三
巻
︑
昭
和
四
六
年

一
二
月
二
五
日
︑
冬
樹
社
︶
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

｢閑
山
﹂
を
三
好
達
治
主
宰
の
﹃
文
体
﹄︵
ス
タ
イ
ル
社
︶
に
発
表
︒
こ
の
作
品

を
契
機
に
日
本
の
古
典
的
世
界
に
興
味
を
寄
せ
︑
﹃
松
浦
宮
物
語
﹄﹃
竹
取
物

語
﹄﹃
伊
勢
物
語
﹄
な
ど
を
耽
読
︒
次
第
に
説
話
の
世
界
に
目
を
向
け
る
よ
う

に
な
っ
た
︒

②

浅
子
逸
男
﹁
﹁
紫
大
納
言
﹂
論

︱
坂
口
安
吾
の
世
界

︱
﹂︵﹃
都
大
論
究
﹄
第

二
一
巻
︑
昭
和
五
九
年
三
月
︶︑
和
田
博
文
﹁
坂
口
安
吾
﹃
紫
大
納
言
﹄
と
説
話
文

学
﹂︵﹃
国
文
学
論
集
﹄
鈴
木
弘
道
教
授
退
任
記
念
号
︑
昭
和
六
〇
年
三
月
︶

③

関
井
光
男
﹁
坂
口
安
吾
﹃
紫
大
納
言
﹄

︱
あ
る
い
は
古
典
文
学
の
転
義

︱
﹂

︵﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹄
第
五
七
巻
第
一
〇
号
︑
平
成
四
年
一
〇
月
︶

④

三
品
理
絵
﹁﹁
紫
大
納
言
﹂

︱
悪
戦
苦
闘
と
し
て
の
文
学

︱
﹂︵﹃
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹄
第
七
一
巻
第
一
一
号
︑
平
成
一
八
年
一
一
月
︶

⑤

関
敬
吾
﹃
民
俗
民
芸
双
書

昔
話
と
笑
話
﹄
︵
昭
和
四
一
年
八
月
三
一
日
︑
岩
崎

美
術
社
︶

⑥

こ
の
こ
と
か
ら
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
引
用
は
岩
波
文
庫
版
に
よ
る
︒

⑦

﹁
そ
こ
は
か
と
な
く
に
ほ
ひ
つ
る
か
ほ
り
の
︑
な
つ
か
し
う
身
に
し
む
こ
と
﹂﹁
よ

に
た
く
ひ
な
き
御
そ
の
に
ほ
ひ
﹂﹁
い
つ
れ
の
ち
ん
た
む
と
も
わ
か
れ
ぬ
御
に
ほ
ひ
﹂

｢紫
大
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な
ど
︒

⑧

三
品
︵
前
掲
︶
は
︑﹃
松
浦
宮
物
語
﹄
の
登
場
人
物
の
﹁
む
や
み
や
た
ら
に
泣
き

す
ぎ
て
却
つ
て
が
さ
つ
で
す
ら
あ
る
﹂
様
子
が
︑
改
稿
前
の
大
納
言
の
人
物
造
型
と

重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
本
稿
で
は
改
稿
後
に
も
重
な
り
う
る
と
考
え
る
︒

⑨

花
田
俊
典
﹁﹁
ふ
る
さ
と
﹂
へ
の
回
帰

︱
坂
口
安
吾
﹁
紫
大
納
言
﹂
の
世
界

︱
﹂︵﹃
近
代
文
学
論
集
﹄
第
三
巻
︑
昭
和
五
二
年
一
月
︶

⑩

和
田
︵
前
掲
︶
は
︑
童
子
登
場
の
場
面
に
お
い
て
﹁
安
吾
は
︑
中
古
中
世
説
話
文

学
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
童
子
︵
天
童
︶
を
踏
ま
え
︑
そ
れ
を
裏
返
し
て
︑
場
面
の

骨
格
を
形
成
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る
︒

⑪

﹃
坂
口
安
吾
全
集
03
﹄﹁
解
題
﹂
に
よ
る
と
︑
初
収
﹃
道
鏡
﹄︵
昭
和
二
二
年
一
〇

月
二
五
日
︑
八
雲
書
店
︶
の
本
文
末
尾
に
は
︑
執
筆
年
が
﹁
昭
和
二
〇
年
﹂
と
記
さ

れ
て
い
る
︒

⑫

僧
が
葬
儀
料
目
当
て
に
平
茸
を
食
べ
て
中
毒
で
死
の
う
と
す
る
が
失
敗
す
る
﹁
左

大
臣
御
読
経
所
僧
酔
茸
死
語
第
十
七
﹂︑
次
席
の
僧
が
主
席
の
僧
に
毒
蕈
を
食
べ
さ

せ
て
殺
害
を
謀
る
が
失
敗
す
る
﹁
金
峰
山
別
当
食
毒
茸
不
酔
語
第
十
八
﹂︑
毒
蕈
の

中
毒
に
苦
し
む
僧
に
導
師
が
し
ゃ
れ
の
き
い
た
読
経
を
し
て
皆
を
笑
わ
せ
る
﹁
比
叡

山
横
川
僧
酔
茸
誦
経
語
第
十
九
﹂︑
舞
茸
を
食
べ
た
尼
と
木
こ
り
が
︑
山
中
を
踊
り

舞
い
狂
う
﹁
尼
共
入
山
食
茸
舞
語
第
二
十
八
﹂
が
残
り
の
四
話
で
あ
る
︒

⑬

三
品
︵
前
掲
︶
は
改
稿
に
つ
い
て
﹁
大
納
言
は
饒
舌
か
つ
多
弁
で
︑
大
仰
な
人
物

と
し
て
描
か
れ
て
﹂
い
る
と
述
べ
︑
ま
た
大
き
な
口
は
﹁
Ｂ
版
の
童
子
に
の
み
強
調

さ
れ
る
特
徴
﹂
で
あ
る
と
指
摘
す
る
︒

⑭

童
子
︵
蕈
︶
と
男
根
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
加
瀬
健
治
﹁﹁
絶
対
の
孤
独
﹂
と
説

話
体

︱
坂
口
安
吾
﹁
紫
大
納
言
﹂
論
﹂︵﹃
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
﹄
第
二
六
巻

第
四
号
︑
平
成
七
年
四
月
︶︑
菅
本
康
之
﹁
歴
史
と
ア
レ
ゴ
リ
ー

︱
﹁
紫
大
納
言
﹂

の
政
治
的
読
解

︱
﹂︵﹃
坂
口
安
吾
論
集
﹄
第
一
巻
︑
平
成
一
四
年
九
月
︶
に
詳
し

く
指
摘
さ
れ
る
︒

⑮

奥
野
健
男
﹁
文
学
に
お
け
る
無
頼
と
は
何
か

︱
無
頼
派
を
中
心
に

︱
﹂
︵﹃
国

文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄
第
一
五
巻
第
一
号
︑
昭
和
四
五
年
一
月
︶

＊
坂
口
安
吾
の
作
品
の
引
用
は
﹃
坂
口
安
吾
全
集
﹄
全
一
七
巻
・
別
巻
︵
平
成
一
一
年

五
月
二
〇
日
～
同
二
四
年
一
二
月
一
〇
日
︑
筑
摩
書
房
︶
に
拠
る
︒
引
用
に
際
し
て
︑

旧
字
は
全
て
新
字
に
改
め
︑
振
り
仮
名
は
適
宜
省
略
し
た
︒

｢紫
大
納
言
﹂
試
論

一
〇
三


