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一
、
本
日
お
話
す
る
内
容
の
要
点

　

た
だ
い
ま
御
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
遠
藤
と
申
し
ま
す
。
専
門
は
漢

文
学
で
、
特
に
唐
代
の
詩
や
散
文
、
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
日
本
漢

詩
を
中
心
に
研
究
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
特
に
中
心
的
に
研
究
し
て

い
る
の
は
、
李
賀
と
い
う
唐
代
の
詩
人
で
す
。
二
十
七
歳
で
亡
く
な
っ
た

夭
折
の
詩
人
で
あ
り
、
幻
想
的
な
作
風
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
日
は
こ

の
李
賀
の
詩
に
つ
い
て
お
話
を
し
よ
う
か
と
も
思
っ
た
の
で
す
が
、
断
念

い
た
し
ま
し
た
。
理
由
は
単
純
で
、
李
賀
の
詩
は
難
解
で
あ
り
、
か
つ
長

編
が
多
く
、
限
ら
れ
た
時
間
内
で
そ
の
魅
力
を
十
分
に
お
伝
え
す
る
の
は

私
の
手
に
余
る
と
感
じ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
本
日
は
、
よ
り
幅
広
く
「
漢

詩
の
読
み
方
」
に
つ
い
て
お
話
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
日
お
話
す
る
内
容
の
要
点
は
、
以
下
の
二
点
で
す
。

　

①
漢
詩
を
読
む
と
き
、
二
つ
の
項
目
（
二
つ
の
異
な
る
解
釈
や
、
原
因
と

結
果
な
ど
）
を
対
立
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
そ
の
対
立
が
時
に
は
ノ
イ

ズ
と
な
っ
て
鑑
賞
を
妨
げ
る
。

②
漢
詩
を
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
読
も
う
。

　

①
に
関
連
し
て
、「
二
項
対
立
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
本
日
の
演
題
に

含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
が
ど
う
と
か
、
脱
構
築
が
ど

う
と
か
、
そ
の
よ
う
な
小
難
し
い
話
は
特
に
い
た
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
い

う
「
二
項
対
立
」
と
い
う
の
は
、「
二
つ
の
概
念
が
対
立
や
矛
盾
の
関
係

に
あ
る
こ
と（
１
）」

位
の
辞
書
的
な
意
味
に
と
ら
え
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

な
お
、①
で
述
べ
た
「
二
つ
の
異
な
る
解
釈
」
の
対
立
は
、辞
書
的
な
「
二

項
対
立
」
の
意
味
と
も
や
や
ズ
レ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
含
め
て

取
り
扱
う
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
自
分
の
ゼ
ミ
の
学
生
に
発
表
さ
せ
た
り
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
た
り

〈
講
演
〉

ノ
イ
ズ
と
し
て
の
二
項
対
立

─
─
漢
詩
を
も
っ
と
自
由
に
読
む
た
め
に
─
─

遠
藤　

星
希
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ノイズとしての二項対立

す
る
際
に
、
必
ず
義
務
づ
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
が
担

当
す
る
作
品
（
主
に
漢
詩
）
の
既
存
の
日
本
語
訳
を
な
る
べ
く
多
く
集
め
、

そ
れ
ら
を
比
べ
て
解
釈
が
異
な
る
箇
所
を
見
つ
け
る
こ
と
、
及
び
そ
の
解

釈
の
違
い
に
つ
い
て
、
論
拠
を
挙
げ
な
が
ら
自
身
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と

で
す
。

　

課
題
を
出
す
た
び
に
、
学
生
の
皆
さ
ん
は
指
示
ど
お
り
に
既
存
の
訳
を

集
め
、
解
釈
の
違
い
を
発
見
し
て
く
れ
る
の
で
す
が
、
た
だ
多
く
の
場
合
、

そ
こ
か
ら
学
生
は
「
さ
て
、
こ
の
〇
種
類
の
解
釈
の
ど
れ
が
正
し
い
の
で

あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
題
の
立
て
方
を
し
ま
す
。
正
解
を
決
め
な
い
と
、

ど
う
も
落
ち
着
か
な
い
よ
う
な
の
で
す
ね
。
ゼ
ミ
の
授
業
の
最
後
に
提
出

し
て
も
ら
う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
に
も
、「
今
日
の
漢
詩
は
、
結
局

ど
の
解
釈
が
正
し
い
の
か
分
か
ら
ず
、
混
乱
し
た
」
と
い
う
類
の
コ
メ
ン

ト
が
し
ば
し
ば
紛
れ
こ
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
た
び
に
、
私
は
ゼ
ミ
生
に
次

の
よ
う
に
伝
え
ま
す
。「
正
し
い
解
釈
と
い
う
も
の
に
拘こ
だ
わら
な
い
で
ほ
し

い
。
間
違
っ
た
解
釈
は
確
か
に
存
在
す
る
。
引
用
や
典
故
を
見
逃
し
て
い

た
り
、
そ
も
そ
も
言
葉
の
意
味
を
は
き
違
え
て
い
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は

間
違
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
、
唯
一
の
正
し
い
解
釈
と
い
う
も
の
は
存

在
し
な
い
。
解
釈
の
違
い
を
対
立
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
ノ
イ
ズ
が
発
生

し
て
詩
の
鑑
賞
を
妨
げ
て
し
ま
う
」
の
だ
と
。

　

そ
れ
と
関
連
し
て
私
が
主
張
し
た
い
の
が
、
本
日
の
講
演
の
要
点
②
と

し
て
挙
げ
た
「
漢
詩
を
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
読
も
う
」
で
す
。「
そ
ん

な
の
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
わ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
本
日
御
紹
介
す
る
漢
詩
の
訳
文
を
眺
め
て
い
る
と
、

「
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
読
む
」
こ
と
が
案
外
難
し
い
の
だ
、
と
い
う
こ

と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
あ
ま
り
抽
象
的
な
話
ば
か
り
で
は
説
得
力
を
欠

2017 年度　法政大学国文学会大会
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き
ま
す
の
で
、
以
下
、
い
く
つ
か
の
具
体
例
に
即
し
て
御
説
明
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

二
、
項
羽
「
垓
下
歌
」
の
「
虞
兮
虞
兮
奈
若
何
」
は
疑
問

か
？　

反
語
か
？

　

最
初
に
取
り
上
げ
ま
す
の
は
、『
史
記
』「
項
羽
本
紀
」
に
見
え
る
、
項

羽
の
「
垓が
い

下か

の
歌
」
で
す
。
こ
の
歌
を
項
羽
が
歌
う
の
は
、
成
語
「
四
面

楚
歌
」
の
出
典
と
な
っ
て
い
る
有
名
な
場
面
で
す
ね
。
楚
漢
戦
争
も
終
わ

り
に
近
づ
い
た
紀
元
前
二
〇
二
年
、
項
羽
が
率
い
る
楚
軍
は
、
劉
邦
の
率

い
る
漢
軍
に
垓
下
（
現
在
の
安
徽
省
霊
壁
県
の
南
東
）
で
包
囲
さ
れ
、
絶

体
絶
命
の
危
機
に
陥
り
ま
す
。【
資
料
Ａ
】
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
書
き
下

し
文
を
読
み
上
げ
ま
す
。

　
【
資
料
Ａ
】『
史
記
』
巻
七
「
項
羽
本
紀
」
よ
り

項
王
の
軍 

垓
下
に
壁へ
き

す
。
兵
少
な
く
食
尽
く
。
漢
軍
及
び
諸
侯
の

兵 

之
を
囲
む
こ
と
数す
う

重ち
ょ
うな

り
。
夜 

漢
軍
の
四
面 

皆
楚
歌
す
る
を
聞

き
、
項
王 

乃す
な
はち
大
い
に
驚
き
て
曰
く
、「
漢 

皆 

已す
で

に
楚
を
得
た
る
か
。

是
れ
何
ぞ
楚そ

人ひ
と

の
多
き
や
」
と
。
項
王 

則す
な
はち
夜
起た

ち
て
帳
中
に
飲い
ん

す
。

美
人
有
り
、
名
は
虞ぐ

。
常
に
幸か
う

せ
ら
れ
て
従
ふ
。
駿
馬
あ
り
、
名
は

騅す
い

。
常
に
之
に
騎の

る
。
是こ
こ

に
於お

い
て
、
項
王 

乃
ち
悲ひ

歌か

忼か
う

慨が
い

し
、

自み
づ
から
詩
を
為つ
く

り
て
曰
く（
２
）、

　

そ
し
て
「
項
王
」（
項
羽
を
指
す
）
は
、
次
に
示
す
「
垓
下
の
歌
」
を

歌
い
ま
す
。

力
抜
山
兮
気
蓋
世　
　

力
は
山
を
抜
き　

気
は
世
を
蓋お
ほ

ふ

時
不
利
兮
騅
不
逝　
　

時　

利り

あ
ら
ず　

騅　

逝ゆ

か
ず

騅
不
逝
兮
可
奈
何　
　

騅
の
逝
か
ざ
る
を　

奈い
か
ん何
す
べ
き

虞
兮
虞
兮
奈
若
何　
　

虞
や
虞
や　

若な
ん
ぢを

奈
何
せ
ん

　
「
わ
が
力
は
山
を
引
き
抜
き
、
わ
が
気
迫
は
世
の
中
を
圧
倒
す
る
ほ
ど

だ
が
、
時
の
巡
り
あ
わ
せ
が
悪
く
、
騅
も
進
も
う
と
し
な
い
。
騅
が
進
も

う
と
し
な
い
の
を
ど
う
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
虞
よ
虞
よ
、
お
前
を
ど
う
す

れ
ば
よ
か
ろ
う
」。
以
上
が
文
字
ど
お
り
の
訳
に
な
り
ま
す
。「
漢
軍
」
す

な
わ
ち
敵
の
軍
隊
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
絶
体
絶
命
の
状
況
下
で
、
項
羽
が

心
配
し
て
い
る
の
が
、
自
分
の
軍
の
兵
士
た
ち
で
は
な
く
、
愛
馬
と
愛
人

と
い
う
の
は
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
ど
う
な
の
か
、
と
思
わ
れ
る
方
が
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
英
雄
の
歌
と
し
て
は
こ
の
方
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
「
四
面
楚
歌
」
の
場
面
は
、
漢
文
の
教
材
と
し
て
は
お
馴

染
み
で
あ
り
、
高
校
漢
文
の
教
科
書
に
は
だ
い
た
い
採
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
垓
下
の
歌
」
の
結
び
の
句
「
虞
兮
虞
兮

奈
若
何
」
の
「
若な
ん
ぢを
奈
何
せ
ん
」
は
、
果
た
し
て
「
疑
問
」
か
「
反
語
」

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
、
そ
の
説
明
に
は
教
科
書
に
よ
っ
て
差
異
が

見
ら
れ
ま
す
。【
資
料
Ａ―

①
】
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
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ノイズとしての二項対立

　

こ
れ
は
、
筑
摩
書
房
の
高
校
教
科
書
『
古
典
』
の
指
導
書
、
つ
ま
り
生

徒
が
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
教
員
用
の
教
授
用
資
料
か
ら
、「
垓
下
の
歌
」

の
「
可
奈
何
」
と
「
奈
若
何
」
の
解
説
部
分
を
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。
そ

こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

可
奈
何　

ど
う
し
よ
う
か
（
ど
う
し
よ
う
も
な
い
）。「
奈
何
」
は
反

語
を
表
す
。

奈
若
何　

お
前
を
ど
う
し
よ
う
か（
ど
う
し
よ
う
も
な
い
）。反
語「
奈

何
」
の
間
に
目
的
語
「
若
」
が
入
っ
た
形
で
、（
中
略
）
こ
の
句
は
、

最
愛
の
お
前
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
ど
う
し
て
や
る
こ

と
も
で
き
な
い
の
だ
、
の
意
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
反
語
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
方
、【
資
料
Ａ

―

②
】
第
一
学
習
社
『
古
典
Ｂ
』
の
指
導
書
を
見
る
と
、
や
や
書
き
方
が

異
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
奈
何
」
に
つ
い
て
は
、「
処
置
・
方
法
を
問
う
疑
問
詞
」
と
説
明
さ
れ

て
お
り
、「
反
語
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
同
指
導
書
に

載
っ
て
い
る
、「
垓
下
の
歌
」
後
半
二
句
の
「
口
語
訳
」
で
も
「
騅
の
進

も
う
と
し
な
い
の
を
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
虞
よ
虞
よ
、
お
ま

え
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
」
と
な
っ
て
お
り
、
疑
問
形
で
訳
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
解
説
す
る
も
の
は
、
教
科
書
・
参
考
書
の
中
で
は

少
数
派
で
し
て
、「
垓
下
の
歌
」
の
「
奈
何
」
は
、
通
常
は
「
反
語
」
で

理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
精
説 

漢
文
』
と
い
う
参
考
書
で
は
、

次
に
示
し
ま
す
よ
う
に
、「
如
～
何
（
奈
～
何
）」
の
「
反
語
」
の
用
例
と

【資料A- ①】
筑摩書房『古典』指導書（３）

【資料 A- ②】
第一学習社『古典Ｂ』指導書（４）
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し
て
、「
垓
下
の
歌
」
の
「
虞
兮
虞
兮
奈
若
何
」
が
引
か
れ
て
い
ま
す（
５
）。

　

日
本
語
訳
の
部
分
を
御
覧
く
だ
さ
い
。「
虞
よ
虞
よ
お
ま
え
を
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
、
い
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
反
語
文

で
あ
る
以
上
、
こ
れ
が
模
範
的
な
訳
し
方
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

　

私
は
授
業
中
、
よ
く
学
生
に
次
の
よ
う
な
質
問
を
し
ま
す
。「
高
校
時

代
に
漢
文
の
試
験
で
反
語
文
を
訳
す
と
き
、
最
後
に
『
い
や
、
な
い
（
い

や
～
な
い
）』
を
つ
け
な
い
と
減
点
さ
れ
ま
し
た
か
」
と
。
す
る
と
、
大

半
の
学
生
が
「
減
点
さ
れ
た
」
と
答
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
例
外
的
な
先

生
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
高
校
漢
文
の
教
育
現
場
で
は
、

反
語
文
の
訳
は
末
尾
に
「
い
や
～
な
い
」
が
つ
い
て
い
な
い
と
、
減
点
す

る
と
い
う
原
則
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、「
垓
下
の
歌
」
の
「
虞
兮
虞
兮
奈
若
何
」
が
試
験
に

出
た
と
き
、
高
校
の
生
徒
は
『
精
説 

漢
文
』
の
よ
う
に
「
虞
よ
虞
よ
お

ま
え
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
い
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
風
に

訳
さ
な
け
れ
ば
、
減
点
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
場
の
先
生

に
お
会
い
し
た
際
、
こ
の
点
に
つ
い
て
御
意
見
を
求
め
る
と
、「
こ
の
よ

う
に
訳
さ
せ
な
い
と
、
反
語
文
を
生
徒
が
き
ち
ん
と
反
語
で
あ
る
と
理
解

し
て
い
る
か
、
判
別
が
つ
き
に
く
い
か
ら
」
と
お
答
え
に
な
る
こ
と
が
多

い
で
す
。
確
か
に
教
育
的
な
便
法
と
し
て
は
、
仕
方
が
な
い
と
い
う
側
面

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
昔
か
ら
私
は
こ
の
「
い
や
～
な
い
」
と
い
う
訳
し
方
に
違
和
感

が
あ
り
ま
し
た
。
理
由
は
シ
ン
プ
ル
で
、
原
文
に
は
「
い
や
～
な
い
」
に

相
当
す
る
語
が
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な
断
定

的
な
訳
の
つ
け
足
し
は
、
原
文
が
も
っ
て
い
る
反
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
か

え
っ
て
損
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
の
で
、
私
の
漢

文
の
授
業
で
は
、
反
語
文
の
訳
の
末
尾
に
「
い
や
～
な
い
」
を
つ
け
な
い

で
欲
し
い
と
、
折
に
ふ
れ
て
学
生
に
は
お
願
い
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

い
ざ
反
語
文
の
和
訳
を
試
験
問
題
に
出
す
と
、
そ
れ
で
も
訳
の
末
尾
に

「
い
や
～
な
い
」
を
つ
け
足
し
て
い
る
答
案
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
私
は

む
し
ろ
、「
い
や
～
な
い
」
と
あ
る
答
案
の
方
を
減
点
し
た
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
（
実
際
に
は
減
点
し
ま
せ
ん
が
）。
た
ま
た
ま
私
の
お
願
い
を

忘
れ
て
い
た
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
（
あ
る
い
は
居
眠
り
を
し
て
聞
い

て
い
な
か
っ
た
か
）、
や
は
り
こ
の
現
象
は
、
高
校
漢
文
に
お
け
る
反
語

の
訳
し
方
ル
ー
ル
の
呪
縛
が
、
そ
れ
だ
け
強
固
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
冗
長
な
反
語
文
の
訳
し
方
は
、
教
育
現
場
だ
け
で
は
な
く
、

市
販
さ
れ
て
い
る
一
般
向
け
の
書
籍
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
極
端
な
例
を
一

つ
御
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
項
羽
の
「
垓
下
の
歌
」
は
、
清
代
に
編
纂
さ
れ
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た
古
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
古こ

詩し

源げ
ん

』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。『
古

詩
源
』
は
、
内
田
泉
之
助
氏
に
よ
る
全
訳
が
集
英
社
か
ら
出
て
い
ま
す
の

で
、
試
し
に
「
垓
下
の
歌
」
の
部
分
を
確
認
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
虞
兮

虞
兮
奈
若
何
」
は
次
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
し
た（
６
）。

さ
て
ま
た
虞ぐ

よ
虞
よ
、
そ
な
た
の
身
も
も
は
や
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
。

こ
れ
が
最さ
い

期ご

の
別
れ
で
あ
る
ぞ
。

　

こ
の
訳
文
で
は
、「
奈
何
せ
ん
」（
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
）
と
い
う
疑
問

詞
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
す
っ
か
り
抜
き
取
ら
れ
て
お
り
、「
も
は
や
ど
う
に

も
な
ら
ぬ
」
と
い
う
結
論
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
上
、
詩
の

原
文
の
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
「
こ
れ
が
最さ
い

期ご

の
別
れ
で
あ
る
ぞ
」

と
い
う
一
文
が
つ
け
足
さ
れ
て
い
る
た
め
、
全
体
と
し
て
冗
漫
で
説
明
的

な
印
象
を
受
け
ま
す
。
訳
者
は
お
そ
ら
く
読
者
の
感
受
性
を
信
用
し
て
い

な
い
の
で
し
ょ
う
。
私
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
置
き
換
え
」
や
「
つ
け
足

し
」
は
、
余
計
な
も
の
に
思
え
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
ん
な
私
の
思
い
を
見
事
に
代
弁
し
て
く
れ
て
い
た
の
が
、
奇
し
く
も

本
学
文
学
部
日
本
文
学
科
で
長
年
に
わ
た
り
教
鞭
を
執
ら
れ
て
い
た
安
藤

信
廣
先
生
で
す
。
安
藤
先
生
は
、
そ
の
著
『
漢
文
を
読
む
本
』
の
中
で
、

「
垓
下
の
歌
」
の
「
可
奈
何
」
と
「
奈
若
何
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
ま
す（
７
）。

　

こ
こ
で
の
「
可
奈
何
」
は
、「
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
疑

問
）
と
も
と
れ
る
し
、「
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
い
や
ど0

う
に
も
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

」（
反
語
）
と
も
と
れ
る
。
同
じ
く
「
奈
若
何
」
も
、

「
あ
な
た
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
疑
問
）
と
も
「
あ
な
た

を
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
、
い
や
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

（
反
語
）
と
も
と
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
。

　

ど
ち
ら
も
正
し
い
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
項
羽
の
心
は
、

愛
す
る
者
の
た
め
に
揺
れ
て
い
た
の
だ
。「
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ

う
か
」
と
問
う
た
と
た
ん
に
、「
ど
う
し
て
や
る
こ
と
も
で
き
な
い
」

と
い
う
答
え
が
か
え
っ
て
く
る
。「
ど
う
し
て
や
る
こ
と
も
で
き
な

い
」
と
い
う
自
明
の
答
え
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
「
あ
な

た
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
な
お
さ
ず
に
い
ら
れ
な

い
。〈
疑
問
形
〉
と
も
〈
反
語
形
〉
と
も
と
れ
る
「
奈
何
」
の
く
り

返
し
が
、
英
雄
の
最
期
の
心
の
葛
藤
を
、
私
た
ち
に
伝
え
て
く
る
の

で
あ
る
。
た
い
せ
つ
な
の
は
、〈
疑
問
形
〉
か
〈
反
語
形
〉
か
を
区

分
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
文
法
や
句
法
の
知
識
を
役
立
て
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
言
葉
の
世
界
─
─
作
品
の
世
界
を
新
し
く
切
り
ひ
ら
い
て

ゆ
く
こ
と
だ
。

　

こ
の
安
藤
先
生
の
御
指
摘
に
、
私
は
深
い
共
感
を
覚
え
ま
し
た
。
ま
さ

に
「
ど
ち
ら
も
正
し
い
」
と
言
う
べ
き
な
の
で
す
。「
疑
問
」
と
「
反
語
」

と
を
対
立
的
に
と
ら
え
る
と
、
そ
れ
は
ノ
イ
ズ
と
な
っ
て
、
項
羽
の
「
虞

や
虞
や　

若な
ん
ぢを
奈
何
せ
ん
」
と
い
う
「
問
い
」
が
も
っ
て
い
る
「
葛
藤
」

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
伝
達
が
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
句
を
訳
し
た

い
の
な
ら
、「
虞
よ
虞
よ
、
お
前
を
ど
う
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
」
と
「
書
い

て
あ
る
と
お
り
に
」
訳
せ
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

あ
と
は
読
者
の
想
像
力
に
任
せ
れ
ば
よ
い
、
そ
れ
が
私
の
ス
タ
ン
ス
で
す
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、「
四
面
楚
歌
」
の
場
面
の
原
文
読
解
に
つ
き
ま
し
て
、
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も
う
一
点
、
類
似
し
た
問
題
を
提
起
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
読
み
あ

げ
ま
し
た
【
資
料
Ａ
】『
史
記
』「
項
羽
本
紀
」
の
原
文
に
、「
漢 

皆 

已す
で

に
楚
を
得
た
る
か
。
是
れ
何
ぞ
楚そ

人ひ
と

の
多
き
や
」（
漢
皆
已
得
楚
乎
。
是

何
楚
人
之
多
也
）
と
い
う
項
羽
の
台
詞
が
あ
り
ま
し
た
。
項
羽
率
い
る
楚

軍
を
包
囲
し
て
い
る
の
は
漢
軍
の
は
ず
な
の
に
、
四
方
か
ら
楚
の
歌
が
聞

こ
え
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
い
ぶ
か
る
気
持
ち
を
表
し
た
も
の
で
す
。
こ

の
「
是
れ
何
ぞ
楚
人
の
多
き
や
」
に
つ
い
て
、
筑
摩
書
房
の
教
科
書
『
古

典
』
の
教
員
用
指
導
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
ま
す（
８
）。

　

こ
の
よ
う
に
、「
な
ん
と
楚
の
人
が
多
い
こ
と
か
」
を
模
範
訳
と
し
て

示
し
た
上
で
、
こ
こ
の
「
何
～
也
」
は
「
疑
問
」
で
も
「
反
語
」
で
も
な

く
、「
詠
嘆
」
を
表
す
句
法
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
こ
の
指

導
書
に
忠
実
に
従
っ
て
授
業
を
す
る
な
ら
ば
、
教
員
は
生
徒
に
「『
何
～
也
』

に
は
疑
問
・
反
語
の
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
、
こ
こ
で
は
詠
嘆
な
の
で
気
を

つ
け
る
よ
う
に
」
と
注
意
を
促
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
の
「
何
～
也
」
を
「
詠
嘆
」
に
限
定
す
る
必
要
は
果
た

し
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
直
前
の
文
は
「
漢 

皆 

已す
で

に
楚
を
得
た
る
か
」

（
漢
は
す
っ
か
り
も
う
楚
の
領
土
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
）
で
す
。

そ
れ
に
続
い
て
、「
ど
う
し
て

0

0

0

0

楚
の
人
が
こ
ん
な
に
多
い
の
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
風
に
、
い
ぶ
か
る
気
持
ち
が
疑
問
形

0

0

0

で
表
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、

特
に
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
「
詠
嘆
」
で
理
解
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
が
、「
疑
問
」
も
し
く
は
「
反
語
」
で
理
解
で
き
る
余
地
も
十

分
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
試
験
で
こ
の
文
を
「
ど
う

し
て
楚
の
人
が
こ
ん
な
に
多
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
訳
し
た
生
徒
が
、
減
点

（
も
し
く
は
バ
ツ
に
）
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
と
て
も
理
不
尽
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
私
が
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
抱
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
実
は

中
国
で
は
こ
の
「
是
何
楚
人
之
多
也
」
と
い
う
項
羽
の
台
詞
が
、
日
本
と

は
や
や
異
な
る
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
市
販
さ
れ
て
い
る

『
史
記
』
の
現
代
中
国
語
訳
を
い
く
つ
か
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず

一
つ
目
、
王
利
器
主
編
『
史
記
注
訳
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
翻
訳
さ
れ
て

い
ま
す（
９
）。

爲
什
麼
楚
人
這
麼
多
呢
？
（
ど
う
し
て
楚
の
人
が
こ
ん
な
に
多
い
の

で
あ
ろ
う
？
）

　
「
爲
什
麼
」
は
原
文
の
「
何
ぞ
」
に
対
応
す
る
疑
問
詞
で
、「
ど
う
し
て
」

と
い
う
意
味
、「
這
麼
」
は
「
こ
ん
な
に
」
と
い
う
意
味
で
す
。
文
末
に

「
？
」
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
訳
者
は
原
文
か
ら

疑
問
の
語
気
を
読
み
と
っ
て
い
ま
す
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
楊
燕
起
注
訳

『
史
記
全
訳
』
に
よ
る
訳
文
で
す
。

爲
何
楚
国
人
有
這
麼
多
呢
！
（
ど
う
し
て
楚
の
国
の
人
が
こ
ん
な
に

多
い
の
か
！
）

　
「
爲
何
」
も
「
ど
う
し
て
」
と
い
う
意
味
の
疑
問
詞
で
す
。
楊
燕
起
氏

（
10
）
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の
訳
は
、王
利
器
主
編
『
史
記
注
訳
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、文
末
が
「
！
」

で
す
の
で
、
疑
問
と
詠
嘆
、
ど
ち
ら
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ま
せ
て
い
る
よ

う
に
見
え
ま
す
。
最
後
に
、『
二
十
四
史
全
訳 

史
記
』
に
よ
る
訳
文
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。

爲
什
麼
楚
人
這
麼
多
呢
！
（
ど
う
し
て
楚
の
人
が
こ
ん
な
に
多
い
の

か
！
）

　

こ
れ
は
「
？
」
が
「
！
」
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
一
つ
目
の
訳
文
と

同
じ
で
す
ね
。
や
は
り
疑
問
と
詠
嘆
、
両
方
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
と
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
現
代
中
国
語
訳
『
史
記
』

で
は
、
い
ず
れ
も
原
文
の
「
何
」
を
素
直
に
「
ど
う
し
て
」
と
訳
し
て
い

ま
す
。
中
国
語
に
は
も
っ
ぱ
ら
詠
嘆
を
表
す
「
多
麼
」（
な
ん
と
）
と
い

う
副
詞
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
の
訳
文
に
は
用
い
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
教
育
現
場
で
は
「
詠
嘆
」
と
教
え
る
こ
と
に
過
度
に

こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
な
ぜ
「
疑
問
」「
反
語
」「
詠
嘆
」

の
三
者
択
一
を
無
理
に
迫
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。「
ど
う
し
て
楚

の
人
が
こ
ん
な
に
多
い
の
か
」
と
「
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
」
訳
し
さ
え

す
れ
ば
、
疑
問
と
詠
嘆
、
ど
ち
ら
に
も
解
し
う
る
原
文
の
多
義
性
を
示
す

こ
と
が
で
き
る
の
に
、
と
私
は
常
々
思
っ
て
い
ま
す
。

三
、
玉ぎ

ょ
く

門も
ん

関か
ん

、
西
か
ら
見
る
か
？　

東
か
ら
見
る
か
？

　

続
い
て
は
、「
玉
門
関
、
西
か
ら
見
る
か
？　

東
か
ら
見
る
か
？
」
と

い
う
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
さ
り
げ
な
く
岩
井
俊
二
監
督
の
映
画
の
タ
イ

ト
ル
風
に
し
て
み
ま
し
た
。
取
り
上
げ
ま
す
の
は
、【
資
料
Ｂ
】
盛
唐
の

王お
う

昌し
ょ
う

齢れ
い

「
従
じ
ゅ
う

軍ぐ
ん

行こ
う

」
と
い
う
七
言
絶
句
で
す
。『
唐
詩
選
』
に
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
日
本
で
も
広
く
読
ま
れ
た
比
較
的
有
名
な
詩
と
い
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
、
書
き
下
し
文
を
読
み
上
げ
ま
す
。

青
海
長
雲
暗
雪
山　
　

青せ
い

海か
い

の
長
ち
ゃ
う

雲う
ん　

雪せ
つ

山ざ
ん

暗く
ら

し

孤
城
遥
望
玉
門
関　
　

孤
城　

遥
か
に
望
む　

玉
門
関

黄
沙
百
戦
穿
金
甲　
　

黄
沙
百
戦　

金き
ん

甲か
ふ

を
穿う
が

つ
も

不
破
楼
蘭
終
不
還　
　

楼ろ
う

蘭ら
ん

を
破
ら
ず
ん
ば
終つ
ひ

に
還か
へ

ら
ず

　
「
従
軍
行
」
の
「
行
」
は
「
う
た
」
と
い
う
意
味
で
す
の
で
、
詩
題
は

「
従
軍
の
う
た
」
と
で
も
訳
せ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
し
、
作
者
の

王
昌
齢
は
、
従
軍
し
た
こ
と
も
、
西
域
に
旅
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
詩
は
楽が

府ふ

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
お
り
ま
し
て
、
細
か
い
説
明

は
割
愛
し
ま
す
が
、
と
に
か
く
和
歌
の
「
題
詠
」
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
詩
を
、
前
野
直
彬
氏
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。【
資
料

Ｂ―

①
】
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

青
海
の
上
を
長
く
た
な
び
く
雲
に
、
雪
山
も
暗
く
か
げ
っ
て
い
る
。

私
は
孤
城
か
ら
は
る
か
に
故
国
の
か
た
、
玉
門
関
を
望
む
。
黄
沙
の

中
に
百
度
の
戦
い
を
経
て
、
さ
し
も
堅
い
よ
ろ
い
に
も
穴
が
あ
い
た
。

し
か
し
楼
蘭
を
う
ち
破
ら
ぬ
う
ち
は
、
断
じ
て
国
に
は
帰
ら
な
い
ぞ
。

　

様
々
な
固
有
名
詞
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
ま
と
め
て
先
に
説
明
し
て
お

（
12
）

（
11
）



10

き
ま
し
ょ
う
。
起
句
の
「
青
海
」
は
、
青
海
省
に
あ
る
中
国
最
大
の
湖
の

名
で
す
。「
雪
山
」
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
青
海
の
北
に
連

な
る
祁き

連れ
ん

山
脈
を
指
す
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
承
句
の
「
玉

門
関
」
は
、
今
の
甘
粛
省
敦
煌
県
の
西
に
あ
っ
た
関
所
の
名
で
、
漢
の
武

帝
の
時
代
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
中
国
領
土
の
最
西
端
に
位
置
し
て
お
り
、

こ
の
関
を
越
え
る
と
そ
こ
は
も
う
夷
狄
の
支
配
す
る
地
で
あ
る
と
人
々
に

み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
結
句
の
「
楼
蘭
」
は
、
今
の
新し
ん

疆き
ょ
うウ
イ
グ

ル
自
治
区
に
か
つ
て
存
在
し
た
オ
ア
シ
ス
都
市
国
家
の
名
。
漢
の
支
配
を

受
け
て
国
名
は
鄯ぜ
ん

善ぜ
ん

と
改
め
ら
れ
、
五
世
紀
に
滅
亡
し
ま
し
た
。
唐
代
に

は
存
在
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
の
舞
台
は
漢
代
に
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
唐
を
漢
王
朝
に
、
唐
に
敵
対

し
た
西
域
の
国
を
楼
蘭
に
各
々
な
ぞ
ら
え
た
、
と
見
る
こ
と
も
可
能
で

し
ょ
う
。

　

次
に
、
こ
れ
ら
固
有
名
詞
の
相
互
の
位
置
関
係
を
確
認
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
前
の
ス
ラ
イ
ド
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
映
し
ま
し
た
の
は
、

漢
代
に
お
け
る
西
域
の
略
図
で
す
。
一
海
知
義
先
生
の
『
漢
詩
一
日
一
首
』

か
ら
拝
借
い
た
し
ま
し
た
。
文
字
が
小
さ
く
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

「
青
海
」「
玉
門
関
」
お
よ
び
「
楼
蘭
」
に
つ
い
て
は
、
一
目
で
位
置
が
分

か
る
よ
う
に
、
矢
印
を
つ
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
13
）

西域の略図（一海知義『漢詩一日一首』より）
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ノイズとしての二項対立

　

図
の
右
下
の
端
に
、
漢
の
都
で
あ
る
長
安
（
現
在
の
陝
西
省
西
安
市
）

が
見
え
ま
す
ね
。
青
海
は
、
そ
こ
か
ら
西
北
に
進
ん
だ
地
点
に
あ
り
ま
す
。

玉
門
関
は
、
青
海
の
さ
ら
に
西
北
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

西
に
向
か
え
ば
楼
蘭
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。

　

固
有
名
詞
の
相
互
の
位
置
関
係
を
把
握
し
た
上
で
、
も
う
一
度
、
先
ほ

ど
挙
げ
た
前
野
氏
の
訳
を
読
み
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
従
軍
行
」
の
原

文
と
比
べ
な
が
ら
読
む
と
、
原
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
情
報
が
、
前
野
氏

の
訳
文
に
は
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
お
気
づ
き
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
第
二
句
の
訳
「
私
は
孤
城
か
ら
は
る
か
に
故
国
の
か
た
、
玉
門

関
を
望
む
」
の
「
故
国
の
か
た
」
で
す
。
詩
の
原
文
は
「
孤
城
遥
望
玉
門

関
（
孤
城　

遥
か
に
望
む　

玉
門
関
）」
で
あ
っ
て
、
望
む
方
角
は
書
か

れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
前
野
氏
の
訳
で
は
「
故
国
」
の
方
角
で
あ

る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
従
え
ば
、「
孤
城
」
に
い
る
兵

士
は
、
玉
門
関
を
西
か
ら
眺
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
、
望
む
方
角
が
詩
の
原
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
以
上
、
玉
門
関
を

東
か
ら
眺
め
て
い
る
可
能
性
も
当
然
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
実
際
、
そ

の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。【
資
料
Ｂ―
②
】

を
御
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
日
野
龍
夫
校
注
『
唐
詩
選
国
字
解
』
よ
り
、

王
昌
齢
「
従
軍
行
」
の
承
句
に
つ
け
ら
れ
た
日
野
氏
の
注
を
抜
粋
し
た
も

の
で
す
。

　

承
句
。
国
字
解
は
、「
孤
城
」
は
玉
門
関
か
ら
さ
ら
に
西
方
に
あ
り
、

そ
こ
か
ら
東
を
ふ
り
返
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

、
は
る
か
に
玉
門
関
を
望
む
、
と
解
し

て
い
る
。
起
句
に
い
う
青
海
は
、
長
安
か
ら
見
て
、
玉
門
関
の
ず
っ

と
手
前
に
当
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
承
句
の
地
点
は
、
起
句
の
青
海

か
ら
玉
門
関
を
通
り
過
ぎ
て
ず
っ
と
西
の
方
に
入
り
こ
ん
だ
と
こ
ろ
、

と
い
う
も
っ
て
ま
わ
っ
た
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。『
唐
詩
訓
解
』
に

も
見
え
な
い
、
本
書
独
自
の
説
で
あ
る
。
素
直
に
と
れ
ば
、
承
句
は
、

青
海
か
ら
は
る
か
西
方
に
玉
門
関
を
望
む
と
い
う
こ
と
で
、
現
代
の

諸
注
も
そ
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。

　

日
野
氏
の
主
張
は
明
快
で
、
起
句
の
「
青
海
」
は
「
玉
門
関
」
の
ず
っ

と
東
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
承
句
で
兵
士
は
東
の
「
青
海
」
か
ら
西
の
「
玉

門
関
」
を
望
ん
で
い
る
は
ず
だ
、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
場
合
、
兵
士

は
ま
だ
玉
門
関
を
越
え
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
転
句
「
黄
沙
百
戦
穿
金
甲
」

は
「
た
と
え
黄
沙
の
中
で
百
戦
し
て
堅
い
よ
ろ
い
に
穴
が
空
い
た
と
し
て

も
」
と
い
う
風
に
、
逆
接
の
仮
定
条
件
と
し
て
読
む
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
仮
定
の
副
詞
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
は
、
漢
詩
で
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
日
野
氏
の
解
釈
も
十
分
に
成
り
立
ち
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
従
軍
行
」
の
承
句
は
、
兵
士
が
玉
門
関
を
東
か
ら
見
て

い
る
か
、
西
か
ら
見
て
い
る
か
で
解
釈
が
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
果
た
し

て
、
兵
士
は
ど
ち
ら
か
ら
見
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
結
論
を
先
に
申
し

て
お
き
ま
す
と
、
ど
ち
ら
か
ら
見
て
い
て
も
よ
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

あ
る
い
は
、
承
句
の
「
孤
城
」
と
い
う
語
は
、
ぽ
つ
ん
と
最
前
線
に
そ
び

え
る
砦
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
の
で
、
東
か
ら
見
て
い
る
と
い
う
解

釈
は
お
か
し
い
、
と
思
わ
れ
た
方
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、「
孤

城
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
玉
門
関
よ
り
西
の
戦
闘
地
帯
に
あ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。【
資
料
Ｂ―

③
】
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、

明
の
唐と
う

汝じ
ょ

詢じ
ゅ
んが

王
昌
齢
の
「
従
軍
行
」
に
つ
け
た
注
釈
で
す
。

（
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）
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哥
舒
翰
嘗
築
城
青
海
。
其
地
与
雪
山
相
接
。
戌
者
思
帰
、
故
登
城
而

望
玉
関
、
求
生
入
也
。（
哥か

舒じ
ょ

翰か
ん 

嘗か
つ

て
城
を
青
海
に
築
く
。
其
の
地

は
雪
山
と
相あ
い

接せ
っ

す
。
戍ま
も

る
者
帰
る
を
思
ひ
、
故
に
城
に
登
り
て
玉
関

を
望
み
、
生
き
て
入い

る
を
求
む
る
な
り
。）

　

哥
舒
翰
と
い
う
の
は
唐
の
将
軍
で
す
。
こ
の
注
を
現
代
語
に
訳
し
ま
す

と
、「
哥
舒
翰
は
か
つ
て
砦
を
青
海
に
築
い
た
。
そ
の
地
は
雪
山
と
接
し

て
い
る
。
守
備
兵
は
帰
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
、
砦
の
城
壁
に
登
っ
て
玉

門
関
の
方
を
望
み
、
生
き
て
あ
の
門
を
く
ぐ
り
た
い
と
思
っ
た
の
だ
」
と

な
り
ま
す
。

　

実
は
こ
れ
は
少
し
奇
妙
な
注
釈
で
し
て
、
哥
舒
翰
が
青
海
に
築
い
た
砦

を
承
句
の
「
孤
城
」
と
同
一
視
し
て
い
る
の
に
、「
孤
城
」
に
登
っ
た
守

備
兵
は
玉
門
関
を
く
ぐ
っ
て
帰
り
た
が
っ
て
い
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
で
は
守
備
兵
は
玉
門
関
の
西
側
に
い
る
こ
と
に
な
り
、
青
海
と

の
地
理
関
係
と
矛
盾
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
は
問

題
に
し
な
い
で
お
き
ま
し
ょ
う
。
重
要
な
の
は
、
青
海
に
も
「
孤
城
」
が

実
際
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
哥
舒
翰
が
青
海
に
砦
を
築
い
た
の

は
、
天
宝
七
載
（
七
四
八
）
の
こ
と
で
あ
り
、
王
昌
齢
（
六
九
八
～
七
五

五
）
の
同
時
代
の
出
来
事
で
す
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
孤
城
」
と
い
う

語
を
根
拠
に
し
て
、「
従
軍
行
」
の
兵
士
が
、
玉
門
関
の
東
側
に
い
る
の
か
、

西
側
に
い
る
の
か
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
不
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
の
立
場
は
、
こ
の
詩
の
兵
士
は
玉
門
関

の
ど
ち
ら
側
に
も
存
在
し
う
る
と
い
う
も
の
で
す
。
ま
ず
玉
門
関
を
東
か

ら
眺
め
て
い
る
と
仮
定
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
承
句
「
孤
城
遥
望

玉
門
関
」
で
兵
士
は
ま
だ
玉
門
関
を
く
ぐ
っ
て
お
ら
ず
、
自
分
が
こ
れ
か

ら
進
む
方
角
を
眺
め
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
転
句
「
黄
沙
百
戦
穿
金

甲
」
は
「
た
と
え
黄
沙
の
中
で
百
戦
し
て
堅
い
よ
ろ
い
に
穴
が
空
い
た
と

し
て
も
」
と
い
う
仮
定
の
条
件
節
と
な
り
、
結
句
「
不
破
楼
蘭
終
不
還
」

は
「
楼
蘭
を
う
ち
破
ら
ぬ
う
ち
は
、
断
じ
て
国
に
は
帰
ら
な
い
ぞ
」
と
い

う
勇
ま
し
い
決
意
表
明
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
兵
士
は
戦
闘
前
の
無

傷
の
状
態
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

　

で
は
、
次
に
玉
門
関
を
西
か
ら
眺
め
て
い
る
と
仮
定
し
ま
し
ょ
う
。
そ

う
す
る
と
、
承
句
の
時
点
で
兵
士
は
す
で
に
玉
門
関
を
く
ぐ
り
終
わ
っ
て

お
り
、
故
国
の
方
角
を
眺
め
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
転
句
は
「
黄
沙

の
中
で
百
戦
し
て
堅
い
よ
ろ
い
に
も
穴
が
空
い
た
」
と
い
う
既
成
事
実
と

な
り
、
結
句
は
「（
そ
れ
で
も
）
楼
蘭
を
う
ち
破
ら
ぬ
う
ち
は
、
断
じ
て

国
に
は
帰
ら
な
い
ぞ
」
と
い
う
悲
壮
な
決
意
表
明
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場

合
、
兵
士
は
す
で
に
幾
多
の
戦
闘
を
経
た
傷
だ
ら
け
の
状
態
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。
承
句
で
玉
門
関
を
眺
め
る
の
は
、
苦
難
に
負
け
ず
楼

蘭
を
破
っ
て
あ
の
門
を
無
事
に
く
ぐ
っ
て
や
る
ぞ
と
い
う
意
気
の
表
れ
と

も
、
今
す
ぐ
故
国
に
帰
り
た
い
と
い
う
弱
気
の
表
れ
と
も
と
れ
ま
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
、
王
昌
齢
の
「
従
軍
行
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
、
意

気
軒
高
と
し
た
無
傷
の
兵
士
と
、
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
傷
だ
ら
け
の
兵
士

と
が
、
二
重
写
し
に
な
っ
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、

こ
の
詩
の
醍
醐
味
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
玉
門
関
を
西
か
ら
見
る

か
、
東
か
ら
見
る
か
と
い
う
二
つ
の
解
釈
を
、
互
い
に
排
除
し
あ
う
対
立

関
係
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
こ
の
詩
の
も
つ
多
義
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う

の
で
す
。

（
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）
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ノイズとしての二項対立

　

ジ
ャ
ン
ル
は
違
い
ま
す
が
、
分
か
り
や
す
い
類
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

ス
ラ
イ
ド
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
絵
は
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
も
と
も
と

は
ド
イ
ツ
の
古
い
ハ
ガ
キ
に
描
か
れ
て
い
た
作
者
不
詳
の
絵
で
あ
り
、
そ

の
後
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｅ
・
ヒ
ル
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
漫
画
家
に
よ
っ
て

ア
レ
ン
ジ
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド
に

映
し
た
の
は
、
ヒ
ル
に
よ
っ
て
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
す
。

　

髪
の
下
に
あ
る
半
円
と
そ
の
中
の
点
を
「
耳
」、
そ
の
左
下
の
突
起
を

「
あ
ご
」、
そ
の
右
下
の
亀
裂
を
「
チ
ョ
ー
カ
ー
」
と
み
な
す
と
、
左
奥
を

向
い
た
若
い
女
性
の
絵
に
見
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
女
性
の
「
耳
」
の
部

分
を
「
目
」、「
あ
ご
」
の
部
分
を
「
鼻
」、「
チ
ョ
ー
カ
ー
」
の
部
分
を
口

と
み
な
す
と
、
あ
ご
の
し
ゃ
く
れ
た
老
婆
に
見
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

若
い
女
性
と
老
婆
の
ど
ち
ら
に
も
見
え
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
こ
そ
が
こ
の
絵
の
醍
醐
味
な
の
で
す
。

　

王
昌
齢
「
従
軍
行
」
の
承
句
「
孤
城
遥
望
玉
門
関
」
を
「
私
は
孤
城
か

ら
は
る
か
に
故
国
の
か
た

0

0

0

0

0

、
玉
門
関
を
望
む
」
と
い
う
風
に
、
望
む
方
角

を
限
定
し
て
訳
す
と
い
う
の
は
、
あ
た
か
も
こ
の
絵
に
「
若
い
女
性
」
と

い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
つ
け
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、「
い
や
、

こ
れ
は
若
い
女
性
の
絵
で
は
な
い
。
老
婆
の
絵
だ
」
と
反
論
す
る
の
が
ナ

ン
セ
ン
ス
で
あ
る
よ
う
に
、
玉
門
関
を
兵
士
が
西
か
ら
見
て
い
る
の
か
、

東
か
ら
見
て
い
る
の
か
を
、
二
者
択
一
的
に
議
論
す
る
の
も
ま
た
無
意
味

で
し
ょ
う
。「
従
軍
行
」
は
、
揺
れ
動
く
多
義
的
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
あ

る
の
で
す
か
ら
。

四
、「『
サ
ヨ
ナ
ラ
』
ダ
ケ
ガ
人
生
ダ
」
か
ら
「
酒
を
勧す

す

む
」

の
か
？

　

次
が
本
日
御
紹
介
す
る
最
後
の
詩
に
な
り
ま
す
。【
資
料
Ｃ
】
を
御
覧

く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
晩
唐
の
于う

武ぶ

陵り
ょ
う「

勧
酒
（
酒
を
勧
む
）」
と
い
う

詩
で
す
。
こ
の
詩
も
「
従
軍
行
」
と
同
様
、『
唐
詩
選
』
に
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
日
本
で
も
比
較
的
有
名
で
あ
り
、
現
代
で
も
漢
詩
の
ア
ン

ソ
ロ
ジ
ー
に
よ
く
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
詩
の
書
き
下
し
文
を
読
ん

で
み
ま
し
ょ
う
。
五
言
絶
句
で
す
の
で
、
こ
れ
で
全
文
に
な
り
ま
す
。

勧
君
金
屈
巵　
　

君
に
勧
む　

金き
ん

屈く
っ

巵し

満
酌
不
須
辞　
　

満ま
ん

酌し
ゃ
く
　

辞
す
る
を
須も
ち

ゐ
ず

花
発
多
風
雨　
　

花
発ひ
ら

け
ば
風
雨
多
し

人
生
足
別
離　
　

人
生　

別
離
足た

る
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こ
の
詩
を
、
井
伏
鱒
二
は
『
厄
除
け
詩
集
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
翻
訳

し
て
い
ま
す
。

コ
ノ
サ
カ
ヅ
キ
ヲ
受
ケ
テ
ク
レ

ド
ウ
ゾ
ナ
ミ
ナ
ミ
ツ
ガ
シ
テ
オ
ク
レ

ハ
ナ
ニ
ア
ラ
シ
ノ
タ
ト
ヘ
モ
ア
ル
ゾ

「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
ダ
ケ
ガ
人
生
ダ

　

こ
の
井
伏
訳
は
、
漢
詩
の
代
表
的
な
名
訳
と
し
て
、
広
く
人
口
に
膾
炙

し
て
い
ま
す
。
学
生
に
聞
い
て
み
る
と
、「『
サ
ヨ
ナ
ラ
』
ダ
ケ
ガ
人
生
ダ
」

と
い
う
文
句
は
知
っ
て
い
る
が
、
于
武
陵
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
知
ら
な
か
っ

た
と
答
え
ら
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
井
伏
訳
が
一
篇
の
詩
と

し
て
独
り
歩
き
し
て
い
る
状
態
で
す
ね
。

　

も
ち
ろ
ん
、
井
伏
訳
以
外
に
も
、
こ
の
「
勧
酒
」
に
は
様
々
な
訳
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
今
で
も
市
販
さ
れ
て
い
て
、
読
み
や
す
い

も
の
を
一
つ
御
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。【
資
料
Ｃ―

①
】を
御
覧
く
だ
さ
い
。【
資

料
Ｂ―

①
】
と
同
じ
く
、
前
野
直
彬
注
解
『
唐
詩
選
』
か
ら
の
抜
粋
で
す
。

　

君
に
す
す
め
る
黄
金
の
さ
か
ず
き
、
な
み
な
み
と
つ
い
だ
こ
の
酒

を
、
辞
退
な
ど
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
。
こ
の
世
の
中
は
、
花
が
咲

け
ば
、
と
か
く
雨
風
が
強
い
も
の
、
人
が
生
き
て
行
く
う
ち
に
は
、

別
離
ば
か
り
が
多
い
も
の
だ
（
さ
あ
、
く
よ
く
よ
せ
ず
に
飲
み
ほ
し

た
ま
え
）。

　

こ
の
訳
を
読
ん
で
気
づ
く
の
は
、
余
計
と
も
思
え
る
一
文
が
つ
け
加
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
末
尾
に
「
さ
あ
、
く
よ
く
よ
せ
ず
に
飲
み
ほ
し

た
ま
え
」
と
い
う
文
が
（　

）
に
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
詩
の
原
文
に

は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
語
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
つ
け
足
し

を
見
る
と
、
私
は
い
つ
も
反
語
表
現
の
模
範
訳
「
～
で
あ
ろ
う
か
（
い
や
、

～
な
い
）」
を
思
い
出
し
ま
す
。
訳
者
と
し
て
は
、
読
者
に
対
す
る
親
切

心
か
ら
一
言
添
え
た
つ
も
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の

自
由
な
読
み
を
阻
害
す
る
結
果
に
な
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、
前
野
氏
は
「
勧
酒
」
に
つ
い
て
「
友
人
と
の
別
離
に
際
し
、
別

れ
の
杯
を
す
す
め
な
が
ら
作
っ
た
詩
」
と
い
う
風
に
【
資
料
Ｃ―

①
】
で

解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
読
み
方
に
対
し
、
石
川
忠
久
編
『
漢
詩
鑑
賞

事
典
』
は
、「
勧
酒
」
の
鑑
賞
文
の
中
で
異
な
る
意
見
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

【
資
料
Ｃ―

②
】
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
詩
を
、
別
れ
の
酒
を
す
す
め
る
詩
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
採
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
題
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
酒
を
す
す

め
る
こ
と
自
体
に
重
点
が
あ
る
と
見
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
、
目
の

前
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
酒
宴
は
、
あ
く
ま
で
も
心
楽
し
い
も

の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
こ
の
詩
の
題
に
は
「
〇
〇
に
別
る
」
や
「
〇
〇
を
送
る
」
と

い
っ
た
、「
友
人
と
の
別
離
」
を
思
わ
せ
る
語
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

あ
く
ま
で
題
は
「
酒
を
勧
む
」
で
す
。
た
だ
、
こ
の
「
酒
」
が
「
別
れ
の

杯
」
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
、
と
い
う
議
論
も
ま
た
、
あ
ま
り
建
設

的
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
結
句
の
「
人
生　

別
離
足
る
」
は
、
友

人
と
の
別
れ
の
時
が
不
可
避
的
に
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
感
さ
せ
ま

（
18
）

（
19
）

（
20
）
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ノイズとしての二項対立

す
。
そ
の
「
時
」
は
、
あ
る
い
は
こ
の
酒
宴
が
終
わ
っ
た
時
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
友
人
と
の
別
離
」
の
酒
宴
で
あ
る
こ
と
と
、

「
心
楽
し
い
」
酒
宴
で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
対
立
す
る
関
係
に
は
な

い
で
し
ょ
う
。「
心
楽
し
い
別
離
の
酒
宴
」、
そ
う
い
っ
た
酒
宴
が
あ
っ
て

も
よ
い
で
は
な
い
で
す
か
。

　

こ
の
短
い
詩
に
描
か
れ
た
酒
宴
の
様
相
は
、
読
む
人
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
い
る
は
ず
で
す
。
た
と
え
ば
、
承
句
に
「
満
酌　

辞
す
る
を
須
ゐ
ず
」

と
あ
り
ま
す
が
、
会
場
の
皆
さ
ま
は
、
な
ぜ
「
辞
す
る
を
須
ゐ
ず
」（
辞

退
す
る
に
は
及
ば
な
い
）
な
の
か
、
そ
の
理
由
は
何
と
お
考
え
に
な
り
ま

す
か
。
お
そ
ら
く
、
人
そ
れ
ぞ
れ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
満
酌
」
の
お
酒
が
入
っ
た
「
金
屈
巵
」
は
、前
野
氏
の
注
に
よ
れ
ば
「
黄

金
製
の
酒
杯
の
一
種
で
、
椀
の
よ
う
な
形
を
し
、
柄
が
つ
い
て
お
り
、
そ

れ
を
持
っ
て
飲
む
も
の
。
ぜ
い
た
く
な
酒
器
」
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

中
に
注
が
れ
て
い
る
お
酒
も
、
き
っ
と
高
価
な
お
酒
で
は
な
い
か
と
想
像

で
き
ま
す
ね
。
こ
こ
に
重
点
を
置
き
ま
す
と
、「
辞
す
る
を
須
ゐ
ず
」
に
は
、

「（
高
価
な
お
酒
だ
け
れ
ど
）遠
慮
す
る
に
は
及
び
ま
せ
ん
よ
」と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
付
与
さ
れ
ま
す
。
こ
の
読
み
方
を
し
た
場
合
、
酒
宴
は
始
ま
っ

た
ば
か
り
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

別
の
読
み
方
も
ま
た
可
能
で
す
。
承
句
を
「
い
え
い
え
、
も
う
十
分
頂

き
ま
し
た
。
こ
れ
以
上
は
飲
め
ま
せ
ん
よ
」
と
断
っ
て
い
る
「
君
」
に
対

し
、「（
ま
あ
、
そ
う
言
わ
な
い
で
）
辞
退
す
る
に
は
及
び
ま
せ
ん
よ
」
と

さ
ら
に
飲
ま
せ
よ
う
と
す
る
台
詞
と
も
解
釈
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
す

で
に
酒
宴
は
た
け
な
わ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
、
承
句
の
読
み
方
に
と
も
な
っ
て
、
酒
宴
は
異
な
る
様
相

を
見
せ
ま
す
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
重
層
性
こ
そ
が
「
勧
酒
」
の
魅
力

の
一
つ
で
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
す
が
、
往
々
に
し
て
、
こ
の
詩
の
解
釈

は
Ａ
か
Ｂ
か
の
対
立
の
構
図
で
と
ら
え
ら
れ
、「
辞
す
る
を
須
ゐ
ず
」
の

理
由
も
「
～
だ
か
ら
」
と
限
定
的
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。【
資
料
Ｃ―

③
】

を
御
覧
く
だ
さ
い
。
平
野
彦
次
郎
氏
は
「
勧
酒
」
の
後
半
二
句
の
解
釈
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

「
花
發
多
風
雨　

人
生
足
別
離
」
に
就
い
て　

こ
の
二
句
は
二
様
の

解
が
あ
る
。

（
イ
）
佳
景
長
く
し
難
し
（
故
に
花
あ
る
中
に
楽
し
も
う
）、
良
会
再

び
し
難
し
（
故
に
逢
っ
た
時
に
楽
し
も
う
）
と
、
二
事
を
対

等
に
見
て
、
そ
う
い
う
理
由
で
花
あ
り
友
あ
る
今
の
時
に
酒

を
飲
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
。

（
ロ
）
花
發
多
風
雨
は
比
喩
に
用
い
た
も
の
で
、
折
角
開
い
た
花
も

風
雨
が
散
ら
す
よ
う
に
、人
生
に
は
別
離
が
あ
る
か
ら
、逢
っ

た
時
に
楽
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
人
生
足
別
離
の
句
を
主
と

す
る
。

右
の
両
説
は
い
ず
れ
も
成
立
す
る
。

　　

平
野
氏
の
「
右
の
両
説
は
い
ず
れ
も
成
立
す
る
」
と
い
う
考
え
方
に
、

私
は
賛
成
で
す
。
た
だ
、
一
つ
付
言
す
る
と
す
れ
ば
、
同
時
に
も

0

0

0

0

成
立
す

る
と
思
い
ま
す
。（
イ
）
と
（
ロ
）
両
説
の
違
い
は
、
花
は
実
際
に
咲
い

て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
比
喩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に

集
約
で
き
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
酒
宴
の
場
に
花
が
実
際
に
咲
き
誇
っ

て
い
る
と
見
た
上
で
、
そ
の
花
も
や
が
て
は
風
雨
に
散
っ
て
し
ま
う
こ
と

を
人
生
の
別
離
に
た
と
え
た
、
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で

（
21
）
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し
ょ
う
か
。

　

も
う
一
つ
、
注
意
し
た
い
の
は
（
イ
）
と
（
ロ
）
両
説
の
共
通
項
で
す
。

そ
れ
は
、
ど
ち
ら
も
「
酒
を
勧
む
」
理
由
を
詩
の
後
半
部
に
求
め
て
い
る

こ
と
で
す
。「
花
が
咲
い
て
い
る
こ
の
美
し
い
光
景
も
長
く
は
続
か
な
い

（
あ
る
い
は
、
友
と
の
酒
宴
も
次
は
い
つ
開
け
る
か
分
か
ら
な
い
）、
だ
か
0

0

ら
こ
そ

0

0

0

今
は
お
酒
を
飲
ん
で
楽
し
も
う
」
と
い
う
風
に
、
詩
の
後
半
部
を

「
理
由
」、
前
半
部
を
「
帰
結
」
と
す
る
読
み
方
。
こ
れ
も
一
種
の
対
立
の

構
図
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
勧
酒
」
が
こ
の
よ
う
な
構
図
で
読
ま
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
一
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。【
資
料
Ｃ―

④
】
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
横
山

伊
勢
雄
氏
は
、『
唐
詩
の
鑑
賞―
珠
玉
の
百
首
選
』
の
中
で
「
勧
酒
」
を

取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
杯
を
辞
退
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
理
由
は
、
後
半
の
二
句

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
花
が
美
し
く
咲
い
た
と
て
、
そ
の
美
し
さ
を

誇
る
間
も
な
く
風あ
ら
し雨
が
吹
き
散
ら
し
て
し
ま
う
。
自
然
に
お
け
る
こ

の
変
化
の
強
制
、「
月
に
む
ら
雲
、
花
に
風
」
の
無
情
は
、
人
生
に

お
い
て
は
別
離
の
遍
在
と
い
う
形
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。
か
く
そ
れ

が
避
け
が
た
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
何
も
悲
哀
に
沈
む
こ
と
は
あ
る

ま
い
。
会
え
ば
別
れ
る
の
が
人
生
な
ら
ば
、
別
れ
た
ら
ま
た
会
え
る

の
も
人
生
の
は
ず
だ
。
明
る
く
飲
ん
で
別
れ
よ
う
。
こ
の
含
意
が
転

結
の
二
句
に
あ
り
、
金
屈
巵
と
呼
応
し
て
い
る
と
、
私
は
見
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
勧
酒
」
の
後
半
二
句
は
、
し
ば
し
ば
酒
を
勧
め
る
「
理

由
」
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
考
え
な
く
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
花
発
け
ば
風
雨
多
し
、
人
生
別
離
足
る
」

と
い
う
感
慨
は
、
友
人
に
酒
を
勧
め
、
と
も
に
楽
し
む
と
い
う
行
為
に
よ
っ

て
結
果
的
に
生
じ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
す
。
友
人
と
酒

を
酌
み
か
わ
し
、
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
て
い
た
ら
、
ふ
と
満
開
の
花
が

目
に
入
り
、「
あ
あ
、
こ
の
花
も
い
ず
れ
は
散
る
よ
う
に
、
こ
の
楽
し
い

時
も
い
ず
れ
は
終
わ
る
の
だ
ろ
う
。
と
か
く
人
生
に
は
別
離
が
多
い
も
の

だ
」
と
い
う
認
識
に
帰
結
す
る
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
も
「
勧
酒
」
と
い

う
テ
ク
ス
ト
は
許
容
し
ま
す
。

　

こ
の
詩
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
前
半
と
後
半
と
の
因
果
関
係
で
は
な

く
、
そ
の
間
に
あ
る
断
絶
0

0

で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
断
絶
は
、
裂0

け
目
0

0

と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
絶
句
の
構
成
は
「
起
承
転
結
」

と
よ
く
説
明
さ
れ
ま
す
が
、す
ぐ
れ
た
絶
句
の
場
合
、「
起
承
」
と
「
転
結
」

の
間
に
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
幅
の
裂
け
目
が
あ
り
ま
す
。
幅
が
広
す
ぎ
る
と
、

読
者
は
ど
う
し
て
も
裂
け
目
を
越
え
ら
れ
ず
、
置
い
て
け
ぼ
り
に
さ
れ
ま

す
。
逆
に
、
幅
が
狭
す
ぎ
る
と
、
読
者
は
あ
ま
り
に
も
ス
ム
ー
ズ
に
通
過

で
き
て
し
ま
い
、
拍
子
抜
け
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
、す
ぐ
れ
た
絶
句
に
仕
込
ま
れ
た
裂
け
目
は
、読
者
が
ち
ょ

う
ど
自
力
で
飛
び
越
え
ら
れ
る
レ
ベ
ル
の
幅
な
の
で
す
。
詩
の
原
文
に
な

い
言
葉
を
あ
れ
こ
れ
と
必
要
以
上
に
補
っ
て
、
論
理
的
に
分
か
り
や
す
く

翻
訳
す
る
と
い
う
行
為
は
、
い
う
な
れ
ば
、
こ
の
裂
け
目
に
橋
を
架
け
、

「
さ
あ
、
こ
の
橋
を
渡
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
読
者
を
誘
導
す
る
よ
う
な
も

の
で
し
ょ
う
。
裂
け
目
を
ど
う
越
え
る
か
、
あ
る
い
は
ど
う
埋
め
る
か
は
、

読
者
の
想
像
力
に
ま
か
せ
る
べ
き
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
裂
け
目
の
幅
を

な
る
べ
く
維
持
す
る
よ
う
留
意
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
を
別
の
言
語
体
系

に
置
き
換
え
る
こ
と
、
訳
者
に
必
要
な
の
は
そ
の
よ
う
な
態
度
で
は
な
い

（
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で
し
ょ
う
か
。「
勧
酒
」
も
ま
た
、
前
半
か
ら
後
半
へ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
転
換
そ
の
も
の
に
妙
味
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
間
に
論
理
的
な
整

合
性
を
つ
け
て
訳
出
す
る
必
要
な
ど
な
い
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、「
勧
酒
」
の
妙
味
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
篇
が
「
人

生　

別
離
足
る
」
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
余
韻
で
す
。
こ
の

詩
の
前
半
と
後
半
を
入
れ
か
え
て
、「
花
発
多
風
雨
、
人
生
足
別
離
。
勧

君
金
屈
巵
、
満
酌
不
須
辞
」
と
し
て
み
た
ら
如
何
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
方

が
、
前
半
で
理
由
、
後
半
で
帰
結
を
述
べ
た
散
文
0

0

と
し
て
、
意
味
の
伝
達

は
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
韻
文
0

0

と
し
て
の
余

韻
は
皆
無
で
す
ね
。
ま
た
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
前
野
氏
の
訳
で
は
、
末
尾

に
「
さ
あ
、
く
よ
く
よ
せ
ず
に
飲
み
ほ
し
た
ま
え
」
と
い
う
一
言
が
加
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
余
計
な
訳
文
も
、
ノ
イ
ズ
と
し
て
原
詩
の

余
韻
を
損
な
わ
せ
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
井
伏
鱒
二
の
「『
サ
ヨ
ナ
ラ
』

ダ
ケ
ガ
人
生
ダ
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
余
韻
を
最
大
限
に
生
か
し
た
名
訳
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

最
後
に
問
題
に
し
た
い
の
は
、「
人
生　

別
離
足
る
」
の
「
足
る
」
の

意
味
に
つ
い
て
で
す
。【
資
料
Ｃ―

①
】
前
野
直
彬
注
解
『
唐
詩
選
』
で
は
、

こ
の
「
足
」
に
「
た
っ
ぷ
り
あ
る
。
多
い
こ
と
」
と
注
が
つ
い
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
松
浦
友
久
編
『
校
注 

唐
詩
解
釈
辞
典
』
に
も
、
于
武
陵
「
勧

酒
」
の
項
に
、
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。

人
生
足
別
離　

良
会
は
な
か
な
か
得
が
た
い
こ
と
を
い
う
。
こ
の

「
足
」は
、多
・
満
の
意
。
従
っ
て「
足お
ほ

し
」と
読
ん
で
も
よ
い
。「
多
」

の
字
を
二
度
使
用
す
る
こ
と
を
意
識
的
に
避
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

確
か
に
、
辞
書
で
「
足
」
を
引
く
と
、「
多
い
」
と
い
う
意
味
が
載
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
人
生
足
別
離
」
の
「
足
」

を
「
多
」
と
イ
コ
ー
ル
で
結
ん
で
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
こ
で
、「
足
」
と
「
多
」
の
字
義
上
の
重
な
り
を
、
ベ
ン
図
で
示
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
前
の
ス
ラ
イ
ド
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
足
」
と
「
多
」
は
、「
た
く
さ
ん
あ
る
」
と
い
う
意
味

を
共
有
し
て
い
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
、『
校
注 

唐
詩
解
釈
辞
典
』
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
于
武
陵
は
「
花
発
多
風
雨
」
の
「
多
」
と
重
複
す
る
の

を
避
け
る
た
め
、
便
宜
的
に
「
足
」
を
「
多
」
の
意
味
に
用
い
た
だ
け
な

（
23
）
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の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、「
人
生
足

別
離
」
の
「
足
る
」
か
ら
は
、
ベ
ン
図
の
左
の
円
の
う
ち
、
右
の
円
と
重

な
ら
な
い
部
分
、
す
な
わ
ち
「
足
」
と
い
う
漢
字
の
方
だ
け
が
も
っ
て
い

る
「
十
分
だ
」「
満
ち
て
い
る
」
等
の
意
味
も
ま
た
、
作
者
の
意
図
を
無

視
し
て
醸
し
だ
さ
れ
、
読
者
の
読
み
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。「
人
生
」

と
い
う
器
の
中
が
、
も
う
十
分
と
思
え
る
ほ
ど
「
別
離
」
で
満
ち
て
い
る
、

そ
の
よ
う
な
感
慨
を
「
人
生　

別
離
足
る
」
か
ら
読
み
と
っ
た
読
者
も
い

る
は
ず
で
す
。
少
な
く
と
も
、「『
サ
ヨ
ナ
ラ
』
ダ
ケ
ガ
人
生
ダ
」
と
訳
し

た
井
伏
鱒
二
は
そ
の
一
人
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
よ
く
、
名
作
の
文
字
を
い
じ
っ
て
台
無
し
に
す
る
と

い
う
一
人
遊
び
を
す
る
の
で
す
が
、
ひ
と
つ
「
勧
酒
」
を
使
っ
て
こ
の
遊

び
を
披
露
し
ま
し
ょ
う
。
も
し
「
花
発
多
風
雨
」
の
「
多
」
と
「
人
生
足

別
離
」
の
「
足
」
と
が
同
じ
意
味
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、
理
論
的
に
は

両
者
は
入
れ
替
え
が
可
能
な
は
ず
で
す
ね
。
試
し
に
入
れ
替
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
こ
う
な
り
ま
す
。

勧
君
金
屈
巵　
　

君
に
勧
む　

金き
ん

屈く
っ

巵し

満
酌
不
須
辞　
　

満ま
ん

酌し
ゃ
く

　

辞
す
る
を
須も
ち

ゐ
ず

花
発
足
風
雨　
　

花
発ひ
ら

け
ば
風
雨
足た

る

人
生
多
別
離　
　

人
生　

別
離
多
し

　

如
何
で
し
ょ
う
。
何
だ
か
名
作
が
台
無
し
に
な
っ
た
感
じ
が
し
ま
せ
ん

か
。「
花
発
け
ば
風
雨
足
る
」
に
は
ど
こ
か
違
和
感
を
覚
え
ま
す
し
、「
人

生　

別
離
多
し
」
に
至
っ
て
は
、
自
明
の
こ
と
を
ひ
ね
り
も
な
く
叙
述
し

た
に
過
ぎ
ず
、
原
作
の
余
韻
が
著
し
く
損
な
わ
れ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け

ま
す
。こ
の
改
変
版
か
ら
は
、井
伏
鱒
二
の
名
訳
は
き
っ
と
生
ま
れ
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
。
た
と
え
意
味
内
容
が
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
詩

の
言
語
と
い
う
も
の
は
、
置
き
換
え
不
能
な
の
で
す
。

五
、
ま
と
め

　

時
間
が
迫
り
ま
し
た
の
で
、
ま
と
め
に
入
り
ま
し
ょ
う
。
二
点
に
集
約

し
ま
し
た
。

①
漢
詩
に
お
い
て
は
、
一
字
一
字
の
意
味
の
広
が
り
、
語
と
語
の
曖
昧
な

結
び
つ
き
、
句
と
句
の
間
の
唐
突
な
飛
躍
が
し
ば
し
ば
テ
ク
ス
ト
に
揺

さ
ぶ
り
を
か
け
る
。
こ
の
振
り
幅
こ
そ
が
漢
詩
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。

②
漢
詩
を
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
読
も
う
。

　

①
に
つ
い
て
は
、「
本
日
お
話
す
る
内
容
の
要
点
」
①
と
し
て
挙
げ
た

「
漢
詩
を
読
む
と
き
、
二
つ
の
項
目
（
二
つ
の
異
な
る
解
釈
や
、
原
因
と

結
果
な
ど
）
を
対
立
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
そ
の
対
立
が
時
に
は
ノ
イ
ズ

と
な
っ
て
鑑
賞
を
妨
げ
る
」
を
、
本
日
お
話
し
た
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
、

別
の
観
点
か
ら
書
き
直
し
た
も
の
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。
②
は
、「
本
日

お
話
す
る
内
容
の
要
点
」
②
と
同
じ
で
す
。
会
場
の
皆
さ
ま
に
は
、「
漢

詩
を
書
い
て
あ
る
と
お
り
に
読
む
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
実
例
を
通

し
て
何
と
な
く
了
解
し
て
頂
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で

は
ち
ょ
う
ど
時
間
が
来
ま
し
た
の
で
、
本
日
の
講
演
は
こ
れ
で
終
了
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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注（
１
）　
『
広
辞
苑
』
第
七
版
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
よ
り
「
二
項
対
立
」

の
項
。

（
２
）　

原
文
は
「
項
王
軍
壁
垓
下
。
兵
少
食
尽
。
漢
軍
及
諸
侯
兵
囲
之
数
重
。

夜
聞
漢
軍
四
面
皆
楚
歌
、
項
王
乃
大
驚
曰
、
漢
皆
已
得
楚
乎
。
是
何
楚

人
之
多
也
。
項
王
則
夜
起
飲
帳
中
。
有
美
人
、
名
虞
。
常
幸
従
。
駿
馬
、

名
騅
。
常
騎
之
。
於
是
、
項
王
乃
悲
歌
忼
慨
、
自
為
詩
曰
」。

（
３
）　
『
筑
摩
書
房
版　

古
典　

学
習
指
導
の
研
究
４　

漢
文
編
（
一
）』（
筑
摩

書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
七
五
頁
。

（
４
）　
『
高
等
学
校　

古
典
Ｂ　

漢
文
編　

指
導
と
研
究
』
第
２
分
冊
（
第
一
学

習
社
、
二
〇
一
四
年
）
三
四
頁
。

（
５
）　

谷
本
文
男
・
小
原
広
行
『
精
説 

漢
文
』（
い
い
ず
な
書
店
、二
〇
一
四
年
）

五
八
頁
。

（
６
）　

内
田
泉
之
助
『
古
詩
源
』
上
（
集
英
社
、
一
九
六
四
年
）
六
七
頁
。

（
７
）　

安
藤
信
廣
『
漢
文
を
読
む
本
』（
三
省
堂
、
一
九
八
九
年
）
二
六
頁
。

（
８
）　

注
（
３
）
前
掲
書
、
七
四
頁
。

（
９
）　

王
利
器
主
編
『
史
記
注
訳
』（
三
秦
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
一
九
三
頁
。

な
お
、
原
文
は
簡
体
字
表
記
だ
が
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
繁
体
字
に
改

め
ま
し
た
。

（
10
）　

楊
燕
起
注
訳
『
史
記
全
訳
』（
貴
州
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
三
九

八
頁
。
な
お
、
原
文
は
簡
体
字
表
記
だ
が
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
繁
体

字
に
改
め
ま
し
た
。

（
11
）　
『
二
十
四
史
全
訳 

史
記
』（
漢
語
大
詞
典
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
一
一

七
頁
。

（
12
）　

前
野
直
彬
注
解
『
唐
詩
選
』
下
（
岩
波
書
店
、一
九
六
三
年
）
一
六
三
頁
。

（
13
）　

一
海
知
義
『
漢
詩
一
日
一
首
』（
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
）
四
五
六
頁
。

（
14
）　

日
野
龍
夫
校
注
『
唐
詩
選
国
字
解
』
３
（
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
）
一

三
四
頁
。『
唐
詩
選
国
字
解
』
は
、
江
戸
時
代
中
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
唐

詩
選
』
の
注
釈
書
。
服
部
南
郭
に
よ
る
『
唐
詩
選
』
の
講
釈
を
、
門
人

が
筆
録
し
た
ノ
ー
ト
が
も
と
に
な
っ
て
成
立
し
ま
し
た
。

（
15
）　

王
昌
齢
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
詩
人
で
あ
る
王お

う

之し

渙か
ん

の
「
涼
州
詞
」
に
「
黄

河
遠
上
白
雲
間
、
一
片
孤
城
万
仞
山
。
羌
笛
何
須
怨
楊
柳
、
春
光
不
度

玉
門
関
（
黄
河
遠
く
上の

ぼ

る
白
雲
の
間
、
一
片
の
孤
城
万
仞
の
山
。
羌
笛

何
ぞ
須も

ち

ゐ
ん
楊
柳
を
怨
む
を
、
春
光
度わ

た

ら
ず
玉
門
関
）」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
詩
の
「
孤
城
」
は
、
結
句
「
春
光
不
度
玉
門
関
」（
春
の
光
は
玉
門

関
を
越
え
て
は
こ
な
い
）
か
ら
見
る
に
、
玉
門
関
よ
り
さ
ら
に
西
方
に

あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

（
16
）　

明
・
唐
汝
詢
『
唐
詩
解
』
巻
二
六
（
河
北
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）

六
四
九
～
六
五
〇
頁
。

（
17
）　
『
新
唐
書
』
巻
一
三
五
「
哥
舒
翰
伝
」
に
「
踰
年
、
築
神
威
軍
青
海
上
、

吐
蕃
攻
破
之
。
更
築
於
龍
駒
島
、
有
白
龍
見
、
因
号
応
龍
城
」
と
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
哥
舒
翰
は
青
海
の
ほ
と
り
に
ま
ず
砦
を
築
き
、

つ
い
で
青
海
の
龍
駒
島
に
も
う
一
つ
砦
を
築
い
た
よ
う
で
す
。

（
18
）　

井
伏
鱒
二
『
厄
除
け
詩
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
）
四
五
頁
。
な

お
、
初
版
は
一
九
三
七
年
に
野
田
書
房
か
ら
刊
行
。
筑
摩
書
房
版
は
、

井
伏
自
身
に
よ
る
校
正
を
経
た
改
訂
版
で
す
。

（
19
）　

注
（
12
）
前
掲
書
、
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
。

（
20
）　

石
川
忠
久
編
『
漢
詩
鑑
賞
事
典
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
九
年
）
五
五
九
頁
。

（
21
）　

平
野
彦
次
郎
『
唐
詩
選
研
究
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
四
年
）
二
四
一

頁
。
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（
22
）　

横
山
伊
勢
雄
『
唐
詩
の
鑑
賞―

珠
玉
の
百
首
選
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九

七
八
年
）
三
九
九
頁
。

（
23
）　

松
浦
友
久
編 

『
校
注 

唐
詩
解
釈
辞
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
七
年
）

十
八
頁
。

（
24
）　

た
と
え
ば
、『
全
訳 

漢
辞
海
』
第
四
版
（
三
省
堂
、
二
〇
一
七
年
）「
足
」

項
に
は
、
形
容
詞
①
の
㋑
に
「
多
い
」
と
あ
り
、
北
周
・
庾ゆ

信し
ん

「
周
大

将
軍
司
馬
神
道
碑
銘
」
の
「
山
空
足
雲
（
山
空む

な

し
き
も
雲
足た

る
）」
が
、

用
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
ま
す
（
一
三
九
一
頁
）。

※
本
稿
は
、
法
政
大
学
国
文
学
会
（
二
〇
一
七
年
七
月
二
九
日
開
催
）
に
お
け

る
講
演
「
ノ
イ
ズ
と
し
て
の
二
項
対
立 ―

―

漢
詩
を
も
っ
と
自
由
に
読
む
た

め
に―

―

」
を
活
字
化
し
た
も
の
で
す
。
活
字
化
に
あ
た
っ
て
、
大
幅
に
修

正
の
手
を
入
れ
ま
し
た
。

※
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
法
政
大
学
人
文
科
学
研
究
科
修
士
課
程
の
修
了

生
で
あ
り
、
現
役
の
高
校
教
員
で
あ
る
岡
崎
孝
輝
氏
よ
り
、
高
校
教
科
書
に

関
連
す
る
資
料
や
情
報
の
提
供
な
ど
、
多
方
面
に
わ
た
っ
て
御
助
力
を
賜
り

ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
え
ん
ど
う　

せ
い
き
・
本
学
専
任
講
師
）

2017 年度　法政大学国文学会大会


