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一
　
序

　

江
藤（
二
〇
二
〇
：
四
九
）は
、「
江
戸
時
代
の
日
本
で
は
、
庶
民
か
ら
支
配
階
級
に
至
る
ま
で
、
教
育
に
関
す
る
意
識
が
か
な
り
高
か
っ

た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
戦
乱
の
世
で
の
武
力
の
よ
る
民
衆
支
配
か
ら
、
そ
の
武
士
階
級
を
上
位
に
置
い
た
身
分
制
を
維
持
す

る
た
め
の
根
拠
を
教
学
と
し
て
の
儒
学
に
求
め
た
」と
指
摘
す
る
。
江
戸
時
代
は
ま
さ
に
、
教
育
の
時
代（
高
橋
二
〇
〇
七
：
一
二
）で
あ

り
、
儒
学
に
よ
る
文
治
主
義
が
徹
底
さ
れ
た
時
代（
江
藤
同
書
：
四
九
）で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
江
戸
時
代
は
、
王
朝
時
代
に
次
ぐ
日

本
漢
文
の
二
番
目
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
た（
加
藤
二
〇
〇
六
：
一
八
九
）（

1
）
。

　

江
戸
時
代
の
日
本
人
は
、
中
国
に
留
学
す
る
こ
と
も
な
く
、
日
本
国
内
で
も
中
国
人
と
交
流
す
る
こ
と
も
な
く
、
本
来
外
国
語
で
あ
る

は
ず
の
漢
文
を
習
得
し
て
み
せ
た
。
し
か
も
そ
の
読
み
書
き
能
力
は
高
度
な
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。　

　

本
稿
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
制
度
化
さ
れ
、
全
国
に
普
及
し
た
素
読
と
い
う
学
習
法
が
、
漢
文
の
習
得
に
効
果
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
、

外
国
語
教
育
的
観
点
か
ら
そ
の
こ
と
に
対
し
て
合
理
的
な
説
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

な
お
本
稿
は
、
筆
者
の
ま
だ
未
整
理
の
思
索
過
程
を
粗
雑
に
記
録
し
た
、
覚
書
あ
る
い
は
研
究
ノ
ー
ト
段
階
に
留
ま
る
こ
と
を
あ
ら
か

じ
め
断
っ
て
お
く
。

二
　
学
習
環
境

　

漢
学
が
隆
盛
を
極
め
た
江
戸
後
期
に
、
日
本
人
の
漢
文
学
習
環
境
に
、
そ
れ
以
前
と
は
異
な
る
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
出
来
事
が

　
　

江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
素
読
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

漢
文
学
習
の
効
果
に
関
す
る
覚
書

三　

松　

国　

宏
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い
く
つ
も
重
な
っ
て
起
き
た
こ
と
は
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

江
戸
期
と
い
う
時
代
の
特
徴
を
ひ
と
言
で
言
え
ば
、
教
育
の
大
衆
化
で
あ
る
。
徳
川
幕
府
の
儒
学
に
よ
る
文
治
主
義
が
徹
底
さ
れ
た
た

め
、
お
上
か
ら
の
通
達
は
言
う
に
及
ば
ず
、
す
べ
て
の
事
務
処
理
が
文
書
を
通
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
支
配
階
級
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
庶
民
に
至
っ
て
も
、「
読
み
書
き
算
盤
」は
生
き
て
い
く
す
べ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
代
に
は
、
教
育

の
裾
野
が
拡
大
さ
れ
た
の
だ
（
2
）
。

　

学
問
に
関
し
て
言
う
と
、
古
来
、
日
本
に
お
い
て
は
、
漢
籍
を
読
む
こ
と
が
学
問
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
中
世
ま
で
は
、

漢
籍
を
読
む
者
、
漢
詩
文
を
綴
る
者
は
、
基
本
的
に
貴
族
や
僧
侶
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
た（
齋
藤
二
〇
一
四
：
一
三
一
）。
つ
ま
り
、
学

問
は
一
部
の
特
権
的
地
位
に
あ
る
人
々
に
独
占
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
鈴
木（
一
九
七
五
：
三
八
）が
指
摘
す
る
通
り
、
平
安
中
期
以
降
、

博
士
家
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
氏
族
に
学
問
が
独
占
さ
れ
、
各
博
士
家
独
自
の
訓
点
で
あ
る
家
点
は
、
博
士
家
累
代
の
貴
重
な
秘
説
と
し
て
、

そ
の
門
人
に
教
授
さ
れ
た
の
で
あ
る（
鈴
木
同
書
：
五
四
）。
い
わ
ば
、
読
め
な
い
漢
籍
を
如
何
に
読
む
か
に
関
す
る
技
能
は
、
世
襲
的

に
親
か
ら
子
へ
、
あ
る
い
は
師
か
ら
弟
子
へ
の
み
受
け
継
が
れ
る
奥
義
で
あ
り
、
門
外
不
出
の
秘
技
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
学
問
知
識
の
秘
匿
性
・
独
占
性
が
破
ら
れ
た
の
が
、
江
戸
と
い
う
時
代
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
の
統
治
の
原
理
に
則
っ
て
、

学
問
が
一
般
に
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
話
を
戻
し
て
、
江
戸
後
期
の
学
習
環
境
の
変
化
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
教
育
対
象
の
統
一
で
あ
り
、
二

つ
目
は
、
教
育
機
関
の
整
備
で
あ
り
、
最
後
は
、
教
育
の
画
一
化
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
齋
藤（
二
〇
〇
七
：
二
六　
│　

二
七
）は

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

一
七
八
七
年
の
倹
約
令
に
始
ま
り
、
老
中
松
平
定
信
に
よ
っ
て
足
か
け
七
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
の
が
寛
政
の
改
革
と
呼
ば
れ

る
一
連
の
政
策
で
す
。
そ
し
て
そ
の
う
ち
で
も
、寛
政
二
年（
一
七
九
〇
）か
ら
行
わ
れ
た
異
学
の
禁
が
、素
養
と
し
て
の
漢
文
に
と
っ

て
は
重
要
で
す
。
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異
学
の
禁
は
、
幕
府
に
お
け
る
教
学
の
標
準
を
定
め
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
儒
教
の
経
典
の
解
釈
学
と
し
て
朱

子
学
を
正
統
と
し
、
そ
れ
以
外
の
学
派
、
た
と
え
ば
陽
明
学
や
古
学
あ
る
い
は
折
衷
派
な
ど
を
幕
府
の
儒
者
が
講
じ
る
こ
と
を
禁
じ

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
幕
府
の
援
助
は
与
え
つ
つ
も
名
目
と
し
て
は
林
家
の
家
塾
で
あ
っ
た
湯
島
の
聖
堂
を
、
正
式
に
幕
府

の
学
問
所
　

│
　

昌
平
黌
も
し
く
は
昌
平
坂
学
問
所
と
呼
ば
れ
ま
す
　

│
　

と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
中
国
の
官
吏
登
用
試
験
で
あ
る
科
挙
を
参

照
し
た
「
学
問
吟
味
」
お
よ
び
そ
の
初
学
向
け
の
「
素
読
吟
味
」
と
い
う
試
験
を
行
い
ま
し
た
。
事
典
ふ
う
に
説
明
す
れ
ば
、
ざ
っ
と

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

近
代
的
な
概
念
で
言
い
換
え
れ
ば
、
国
定
教
科
書
を
指
定
し
、
国
立
学
校
を
設
置
し
、
国
家
統
一
試
験
を
行
っ
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。

要
す
る
に
、
幕
府
に
よ
っ
て
、
教
育
対
象
は
朱
子
学
に
統
一
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
、
官
立
の
学
校
で
は
教
材
も
統
一
さ
れ
、
学
問
所
や
藩

校
が
整
備
さ
れ
て
い
き
、
到
達
度
の
基
準
と
な
る
試
験
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

教
材
の
統
一
に
関
連
し
て
、
江
戸
後
期
に
は
、
大
衆
の
勉
学
を
後
押
し
す
る
形
で
、
学
問
テ
キ
ス
ト
の
和
刻
本
の
流
通
が
増
え
た
こ
と

を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
和
刻
本
は
、
返
り
点
と
送
り
仮
名
が
付
け
ら
れ
、
訓
読
に
適
し
た
形
で
出
版
さ
れ
る
の
が
大
半

で
あ
っ
た（
辻
本
二
〇
一
〇
：
八
九
）の
で
あ
る
が
、
様
々
な
訓
法
が
あ
る
中
、
幕
府
直
轄
の
昌
平
坂
学
問
所
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
幕
臣
臣
下
へ
の
試
験「
素
読
吟
味
」に
際
し
て
は
、
後
藤
点
四
書
五
経
が
用
い
ら
れ
た（
鈴
木
一
九
七
五
：
一
二
六
、
佐
藤
二
〇
二
〇
：

二
三
四
）こ
と
か
ら
考
え
て
、
テ
キ
ス
ト
に
施
さ
れ
る
訓
点
も
画
一
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
補
読
語
が
少
な
く
、
音
読

が
増
加
し
、
簡
略
化
し
た
訓
法
の
代
表
格
で
あ
る
後
藤
点
が
素
読
吟
味
の
基
準
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
は
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、

原
文
に
対
し
て
、
訓
読
文
が
固
定
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
訓
読
文
の
翻
訳
機
能
が
大
幅
に
減
少
し
、
原
漢
文
の
た
だ
の
発
音
形
に
限

り
な
く
近
づ
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
（
3
）
。

　

教
材
の
統
一
や
特
定
の
訓
法
の
採
用
も
、
教
育
の
画
一
化
を
意
味
す
る
が
、
教
育
機
関
に
お
け
る
儒
学
の
学
習
課
程
も
画
一
化
さ
れ
て
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い
て
、
試
験
が
素
読
吟
味
・
学
問
吟
味
と
二
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
の
に
対
応
し
て
、
ま
ず
素
読
の
課
程
が
あ
り
、
次
に
講
義
の
課
程
に

進
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
詳
細
は
辻
本（
二
〇
一
〇
：
九
二　
│　

九
八
、
二
〇
一
四
：
一
三
九　
│　

一
四
二
）に
譲
る
。
な
お
素
読
課
程
に

お
い
て
は
、
読
書
順
序
も
朱
子
学
の
標
準
を
お
お
む
ね
踏
襲
し
て（
辻
本
二
〇
一
〇
：
九
四
、
二
〇
一
四
：
一
三
九
　

│　

一
四
〇
）決
ま
っ

て
お
り
、
ま
ず『
孝
経
』①
を
読
み
、
四
書
の『
大
学
』②
、『
論
語
』③
、『
孟
子
』④
、『
中
庸
』⑤
と
進
み
、
五
経
の『
書
経
』⑥
、『
詩
経
』⑦
、

『
礼
記
』⑧
、『
易
経
』⑨
、
最
後
に
最
も
難
し
い『
春
秋
』⑩
に
至
る
と
言
う
。

　

ま
た
、
中
村（
二
〇
〇
二
：
一
一
三　
│　

一
一
四
）は
素
読
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
素
読
」
と
い
う
中
国
古
典
文
の
「
読
み
方
」
が
確
立
し
た
の
は
江
戸
期
、
そ
れ
も
制
度
と
し
て
定
着
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
寛
政

異
学
の
禁
」
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
が
、「
素
読
」
と
い
う
「
読
書
」
の
「
形
式
」
が
、
儒
学
思
想
上
の
出
来
事
と
分

離
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
示
す
（
中
略
）
な
か
で
も
「
学
問
吟
味
」
の
前
段
階
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
素
読
吟
味
」
は
、
江
戸
昌
平

坂
学
問
所
に
止
ま
ら
ず
、
幕
府
直
轄
領
内
学
問
所
に
い
た
る
ま
で
、
広
く
共
通
の
基
礎
科
目
と
し
て
普
及
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
幕
府
内
部
に
止
ま
ら
ず
、
地
方
の
私
塾
、
寺
子
屋
に
ま
で
ひ
ろ
が
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

江
戸
後
期
に
お
け
る
、
素
読
学
習
の
全
国
規
模
で
の
普
及
が
見
て
取
れ
る
。

三
　
素
読
と
い
う
学
習
法

　

辻
本（
二
〇
一
〇
：
九
九
）は
、
素
読
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

素
読
は
、
中
国
古
代
の
古
典
を
、
意
味
理
解
も
と
も
な
わ
な
い
ま
ま
、
声
に
出
し
て
丸
ご
と
暗
誦
す
る
だ
け
の
学
習
法
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
、
素
読
は
テ
キ
ス
ト
を
読
む
、
つ
ま
り
「
音
読
す
る
」
行
為
と
、
一
見
し
て
同
じ
に
見
え
る
。
し
か
し
素
読
の
目
的
は
、
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テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
声
に
出
し
て
繰
り
返
し
読
む
こ
と
で
テ
キ
ス
ト
を
「
暗
記
す
る
」
こ
と
の
う
ち
に

あ
る
。
目
的
は
「
音
読
」
よ
り
「
暗
記
」
な
の
で
あ
る
。
声
に
出
し
て
繰
り
返
し
読
む
こ
と
は
、「
暗
記
す
る
」
た
め
の
方
法
に
ほ
か
な

ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
素
読
は
、
外
国
語
教
育
学
的
な
観
点
か
ら
見
て
、
二
つ
の
点
で
注
目
に
値
す
る
。
ひ
と
つ
は
昨
今
、
効
果
が
期
待
で
き

る
外
国
語
学
習
法
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る「
音
読
」（

4
）
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
点
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
素
読
が
制
度
化
さ
れ

全
国
に
普
及
し
た（
齋
藤
二
〇
一
四
：
一
三
四
）江
戸
後
期
と
い
う
時
代
が
、
ち
ょ
う
ど
漢
文
が
隆
盛
を
極
め
た
時
代（
齋
藤
同
書
：
一
三

一
）に
あ
た
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
つ
目
の
観
点
に
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
中
村（
二
〇
〇
二
：
一
〇
〇
）が
指
摘
す
る
通
り
、「
明

治
初
期
に「
知
識
人
」と
し
て
の
社
会
的
自
立
を
果
た
し
た
人
々
が
、
ほ
ぼ
例
外
な
く「
文
化
・
文
政
・
天
保
の
頃
」に
生
ま
れ
、「
明
和
・

安
永
」の
頃
に
生
ま
れ
た
学
者
か
ら
入
門
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
ら
の
重
み
」を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
言
う「
入
門
」と
は
漢

文
の
素
読
を
指
す
。
漢
文
隆
盛
の
余
波
は
明
治
前
期
ま
で
続
い
た
の
だ
が
、
素
読
学
習
の
普
及
と
当
時
の
漢
文
力
の
向
上
は
偶
然
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
一
点
目
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
素
読
と「
音
読
」の
異
同
点
を
明
確
に
し
て
お
く
。

　

素
読
と「
音
読
」と
の
類
似
点
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
書
か
れ
た
文
章
を
声
に
出
し
て
読
み
上
げ
る
点
で
あ
る
。
単
語
や
フ
レ
ー
ズ
単

位
の
発
音
練
習
で
は
な
く
、
文
レ
ベ
ル
も
し
く
は
文
連
続
レ
ベ
ル
で
、
流
暢
に
読
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
練
習
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

実
は
こ
の
手
の
練
習
に
、
読
む
対
象
が
母
語
で
あ
る
か
外
国
語
で
あ
る
か
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
（
5
）
。

　

次
に
、
具
体
的
に
相
違
点
を
挙
げ
る
前
に
、
素
読
が
実
際
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
を
示
す
た
め
、
辻
本（
二
〇
一
四
：
一
四
〇
）（6
）
を

引
用
す
る
。

師
匠
の
素
読
指
導
は
個
別
指
導
が
原
則
で
あ
っ
た
。
複
数
の
学
生
を
一
斉
教
授
方
式
で
指
導
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
木
版
刷
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り
大
判
テ
キ
ス
ト
を
間
に
挟
ん
で
、
師
匠
と
子
供
が
差
し
向
か
い
で
座
り
、
師
が
一
字
ず
つ
字
突
棒
で
指
し
、
声
に
出
し
て
訓
読
し

て
見
せ
る
。
そ
れ
を
子
供
が
お
う
む
返
し
に
復
唱
す
る
（
付
け
読
み
）。
師
の
リ
ー
ド
な
し
で
読
め
る
ま
で
声
に
出
し
て
く
り
返
し

稽
古
す
る
。
そ
の
稽
古
は
た
い
て
い
帰
宅
後
の
こ
と（
温
習
）。
次
回
の
稽
古
は
、前
回
箇
所
を
完
全
に
暗
唱
で
き
る
こ
と
を
確
認（
復

読
）
し
た
後
に
次
に
進
む
。
比
較
的
短
時
間
の
個
人
指
導
と
長
時
間
の
自
習
・
復
習
に
よ
っ
て
、
素
読
学
習
は
進
め
ら
れ
た
。

こ
れ
は
学
校
で
の
素
読
指
導
の
様
子
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
師
匠
が
模
範
発
音
を
示
す
と
こ
ろ
が
重
要
で
あ
る
。

　

前
掲
の
辻
本（
二
〇
一
〇
：
九
九
、
二
〇
一
四
：
一
四
〇
）か
ら
、「
音
読
」と
素
読
の
相
違
点
と
し
て
、
次
の
五
点
が
指
摘
で
き
る
。

　

・
素
読
は
、
純
粋
な「
音
読
」で
は
な
く
、
パ
ラ
レ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
近
い

　

・
原
語
音（
目
標
言
語
の
音
声
）で
は
な
く
、
母
語
音（
日
本
語
の
音
声
）で
読
む

　

・
読
み
上
げ
る
テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
理
解
が
容
易
あ
る
い
は
理
解
可
能
で
は
な
い

　

・
原
文
の
意
味
理
解
を
と
も
な
わ
な
い

　

・
原
典
の
暗
記
が
目
的
で
あ
る

前
掲
の
引
用
に
あ
る
通
り
、
師
匠
が
一
字
ず
つ
字
突
棒
で
指
し
な
が
ら
、
訓
読
し
て
見
せ
た
と
い
う
こ
と
は
、
学
習
者
は
、
字
を
見
な
が

ら
師
の
模
範
発
音
を
聞
い
て
、
師
が
ポ
ー
ズ
を
置
い
た
際
に
、
聞
い
た
通
り
に
お
う
む
返
し
に
繰
り
返
し
た
、
つ
ま
り
復
唱
し
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、
模
範
を
示
す
師
匠
か
ら
の
音
声
イ
ン
プ
ッ
ト
を
処
理
し
な
が
ら
、
視
覚
情
報
で
あ
る
書
記
イ

ン
プ
ッ
ト
も
処
理
し
な
が
ら
、
文
字
言
語
を
音
声
化
す
る
パ
ラ
レ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ（
門
田
二
〇
二
〇
：
一
四
）を
行
っ
て
い
る
と
み

な
し
得
る
。
た
だ
し
、
学
習
者
が
自
宅
で
行
う
自
主
的
な
稽
古
で
あ
る
温
習
は
、
師
の
リ
ー
ド（
模
範
音
声
）が
な
い
こ
と
か
ら
、「
音
読
」

の
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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素
読
が「
音
読
」と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
二
点
目
の
日
本
語
音
の
使
用
で
あ
る
。
原
漢
文
を
訓
読
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
目
的

の
中
に
、
通
常
の
外
国
語
の「
音
読
」の
初
期
段
階
の
練
習
で
あ
る
、
母
語
に
な
い
音
を
出
せ
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
発
音
練
習
の
意
図

は
微
塵
も
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
漢
文
学
習
と
し
て
の
素
読
の
特
殊
性
で
も
あ
る
の
だ
が
、
読
み
上
げ
る
時
に
用
い

る
音
声
は
、
学
習
者
が
母
語
と
し
て
習
得
済
み
の
当
時
の
現
代
日
本
語
音
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
発
音
困
難
な
音
は
ひ
と
つ
も
な
い
の
で

あ
る
。
訓
読
文
体
自
体
は
、
江
戸
時
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
も
、
現
代
の
日
本
人
と
同
様
、
不
正
確
で
あ
る
こ
と
を
承
知
で
大
雑
把
に
言

え
ば
古
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
口
語
と
文
語
の
差
に
加
え
、
学
習
者
が
日
常
使
っ
て
い
る
日
本
語
と
の
間
に
時
代
的
な
乖
離
が
存
在
す

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
音
す
る
と
き
は
そ
の
当
時
の
口
語
と
同
様
の
日
本
語
音
を
使
う
。
こ
れ
は
、
現
代
の
日
本
人
が
古
文
を
現
代

日
本
語
音
で
発
音
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
原
文
、
訓
読
文
、
出
力
と
し
て
の
発
音
の
三
者
が
、
異
な
る
言
語
変
種
に
属
す

る
と
い
う
状
態
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
相
違
点
の
三
点
目
、
四
点
目
、
五
点
目
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
教
育
の
目
的
と
教
育

方
法
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
江
戸
後
期
の
学
問
所
や
藩
校
な
ど
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
学
習
課
程
が
完
全
に
二
段
階
に

分
け
ら
れ
て
い
て
、
基
礎
学
習
と
し
て
素
読
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
ま
ず
、
必
要
な
経
書
を
暗
誦
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
、

次
の
課
程
で
あ
る
講
義
に
進
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
講
義
課
程
に
入
っ
て
初
め
て
、
暗
誦
し
た
経
書
の
字
句
に
意
味
が
与
え
ら
れ
、
解

釈
す
る
学
習
を
す
る
の
だ（
辻
本
二
〇
一
四
：
一
三
九　
│　

一
四
〇
）。
つ
ま
り
意
味
解
釈
は
、
経
書
を
暗
記
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、

先
送
り
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
段
階
方
式
の
学
習
課
程
に
加
え
、
意
味
解
釈
を
先
送
り
す
る
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
学
習
目
的
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
当
時
の
学
問
を
す
る
主
た
る
目
的
は
、
漢
文
と
い
う
外
国
語
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
朱
子
学
と
い
う
儒
学
の
一
派

を
修
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
外
国
語
習
得
が
目
的
で
あ
る「
音
読
」練
習
が
、
学
習
効
果
を
考
慮
し
て
、
あ
る
程
度
意
味
が

わ
か
る
テ
キ
ス
ト
を
練
習
用
に
選
ぶ
の
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
る（
門
田
二
〇
二
〇
：
三
五
、
一
五
五
）の
に
対
し
て
、、
経
書
を
読
む
こ
と

に
徹
し
た
学
問
で
あ
る
儒
学（
辻
本
二
〇
一
〇
：
九
二
、
二
〇
一
四
：
一
三
三
）で
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
学
習
者
の
漢
文
力
の
レ

ベ
ル
に
合
わ
せ
て
テ
キ
ス
ト
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
読
む
テ
キ
ス
ト
は
、
四
書
五
経
で
し
か
あ
り
え
ず
、
読
む
順
番
も
ほ
ぼ
指
定
さ
れ
固
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定
さ
れ
て
い
た（
辻
本
二
〇
一
〇
：
九
四
、
二
〇
一
四
：
一
三
九　
│　

一
四
〇
）。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
学
習
者
の
素
読
開
始
年
齢
も

考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
辻
本（
二
〇
一
〇
：
九
二
）は
、「
素
読
学
習
を
開
始
す
る
年
齢
は
、
数
え
年
で
七
‐
八
歳
が
適
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。
現
代
で
言
え
ば
小
学
校
一
年
生
く
ら
い
で
あ
る
。
四
書
五
経
を
理
解
す
る
に
は
あ

ま
り
に
幼
す
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
独
特
の
節
回
し
で
読
み
上
げ
る
漢
文
訓
読
を
、
意
味
が
わ
か
ろ
う
と
わ
か
る

ま
い
と
、
面
白
が
っ
て
取
り
組
め
る
年
齢
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
辻
本（
二
〇
一
〇
：
一
〇
〇
）は
漢
文
訓
読
体
に
関
し
て
次
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。

　

こ
の
漢
文
訓
読
体
は
、
古
代
中
国
の
古
典
文
（
経
書
）
を
、
日
本
語
の
文
法
に
し
た
が
っ
て
返
り
点
と
送
り
仮
名
を
つ
け
、
そ
う

す
る
こ
と
で
日
本
語
の
文
脈
に
置
き
換
え
た
一
種
の
日
本
語
化
さ
れ
た
文
で
あ
る
。
た
だ
し
独
特
の
文
体
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

声
で
語
ら
れ
る
口
語
の
日
常
語
と
は
も
ち
ろ
ん
、
文
語
と
し
て
の
日
本
語
と
も
異
な
っ
た
文
体
で
あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
王
朝
の

系
譜
を
ひ
く
「
雅
語
」
と
い
う
の
に
近
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
訓
読
体
漢
文
は
単
な
る
雅
語
で
は
な
い
。

　

な
ぜ
こ
う
し
た
文
体
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
声
に
出
し
て
暗
記
し
や
す
い
よ
う
に
、
リ
ズ
ム
や
抑
揚

や
言
い
回
し
な
ど
が
整
え
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
訓
読
体
漢
文
の
力
強
い
独
特
の
文
体
は
、

こ
の
結
果
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
い
わ
ば
訓
読
体
漢
文
は
「
身
体
化
」
す
る
の
に
適
し
た
、
声
に
出
し
て
調
子
よ
く
響
く
文
体

と
な
っ
て
い
る
。「
素
読
の
た
め
の
言
語
」
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
や
は
り
、
素
読
は
単
な
る
「
音
読
」
と

は
異
質
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

声
に
出
し
節
を
つ
け
て
読
み
上
げ
る
こ
と
は
、
暗
記
法
と
し
て
も
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
素
読
の
目
的
は
ま
さ
に
暗
記
な
の
で
あ
り
、
漢

文
訓
読
体
と
い
う
の
は
、
暗
誦
し
や
す
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
、
一
種
の
人
工
言
語
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
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四
　
素
読
の
学
習
効
果

　
「
音
読
」と
素
読
の
異
同
点
を
踏
ま
え
、
素
読
の
学
習
効
果
と
し
て
何
が
期
待
で
き
る
か
を
、「
音
読
」の
学
習
効
果
と
比
較
し
な
が
ら

検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

門
田（
二
〇
〇
七
：
三
六　
│　

三
七
）は
、「
音
読
」の
効
用
と
し
て
、「
単
語
認
知
の
自
動
化
機
能
」と「
新
規
学
習
項
目
の
内
在
化
機
能
」

の
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

　

ひ
と
つ
目
の「
単
語
認
知
の
自
動
化
機
能
」と
は
門
田（
同
書
：
三
六
）の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
書
か
れ
た
語
を
音
韻
情
報
に
変
換（
音
韻

符
号
化
）す
る
プ
ロ
セ
ス
を
高
速
化
し
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
処
理
の
自
動
化
を
は
か
る
機
能
」で
あ
る
（
7
）
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
文
字

と
音
を
関
連
付
け
、
一
致
さ
せ
、
固
定
化
さ
せ
、
内
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
文
字
列
を
見
て
、
一
瞬
で
そ
れ
を
音
声
に
変
換
し
て
ほ

ぼ
無
意
識
の
う
ち
に
口
に
出
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
素
読
に
当
て
は
め
る
と
、
素
読
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
漢
字
を
目
で
捉
え
、
そ
れ
を
字
音
ま
た
は
字
訓
に
関
連
付
け
、
一
致
さ
せ
、
固
定
化
さ
せ
、
内
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
訓
点

付
き
の
漢
文
を
目
で
見
て
、
そ
れ
を
瞬
時
に
読
み
下
す
プ
ロ
セ
ス
を
自
動
化
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
素
読
で
は
、
漢
文
を
音
読
で
は
な
く
、

訓
読
す
る
の
で
あ
る
が
、
音
読
で
あ
ろ
う
が
、
訓
読
で
あ
ろ
う
が
、
漢
字
を
読
ん
で
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
素
読
の
視
覚
入
力
で
あ
る
漢
字
を
音
声
出
力
す
る
過
程
を
自
動
化
で
き
る
た
め
に
は
、
漢
字
の
読
み
が
一
定
か
つ
固
定
化

さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
訓
法
が
後
藤
点
に
集
約
さ
れ
た
こ
と
が
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

素
読
の「
単
語
認
知
の
自
動
化
機
能
」を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
通
常
の「
音
読
」の
場
合
、
単

語
を
読
み
上
げ
る
場
合
、
長
期
記
憶
中
の
メ
ン
タ
ル
レ
キ
シ
コ
ン
に
ア
ク
セ
ス
し
、
視
覚
提
示
さ
れ
た
語
に
該
当
す
る
語
彙
情
報
を
検
索

し
て
初
め
て
単
語
が
認
知
さ
れ
る（
門
田
同
書
：
九
九
）の
だ
が
、
素
読
段
階
の
子
供
の
場
合
、
そ
も
そ
も
漢
文
の
メ
ン
タ
ル
レ
キ
シ
コ

ン
が
で
き
て
い
な
い
か
、
相
当
貧
弱
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
意
味
の
検
索
が
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
訓

読
文
は
な
ま
じ
日
本
語
で
あ
る
た
め
、
読
み
上
げ
た
と
き
、
母
語
で
あ
る
日
本
語
の
音
韻
知
識
を
使
っ
て
意
味
は
わ
か
ら
な
く
と
も
、
音

連
続
を
単
語
に
区
切
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
素
読
に
お
い
て
は
そ
う
い
う
意
味
の「
単
語
認
知
の
自
動
化
」
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は
あ
る
程
度
は
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
前
述
し
た
通
り
、
素
読
に
は「
音
読
」と
違
っ
て
、
師
匠
の
模
範
発
音
が
あ
る
が
、
そ
の
際
、
使
わ
れ
る
音
は
す
べ
て
馴
染
み

の
あ
る
日
本
語
音
で
あ
る
た
め
、
学
習
者
は
個
別
音
で
は
な
く
、
師
匠
の
模
範
音
声
の
プ
ロ
ソ
デ
ィ
に
よ
り
集
中
で
き
る
の
で
な
い
か
と

推
測
で
き
る
。
訓
読
の
音
声
に
は
そ
も
そ
も
独
特
の
節
回
し
が
付
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
子
供
の
注
目
を
集
め
る
の

で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
抑
揚
を
つ
け
る
か
、
ど
こ
に
ポ
ー
ズ
を
お
く
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
、
原
文
の
意
味
が
分
か
っ
て
読
み

上
げ
て
い
る
で
あ
ろ
う
師
匠
の
真
似
が
で
き
れ
ば
、
後
々
、
講
義
の
課
程
に
進
ん
で
意
味
が
分
か
っ
て
き
た
と
き
、
意
味
の
塊
と
抑
揚
や

ポ
ー
ズ
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
腑
に
落
ち
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

辻
本（
二
〇
一
〇
：
九
九
、
二
〇
一
〇
：
一
四
三
）は
、
素
読
を「
テ
キ
ス
ト
の
身
体
化
」と
と
ら
え
、
そ
れ
を「
テ
キ
ス
ト
を
丸
ご
と

身
体
の
う
ち
に
埋
め
込
ん
で
い
く
と
い
う
意
味
」だ
と
説
明
し
て
い
る
。
具
体
的
な
説
明
は
な
い
た
め
、
実
際
問
題
何
を
意
味
し
て
い
る

の
か
は
不
明
確
だ
が
、
聖
人
の
言
葉
が
書
か
れ
た
経
書
と
自
分
自
身
を
一
体
化
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
哲
学
・
思
想
的
な
捉
え
方
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の「
身
体
化
」を
外
国
語
学
習
的
な
観
点
か
ら
捉
え
な
お
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
身
体
化
と
は
、「
覚
え
た
フ
レ
ー
ズ
・
文
な
ど
を
い
つ
で
も
思
い
出
し
て
口
に
出
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
途
中
の
一
部
だ
け

を
思
い
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
特
に
思
い
出
そ
う
と
し
な
く
て
も
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
頭
の
中
で
、
繰
り
返
し
鳴
り
響
い
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
外
国
語
学
習
に
お
い
て
は
、
例
文
暗
記
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
白
井
二
〇
〇
八
：
一

一
六
）が
、
素
読
に
お
い
て
四
書
五
経
を
す
べ
て
暗
誦
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
例
文
暗
記
の
理
想
を
遥
か
に
超
え
る
学
習
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
二
言
語
習
得
研
究
で
は
、
外
国
語
学
習
に
は
大
量
の
イ
ン
プ
ッ
ト
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（
白
井
二
〇
〇

八
、
バ
ト
ラ
ー
後
藤
裕
子
二
〇
一
五
）が
、
四
書
五
経
を
す
べ
て
覚
え
て
い
る
す
れ
ば
、
大
量
の
イ
ン
プ
ッ
ト
に
触
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
素
読
に
は
外
国
語
学
習
と
し
て
の
効
果
が
期
待
で
き
る
の
だ
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
暗
誦
し
た
訓
読

文
に
は
意
味
が
乗
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
言
語
習
得
理
論
に
お
い
て
は
、
役
に
立
つ
イ
ン
プ
ッ
ト
の
条
件
は
意
味
が

理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
素
読
し
た
結
果
と
い
う
の
は
、
歌
詞
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
多
数
の
歌
を
空
で
歌
え
る
よ
う
に
な
っ
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た
こ
と
に
等
し
い
。
で
は
意
味
が
な
い
か
と
い
う
と
、
筆
者
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

記
憶
し
た
訓
読
文
は
い
わ
ば
日
本
語
で
あ
る
し
、
記
憶
し
た
も
の
は
音
声
言
語
で
あ
る
た
め
、
プ
ロ
ソ
デ
ィ
を
含
ん
で
い
る
。
プ
ロ
ソ

デ
ィ
に
は
、
言
葉
の
意
味
的
ま
と
ま
り
を
音
声
的
に
顕
在
化
さ
せ
る
機
能
が
あ
り
、
意
味
伝
達
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
暗
記
し
た
音
声
言
語
は
、
い
わ
ば
、
意
味
と
い
う
料
理
の
盛
ら
れ
て
い
な
い
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
塊
を
乗
せ
う

る
皿
の
列
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
当
時
の
教
育
は
、
素
読
・
講
義
と
い
う
二
段
階
構
成
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
意
味
を
乗

せ
る
皿
と
い
う
器
だ
け
を
用
意
す
る
こ
と
に
注
力
を
注
い
で
、
次
の
段
階
に
備
え
る
の
だ
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
、
い
か
に
良
い
状
態
で

意
味
を
盛
る
段
階
を
迎
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
意
味
を
見
出
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
如
何
に
師
匠
の
模
範
の
よ
う
に
、
滑

ら
か
に
節
を
つ
け
て
読
め
る
よ
う
に
な
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
訓
読
文
は
な
ま
じ
日
本
語
で
あ
る
た
め
、

学
習
者
で
あ
る
子
供
が
、
日
本
語
の
知
識
を
も
と
に
、
勝
手
な
意
味
解
釈
を
創
出
し
、
誤
解
に
至
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
止
め
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
誤
解
は
、
講
義
の
段
階
に
入
っ
て
、
誤
解
だ
と
わ
か
っ
た
と
き
、
あ
る
意
味
新
鮮
な
記
憶
と
し
て
脳
裏
に
刻
ま
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

最
後
に
、「
音
読
」の
効
用
の
二
つ
目
の「
新
規
学
習
項
目
の
内
在
化
機
能
」に
短
く
言
及
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
音
読
」で
の
効
用
は
、「
語
彙
・
語
彙
チ
ャ
ン
ク
・
文
法
な
ど
の
各
種
言
語
情
報
を
内
在
化
し
、
長
期
記
憶
に
転
送
・
格
納
し
て
、
知

識
と
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
」（
門
田
二
〇
〇
七
：
三
七
）と
説
明
さ
れ
る
。
主
に
意
味
や
解
釈
に
関
連
す
る
。
そ
の
た
め
、
意
味
解
釈
を

介
在
さ
せ
な
い
素
読
に
は「
音
読
」ほ
ど
の
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
後
は
意
味
を
入
れ
る
ば

か
り
の
最
高
の
状
態
の
器
を
用
意
す
る
、
と
い
う
役
割
は
果
た
せ
て
い
る
と
考
え
る
。

五
　
結
語

　

本
稿
で
は
、
素
読
と
い
う
学
習
法
が
、
日
本
人
の
漢
文
習
得
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
の
か
を
検
討
し
た
。

　

素
読
は
、
漢
文
に
お
け
る
漢
字
連
続
を
、
日
本
語
を
使
っ
て
で
も
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
文
を
記
憶
に
留
め
る
こ
と
に
貢
献
し
、
し
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か
も
そ
の
記
憶
が
外
国
語
の
大
量
イ
ン
プ
ッ
ト
に
な
る
。
ま
た
、
訓
読
文
体
と
い
う
の
は
、
日
本
語
と
し
て
の
自
然
さ
を
多
少
犠
牲
に
し

て
ま
で
も
、
口
誦
し
や
す
い
よ
う
に
長
い
時
間
を
か
け
て
工
夫
さ
れ
て
き
た
文
体
で
あ
る（
鈴
木
一
九
七
五
：
五
）た
め
、
身
体
化
し
や

す
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ス
ポ
ー
ツ
や
楽
器
の
習
熟
な
ど
の
技
能
の
習
得
の
た
め
の
練
習
と
同
じ
よ
う
に
、

単
純
な
反
復
練
習
を
如
何
に
飽
き
ず
に
、
や
り
や
す
く
す
る
か
の
工
夫
に
似
て
い
る
。　

　

漢
文
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
意
味
の
処
理
が
で
き
な
け
れ
ば
、
使
い
こ
な
せ
る

よ
う
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
素
読
開
始
年
齢
が
非
常
に
早
く
、
素
読
・
講
義
と
い
う
二

段
階
学
習
が
既
定
路
線
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
意
味
を
と
り
あ
え
ず
置
い
て
お
く
と
い
う
方
法
も
、
大
き
な
障
害

と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

意
味
理
解
を
と
り
あ
え
ず
し
な
い
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
学
習
者
に
様
々
な
気
づ
き
を
知
ら
ず
知
ら
ず
に
促
す
、
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
特
に
好
奇
心
旺
盛
な
ま
だ
幼
い
子
供
の
場
合
、
意
味
以
外
の
要
素
、
例
え
ば
、
師
匠
の
読
み
方
の
独
特
さ
を
面
白
が
っ
て
、

プ
ロ
ソ
デ
ィ
に
必
要
以
上
に
注
意
を
向
け
た
り
、
テ
キ
ス
ト
上
の
漢
字
に
付
け
ら
れ
た
様
々
な
訓
点
の
意
味
を
勝
手
に
あ
れ
こ
れ
考
え
た

り
、
送
り
仮
名
の
有
無
か
ら
、
活
用
す
る
語
と
活
用
し
な
い
語
の
違
い
や
、
音
と
訓
の
違
い
な
ど
に
気
づ
く
子
供
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
は
、
意
味
を
教
え
な
い
あ
る
種
の
メ
リ
ッ
ト
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

六
　
展
望

　

筆
者
は
、
訓
読
文
体
で
の
素
読
に
漢
文
力
を
向
上
さ
せ
る
学
習
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
も
ち
ろ
ん
素
読
学
習
単
独
で
は
、
文
章

作
成
能
力
で
あ
る
運
用
能
力
を
著
し
く
向
上
さ
せ
る
ま
で
に
至
る
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
訓
読
を
一
種
の
翻
訳
法
で
あ
る
と
考

え
た
り
、
外
国
語
教
授
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
文
法
訳
読
法
の
一
種
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
漢
文
を
読
ん
で
理
解
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
予
想
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
我
々
は
、
文
法
訳
読
法
で
は
当
該
外
国
語
を
使
え
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
、

と
か
つ
て
多
く
の
外
国
語
教
育
関
係
者
が
批
判
し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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訓
読
文
に
よ
る
素
読
は
、
漢
字
が
書
か
れ
て
い
る
順
番
に
読
む
の
で
は
な
く
、
訓
点
に
し
た
が
っ
て
日
本
語
の
文
法
で
行
き
つ
戻
り
つ

し
な
が
ら
読
む
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
定
の
学
習
効
果
が
あ
る
に
せ
よ
、
訓
読
文
で
読
む
こ
と
の
漢
文
習
得
へ
の
影
響
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
日
本
人
の
漢
文
力
が
著
し
く
向
上
し
た
江
戸
後
期
の
訓
法
が
、
後
藤
点
や
一
斎
点
な
ど

の
簡
略
化
さ
れ
た
訓
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
意
味
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

　

ま
た
、
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
の
性
質
と
訓
読
と
い
う
方
法
の
効
用
と
の
関
連
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
8
）
。
さ
ら
に
、
素
読
は

確
か
に
、
日
本
語
文
法
に
沿
っ
て
、
日
本
語
の
語
彙
と
発
音
を
用
い
て
、
外
国
語
で
あ
る
は
ず
の
漢
文
を
読
み
下
し
て
い
く
行
為
で
あ
る

の
だ
が
、
出
力
と
な
る
訓
読
文
が
、
そ
も
そ
も
学
習
者
に
と
っ
て
日
本
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
、
と
い

う
問
題
も
あ
る
。

　

素
読
の
漢
文
学
習
へ
の
効
果
を
考
え
る
に
は
、
様
々
な
問
題
と
組
み
合
わ
せ
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
検
討
と
議
論
の
た
め
に
は
、
稿
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

注（
1
）  陳（
二
〇
一
九
：
二
一
）に
も
、「
七
九
四
年
の
平
安
京
遷
都
か
ら
九
世
紀
末
頃
ま
で
の
、
い
わ
ゆ
る「
国
風
暗
黒
時
代
」と
言
わ
れ
る

ほ
ど
漢
詩
文
の
栄
え
た
時
代
で
あ
っ
た
。」「
近
世
に
あ
っ
て
は
例
の「
国
風
暗
黒
時
代
」と
い
わ
れ
る
平
安
前
期
を
凌
ぐ
ほ
ど
の
漢
文

隆
盛
の
時
代
を
迎
え
た
。
…　

日
本
人
自
身
の
漢
文
も
一
つ
の
頂
点
に
達
す
る
。」と
あ
る
。

（
2
）  こ
の
時
代
の
教
育
環
境
に
つ
い
て
は
、
高
橋（
二
〇
〇
七
：
一
二　
│　

一
四
）お
よ
び
江
藤（
二
〇
二
〇
：
四
九　
│　

五
〇
）を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
3
）  加
地（
二
〇
一
〇
：
八
八
）も
、
現
行
の
訓
読
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、「
漢
文
脈
と
し
て
の
書
き
下
し
文
の
意
味
が
失
わ
れ
、
現
在
、

書
き
下
し
文
は
、
漢
文
を
読
む
と
き
の
発
音
記
号
的
な
役
割
を
は
た
す
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
」と
指
摘
し
て
い
る
。
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（
4
）  漢
字
・
漢
文
を
字
音
で
読
む
こ
と
や
漢
文
を
直
読
す
る
こ
と
も
音
読
と
い
う
た
め
、
外
国
語
教
育
・
学
習
の
文
脈
で
言
う
と
こ
ろ

の
、
文
章
を
声
に
出
し
て
読
み
上
げ
る
行
為
の
方
は
本
稿
で
は
、「 

」を
付
け
て
、「
音
読
」と
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
5
）  門
田（
二
〇
〇
七
：
二
六
）に
、
母
語
教
育（
国
語
教
育
）に
お
け
る
齋
藤
孝
氏
の
提
案
の
紹
介
が
あ
る
。

（
6
）  辻
本（
二
〇
一
〇
：
九
四
）に
も
、
ほ
ぼ
同
じ
説
明
が
し
て
あ
る
。

（
7
）  門
田（
二
〇
二
〇
：
二
九
）で
は
同
様
の
趣
旨
で「
文
字
言
語
を
音
声
言
語
に
変
換
す
る
音
韻
符
号
化
の
自
動
化
を
促
進
」す
る
と
説

明
し
て
い
る
。

（
8
）  齋
藤（
二
〇
一
四
）は
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
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