
　
　
　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
大
学
生
そ
れ
も
教
職
課
程
を
履
修
す
る
学
生
に
対
し
て
、
漢
文
を
教
授
す
る
際
に
筆
者
が
試
み
て
い
る
方
法
を
述
べ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
中
国
学
研
究
者
な
ら
ば
恐
ら
く
誰
で
も
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
特
段
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た

だ
本
稿
で
は
、「
訓
読
」
か
「
音
読
」
か
の
問
題
を
中
心
に
し
て
、
教
学
の
面
か
ら
述
べ
て
い
き
た
い
。

筆
者
は
、
奉
職
す
る
福
岡
女
学
院
大
学
に
お
い
て
、
高
等
学
校
国
語
科
教
員
免
許
を
取
得
す
る
教
職
課
程
の
「
漢
文
学
」
を
担
当
し

て
い
る
。
そ
の
目
標
は
、
学
生
に
原
文
（
白
文
）
の
読
解
力
を
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
福
岡
県
の
教
員
採
用
試
験
（
以
下
「
教

採
試
験
」
と
略
称
す
る
。）
の
漢
文
で
は
、
問
題
文
と
し
て
原
文
が
毎
年
課
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
る
学
生
に
は
原
文
の
読
解
力

が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
高
校
で
漢
文
を
習
わ
な
か
っ
た
学
生
や
、
入
試
科
目
と
し
て
漢
文
を
勉
強
し
て
こ
な
か
っ
た
学
生
に
対
す
る
時
、
ど
う
し

て
も
困
難
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
現
在
の
高
校
で
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
本
学
の
受
験
形
態
の
然
ら
し
む
る
所
で

あ
り
、
当
該
の
学
生
た
ち
に
責
は
な
い
。

漢
文
教
育
に
お
け
る
「
訓
読
」
と
「
音
読
」

高
　
戸
　
　
　
聰
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ま
た
、
大
学
に
お
い
て
現
代
中
国
語
を
履
修
し
た
こ
と
の
あ
る
学
生
も
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
た
め
、
現
代
中
国
語
を
補
助
的
に
援
用

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

上
述
の
事
情
か
ら
、
大
学
に
お
け
る
漢
文
教
育
で
、
基
礎
か
ら
原
文
を
読
解
で
き
る
ま
で
学
生
に
理
解
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
か
つ

て
行
わ
れ
た
「
訓
読
」
か
「
音
読
」
か
の
問
題
を
参
考
と
し
つ
つ
、
一
試
案
を
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

一　
「
訓
読
」
か
「
音
読
」
か

本
章
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
訓
読
」
か
「
音
読
」
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
概
観
し
た
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
訓

読
」
の
持
つ
意
義
を
改
め
て
確
認
し
、「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」（
以
下
「
指
導
要
領
」
と
略
称
す
る
。）
と
の
整
合
性
を
押
さ
え

て
お
き
た
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
中
国
古
典
を
読
む
際
、
日
本
語
の
古
語
へ
直
訳
す
る
「
訓
読
」
と
、
現
代
中
国
語
に
よ
る
発
音
で
読
ん
だ
う
え
で
現

代
日
本
語
に
翻
訳
す
る
「
音
読
」
と
の
、
二
種
類
の
読
解
方
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。（
前
者
を
「
訓
読
」、
後
者
を
「
音
読
」
と
表
記

す
る
。）
か
つ
て
、
中
国
古
典
を
読
む
際
に
、「
訓
読
」
に
よ
る
べ
き
か
「
音
読
」
に
よ
る
べ
き
か
の
論
争
が
存
在
し
た
。

門
脇
廣
文
氏
は
、
二
〇
〇
五
年
の
『
日
本
中
國
学
會
報
』
第
五
十
七
集
の
「
學
界
展
望
（
文
學
）」
に
お
い
て
、
そ
の
経
緯
を
以
下

の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

一
九
九
七
年
に
松
浦
友
久
氏
は
「「
訓
読
古
典
学
」
と
「
音
読
古
典
学
」
― 

そ
の
意
義
と
相
補
性
に
つ
い
て 

―
」（『
新
し
い
漢

文
教
育
』
第
二
十
五
号
、全
国
漢
文
教
育
学
会
）
と
い
う
文
章
を
書
い
た
。
青
木
正
児
が
「
漢
文
直
読
の
勧
め
」（
引
用
者
付
：

「
直
読
」
は
「
音
読
」
を
指
す
。）
を
書
い
て
、
明
治
以
降
、
最
初
に
「
訓
読
」
に
反
対
し
た
の
が
一
九
二
一
年
で
あ
り
、
松
浦

氏
の
提
案
は
そ
れ
か
ら
七
十
六
年
も
経
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
青
木
正
児
の
あ
と
倉
石
武
四
郎
が
「
漢
文
訓
読
塩
鮭
論
」
を
展
開

18
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し
た
の
が
一
九
四
一
年
で
、
そ
れ
か
ら
で
も
す
で
に
五
十
六
年
の
年
月
が
流
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
九
七
年
の
時

点
で
な
お
も
「
漢
文
訓
読
法
」
か
、「
中
国
語
直
読
法
」
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現

在
か
ら
十
年
も
前
の
こ
と
で
は
な
い
。
い
か
に
、
こ
の
問
題
が
根
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
さ
す
が
に
、
現

在
に
お
い
て
は
、「
漢
文
訓
読
法
」
で
な
け
れ
ば
、
日
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
人
も
中
国
の
古
典
は
理
解
で
き
な
い
、
な
ど

と
い
う
倒
錯
し
た
主
張
を
な
す
者
は
い
な
く
な
っ
た
。

門
脇
氏
に
よ
れ
ば
、「
訓
読
」
か
「
音
読
」
か
の
「
問
題
」
は
根
深
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
沈
静
化
し
て
い
る
、
と
さ
れ

る
。

　

続
け
て
氏
は
、「
問
題
」
の
幕
引
き
と
な
っ
た
松
浦
氏
の
論
考
を
、
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

　

松
浦
氏
は
、「
漢
文
訓
読
法
」派
と「
中
国
語
直
読
法
」派
と
の
論
争
に
対
し
て
一
種
の
現
実
的
な
折
衷
案
を
提
案
し
た
。そ
れ
は
、

学
部
の
段
階
で
は
「
漢
文
訓
読
」
を
中
心
に
し
て
、「
中
国
語
音
読
」
を
補
助
的
に
用
い
、
大
学
院
に
お
い
て
は
そ
の
逆
に
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
基
本
的
に
正
し
か
っ
た
と
思
う
。「
漢
文
」
が
ま
だ
中
学
・
高
校
で

教
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
大
学
で
の
「
漢
文
」
の
学
習
は
、
中
国
語
の
学
習
と
同
様
、
一
か
ら
始
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
状
況
は
す
で
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

氏
は
、「
そ
の
主
張
は
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
基
本
的
に
正
し
か
っ
た
」
と
し
な
が
ら
も
、「
現
在
で
は
大
学
で
の
「
漢
文
」
の
学
習

は
、
中
国
語
の
学
習
と
同
様
、
一
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
状
況
は
す
で
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
も
指
摘
す
る
。「
は

じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
も
、
門
脇
氏
の
こ
の
指
摘
に
賛
同
し
、
大
学
に
お
い
て
、
漢
文
教
育
を
一
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
い
と
い
う
問
題
を
感
じ
て
い
る
。

た
だ
、
大
学
に
お
け
る
漢
文
教
育
に
移
る
前
に
、「
訓
読
」
か
「
音
読
」
か
の
問
題
に
「
折
衷
案
を
提
案
し
た
」
松
浦
友
久
氏
の
議

論
を
瞥
見
し
、「
訓
読
」
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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松
浦
氏
は
、
ま
ず
「
訓
読
」
派
と
し
て
宇
野
精
一
氏
「
日
本
の
古
典
か
シ
ナ
の
古
典
か
」
を
、「
音
読
」
派
と
し
て
倉
石
武
四
郎

氏
『
支
那
語
教
育
の
理
論
と
実
際
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
す
る
。
そ
の
う
え
で
氏
は
、
そ
の
長
所
短
所
を
指
摘
し
、
最
終
的
に
「「
訓

読
」「
音
読
」
の
長
所
・
短
所
・
存
在
理
由
等
を
正
確
に
把
握
し
つ
つ
、
両
者
を
二
つ
の
重
要
な
「
古
典
学
」
の
あ
り
か
た
と
し
て
、

相
補
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
し
、「
両
者
の
意
義
を
相
補
的
に
」
述
べ
る
。

そ
れ
で
は
、
松
浦
氏
の
い
う
両
者
の
意
義
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
、「
訓
読
」
と
「
音
読
」
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
引
用
し
よ
う
。

ま
ず
、「
訓
読
」
の
意
義
に
つ
い
て
。

第
一
に
「
訓
読
古
典
学
」
は
、「
日
本
に
お
け
る
古
典
学
の
重
要
分
野
と
し
て
、
不
可
欠
な
存
在
理
由
を
持
つ
。

① 

日
本
に
お
け
る
三
種
の
古
典
学
（
引
用
者
付
：
漢
文
系
古
典
学
・
和
文
系
古
典
学
・
欧
米
系
古
典
学
）
の
う
ち
、「
漢
文
系

古
典
学
」
が
最
も
早
期
か
ら
の
最
も
基
礎
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
② 

そ
の
大
部
分
が
「
訓
読
古
典
学
」
と
し
て
形
成

さ
れ
た
こ
と 

―
― 

が
、
明
確
な
事
実
で
あ
る
以
上
、
日
本
に
お
け
る
人
文
科
学
系
の
学
問
や
文
化
は
、「
訓
読
」
に
よ
っ
て
こ
そ

正
確
な
研
究
・
復
元
が
可
能
で
あ
る
。
…
…

第
二
に
、「
訓
読
古
典
学
」
は
、
中
国
語
（
古
語
・
現
代
語
を
含
む
）
の
語
学
的
学
習
の
過
程
を
省
い
た
ま
ま
、
日
本
人
が
「
漢

文
」（
中
国
語
文
語
文
）
を
一
種
の
日
本
語
文
語
文
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
場
合
、
…
…
外
国
語
学
習
の

厖
大
な
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
負
担
な
し
に
外
国
の
古
典
作
品
の
大
要
が
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
比
較
文
化
史
的
に
き
わ

め
て
有
利
な
方
法
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

第
三
に
、「
訓
読
古
典
学
」
は
、
原
文
に
即
し
て
の
直
訳
方
式
で
あ
る
か
ら
、
原
文
の
構
造
が
理
解
さ
れ
や
す
く
、
た
ん
な
る

翻
訳
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
疎
外
感
が
な
い
。
…
…

第
四
に
、「
訓
読
古
典
学
」
は
、「
日
本
語
文
語
文
」
の
骨
格
に
よ
っ
て
「
中
国
語
文
語
文
」
を
分
析
・
再
構
築
す
る
作
業
で

＊
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あ
る
か
ら
、
原
文
に
潜
在
し
て
い
る
構
文
上
の
曖
昧
さ 

―
― 

特
に
、
修
飾
・
被
修
飾
の
範
囲 

―
― 

が
顕
在
化
さ
れ
、「
音
読
」
だ
け

で
は
見
逃
さ
れ
や
す
い
問
題
点
の
検
討
を
可
能
に
す
る
。

上
記
四
点
の
う
ち
、
第
一
と
第
二
の
点
は
、
中
国
学
を
専
門
と
し
な
い
学
生
に
と
っ
て
、「
訓
読
」（
あ
る
い
は
漢
文
）
の
持
つ
意

義
を
、
わ
か
り
や
す
く
理
解
さ
せ
る
の
に
極
め
て
効
果
的
な
言
説
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
触
れ
る
。
第
四
の
点

に
つ
い
て
は
、
中
国
学
を
専
門
に
学
ぶ
学
生
に
と
っ
て
は
実
感
を
と
も
な
っ
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
学
生
に
と
っ

て
は
ピ
ン
と
こ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、「
音
読
」
の
意
義
に
つ
い
て
。

第
一
に
、「
音
読
古
典
学
」
は
、「
世
界
に
お
け
る
古
典
学
の
一
環
と
し
て
の
〝
中
国
古
典
学
〟」
と
し
て
、
不
可
欠
の
存
在
理

由
を
も
つ
。
…
…
厖
大
な
文
献
の
実
作
と
読
解
は
、
―
― 

日
本
に
お
け
る
訓
読
や
、
朝
鮮
等
に
お
け
る
訓
読
的
技
法
の
系
譜
を
除

き 

―
― 

す
べ
て
「
音
読
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
そ
の
正
確
な
再
構
成
に
「
音
読
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

は
、
そ
れ
自
体
、
自
明
の
理
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

第
二
に
、「
音
読
古
典
学
」
は
、「
中
国
文
を
読
む
た
め
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
」（ 

引
用
者
付
：
対
句
的
（
対
偶
的
）
な
構
造
・

発
想
、
虚
字
の
用
法
、
リ
ズ
ム
の
断
続
）
の
う
ち
、「
虚
字
用
法
」
の
識
別
と
、「（
統
辞
機
能
を
分
担
す
る
も
の
と
し
て
の
）
リ

ズ
ム
構
造
」
の
感
得
と
に
効
果
的
で
あ
り
、
従
っ
て
、
原
文
の
よ
り
正
確
な
把
握
に
有
用
で
あ
る
。
…
…

第
三
に
、「
音
読
古
典
学
」
の
方
法
は
、「
音
注
・
意
義
」
や
、「（
和
訓
な
ら
ぬ
）
漢
訓
」
の
重
視
に
よ
っ
て
、「
中
国
古
典
学

的
な
認
識
方
法
」
を
、
よ
り
正
確
に
再
構
成
（
追
体
験
）
す
る
の
に
優
利
で
あ
る
。
…
…

第
四
に
、「
音
読
古
典
学
」
の
方
法
は
、
原
文
の
解
釈
に
当
た
っ
て
、
有
り
う
べ
き
「
誤
差
」
を
修
正
し
や
す
い
。
…
…
い
っ

た
ん
定
め
た
訓
読
文
は
、
日
本
語
（
訓
み
手
の
母
語
）
と
し
て
強
い
規
制
力
を
も
つ
た
め
、
よ
ほ
ど
大
き
な
矛
盾
が
無
い
限
り
、

そ
の
誤
差
に
気
づ
き
に
く
い
。
…
…
「
音
読
」
の
場
合
は
、
難
読
部
分
は
難
読
の
ま
ま
、
強
い
て
文
意
を
定
め
ず
に
読
み
進
む
こ

漢文教育における「訓読」と「音読」（高戸）
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と
が
で
き
る
。
…
… 

い
ち
ど
の
音
読
に
よ
っ
て
文
意
を
定
め
た
文
章
に
つ
い
て
も
、
そ
の
文
意
は
、
訓
読
さ
れ
た
場
合
ほ
ど
明
確

に
「
一
字 

＝
一
訓
」
の
形
で
読
み
手
を
規
制
す
る
の
で
は
な
い
た
め
、
再
読
・
三
読
の
機
会
に
そ
の
誤
差
に
気
づ
い
て
修
正
を
加

え
る
と
い
う
こ
と
が
、
構
造
的
に
容
易
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
指
摘
も
、
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
現
代
中
国
語
を
履
修
し

た
こ
と
の
な
い
学
生
に
と
っ
て
、
松
浦
氏
の
指
摘
は
理
解
し
難
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
第
四
の
点
に
つ
い
て
は
、「
ま
と
め
」
で
言
及
す

る
た
め
注
意
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
、
松
浦
氏
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

今
後
、
古
典
の
教
育
・
研
究
の
方
法
と
し
て
採
る
べ
き
方
向
性
は
、
両
者
の
相
互
不
可
欠
性
と
長
処
短
処
を
的
確
に
認
識
し
つ

つ
、
両
者
を
相
補
的
に
活
用
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
の
教
育
・
研
究
の
立
場
や
目
的

が
「
日
本
に
お
け
る
古
典
学
」
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
、「
中
国
古
典
学
」
自
体
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
正
確
に
把

握
し
、
前
者
で
あ
れ
ば
「
訓
読
」
を
中
心
と
し
て
「
音
読
」
を
補
助
的
に
援
用
し
、
後
者
で
あ
れ
ば
「
音
読
」
を
中
心
と
し
て
「
訓

読
」
を
補
助
的
に
活
用
す
る
、
…
…
「
日
本
に
お
け
る
古
典
学
」
の
重
要
部
分
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
中
学
・
高
校
の
国
語
科
の
「
古

典
」
の
一
環
と
し
て
「
訓
読
漢
文
」
は
不
可
欠
で
あ
り
、
大
学
で
も
、
日
本
の
知
識
人
に
と
っ
て
不
可
欠
な
古
典
教
育
の
一
環
と

し
て
、「
訓
読
漢
文
」
が
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
門
脇
氏
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「「
日
本
に
お
け
る
古
典
学
」
を
主
と
す
る
」
を
学
部
の
段
階
、「「
中
国
古

典
学
」
自
体
を
主
と
す
る
も
の
」
を
大
学
院
の
段
階
と
捉
え
、「
学
部
の
段
階
で
は
「
漢
文
訓
読
」
を
中
心
に
し
て
、「
中
国
語
音

読
」
を
補
助
的
に
用
い
、
大
学
院
に
お
い
て
は
そ
の
逆
に
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。」
と
、
松
浦
氏
の
議
論
を
ま
と
め
て
い
た
。

筆
者
も
、
松
浦
氏
の
議
論
及
び
門
脇
氏
の
ま
と
め
に
賛
同
す
る
。

た
だ
、
大
学
で
一
か
ら
始
め
る
漢
文
教
育
に
お
い
て
、
現
代
中
国
語
を
履
修
し
た
こ
と
の
な
い
学
生
に
対
し
て
「「
音
読
」
を
補
助

＊
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的
に
援
用
」
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
門
脇
氏
の
言
葉
を
再
び
借
り
る
な
ら
ば
、「
状
況
は
す
で
に
変
わ
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、
松
浦
氏
の
い
う
「
訓
読
」
の
意
義
の
第
一
「「
訓
読
古
典
学
」
は
、「
日
本
に
お
け
る
古
典
学
の
重
要
分
野

と
し
て
、
不
可
欠
な
存
在
理
由
を
持
つ
」、
及
び
「「
日
本
に
お
け
る
古
典
学
」
の
重
要
部
分
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
中
学
・
高
校
の
国
語

科
の
「
古
典
」
の
一
環
と
し
て
「
訓
読
漢
文
」
は
不
可
欠
で
あ
り
、
大
学
で
も
、
日
本
の
知
識
人
に
と
っ
て
不
可
欠
な
古
典
教
育
の
一

環
と
し
て
、「
訓
読
漢
文
」
が
重
視
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
は
、「
訓
読
」
の
持
つ
意
義
と
、
漢
文
が
国
語
科
の
一
翼
を

担
っ
て
い
る
理
由
を
端
的
に
言
い
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
章
で
は
、
ま
ず
「
指
導
要
領
」
に
お
け
る
漢
文
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
よ
う
。

　
　
　

二　

高
等
学
校
に
お
け
る
漢
文
教
育

本
章
で
は
、
前
章
で
確
認
し
た
漢
文
訓
読
の
意
義
と
、「
指
導
要
領
」
に
お
け
る
漢
文
の
位
置
づ
け
と
の
整
合
性
を
確
認
す
る
。
さ

ら
に
、
高
等
学
校
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
問
題
点
を
、
先
行
研
究
か
ら
読
み
取
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
鎌
田
正
氏
は
、
松
浦
氏
所
説
の
「
日
本
に
お
け
る
古
典
学
」
と
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
を
、
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
。

漢
籍
古
典
は
わ
が
国
の
古
典
の
古
典
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
わ
が
国
の
古
典
と
見
な
す
こ
と
は
理
の
当
然
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
伝
来
以
後
、
わ
が
先
人
の
発
明
に
よ
る
訓
読
に
よ
っ
て
広
く
か
つ
長
い
間
読
み
続
け

ら
れ
、
わ
が
民
族
の
精
神
生
活
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
漢
籍
古
典
が
わ
が
国
の

古
典
た
る
こ
と
を
実
証
す
る
歴
史
的
事
実
で
も
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
文
部
省
は
、
昭
和
十
八
年
三
月
訓
令
の
中
学
校
規
定
に
お
い

て
、
国
民
科
国
語
の
中
で
履
修
す
る
漢
文
は
、「
わ
が
国
の
古
典
と
し
て
の
漢
文
」
と
規
定
し
、
現
行
お
よ
び
改
訂
の
古
典
科
目

漢文教育における「訓読」と「音読」（高戸）
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に
お
い
て
も
、
同
様
に
「
わ
が
国
の
古
典
と
し
て
の
漢
文
」
と
い
う
立
場
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

鎌
田
氏
は
、
漢
文
が
日
本
人
の
精
神
生
活
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
文
部
省
訓
令
に
よ
っ
て
「
わ
が
国

の
古
典
と
し
て
の
漢
文
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
、
と
述
べ
る
。

そ
れ
で
は
、
現
行
の
「
指
導
要
領
」
で
は
、
漢
文
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
指
導
要
領
」
の
「
国
語
総

合
」
で
は
、〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

（
1
）「
Ａ 
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
Ｂ 

書
く
こ
と
」
及
び
「
Ｃ 

読
む
こ
と
」
の
指
導
を
通
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導

す
る
。

ア　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

（
ア
）　

言
語
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
気
付
き
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
へ
の
興

味
・
関
心
を
広
げ
る
こ
と
。

（
イ
）　

文
語
の
き
ま
り
、
訓
読
の
き
ま
り
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
。

イ　

言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に
関
す
る
事
項

（
ア
）　

国
語
に
お
け
る
言
葉
の
成
り
立
ち
、
表
現
の
特
色
及
び
言
語
の
役
割
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
。

（
イ
）　

文
や
文
章
の
組
立
て
、
語
句
の
意
味
、
用
法
及
び
表
記
の
仕
方
な
ど
を
理
解
し
、
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
。

ウ　

漢
字
に
関
す
る
事
項

（
ア
）　

常
用
漢
字
の
読
み
に
慣
れ
、
主
な
常
用
漢
字
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

右
記
「
指
導
要
領
」
の
「
ア　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
含
ま
れ
る
（
ア
）
と
（
イ
）
の
項
目
が
、
漢
文
に
関
す
る

学
習
目
標
で
あ
る
。

「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
」（
以
下
「
要
領
解
説
」
と
略
称
す
る
。）
で
は
、
ア
の
（
ア
）
の
事
項
に
つ
い
て
、

24
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次
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
い
る
。

「
我
が
国
の
文
化
と
外
国
の
文
化
と
の
関
係
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
我
が
国
の
文
化
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
、
中
国

な
ど
外
国
の
文
化
と
の
関
係
が
重
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
我
が
国
は
中
国
の
文
化
の
受
容
と
そ
の
変
容
と
を
繰
り
返
し
つ
つ
独

自
の
文
化
を
築
き
上
げ
て
き
た
。
そ
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
古
文
と
漢
文
の
両
方
を
学
ぶ
こ
と
を
通
し
て
、
両
文
化
の
関
係
に
気
付

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
古
来
、
我
が
国
は
、
文
字
、
書
物
を
媒
介
に
し
て
、
多
く
の
も
の
を
中
国
か
ら
学
ん
だ
。
そ
の
結
果
、

漢
語
や
漢
文
訓
読
の
文
体
が
、
現
代
に
お
い
て
も
国
語
に
よ
る
文
章
表
現
の
骨
格
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
漢
文
を
古
典
と
し
て

学
ぶ
こ
と
の
理
由
は
こ
の
点
に
も
あ
る
。

「
指
導
要
領
」
及
び
「
要
領
解
説
」
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
漢
語
や
漢

文
訓
読
の
文
体
が
、
現
代
に
お
い
て
も
国
語
に
よ
る
文
章
表
現
の
骨
格
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
」
の
で
、
こ
の
よ
う
な
「
我
が
国
の
文

化
と
外
国
の
文
化
と
の
関
係
」
に
気
付
く
た
め
、
漢
文
を
わ
が
国
の
古
典
と
し
て
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
鎌
田
氏
や
松
浦
氏
の

見
解
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
の
「
指
導
要
領
」
に
お
い
て
も
漢
文
を
学
ぶ
意
義
は
堅
持
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
「
指
導
要
領
」「
ア　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
の
「（
イ
）　

文
語
の
き
ま
り
、
訓
読
の
き
ま
り

な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、「
要
領
解
説
」
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
訓
読
」
と
は
、
元
来
中
国
の
文
語
文
で
あ
る
漢
文
を
、
国
語
の
文
章
と
し
て
読
む
こ
と
で
あ
る
。「
訓
読
の
き
ま
り
」
と
は
、

訓
読
に
必
要
な
返
り
点
、
送
り
仮
名
、
句
読
点
な
ど
に
関
す
る
き
ま
り
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
き
ま
り
に
つ
い
て
の
指
導
は
、
教
材

の
訓
読
に
必
要
な
範
囲
内
で
適
切
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
訓
読
は
、
お
お
む
ね
文
語
文
法
に
沿
っ
た
読
み
方
を
す
る
が
、

普
通
の
文
語
文
法
で
は
扱
わ
れ
な
い
訓
読
特
有
の
伝
統
的
な
読
み
方
も
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
内
容
の
取
扱
い
の
（
5
）
の
イ
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
語
の
き
ま
り
、
訓
読
の
き
ま
り
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
こ
と
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に
ま
で
及
ぶ
こ
と
な
く
、
読
む
こ
と
の
指
導
に
即
し
て
扱
う
と
す
る
考
え
方
は
従
前
と
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
語
の
き

ま
り
な
ど
を
指
導
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
文
語
文
法
の
み
の
学
習
の
時
間
を
長
期
に
わ
た
っ
て
設
け
る
よ
う
な
こ
と
は
望
ま
し

く
な
い
。
漢
文
の
訓
読
の
き
ま
り
の
指
導
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

要
す
る
に
「
訓
読
の
き
ま
り
」
は
、「
教
材
の
訓
読
に
必
要
な
範
囲
内
」
で
「
詳
細
な
こ
と
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
な
く
、
読
む
こ
と
の

指
導
に
即
し
て
扱
う
」
の
で
あ
っ
て
、「
文
法
の
み
の
学
習
の
時
間
を
長
期
に
わ
た
っ
て
設
け
る
よ
う
な
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
要
領
解
説
」
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
加
藤
美
紀
氏
は
、「
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、「
訓
読
の
き
ま
り
」

に
対
す
る
消
極
的
と
も
い
え
る
態
度
が
窺
え
る
」
と
い
う
。

一
方
で
「
指
導
要
領
」
は
、「
3　

内
容
の
取
扱
い
」（
6
）
の
イ
の
項
目
で
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

イ　

古
典
の
教
材
に
つ
い
て
は
、
表
記
を
工
夫
し
、
注
釈
、
傍
注
、
解
説
、
現
代
語
訳
な
ど
を
適
切
に
用
い
、
特
に
漢
文
に
つ
い

て
は
訓
点
を
付
け
、
必
要
に
応
じ
て
書
き
下
し
文
を
用
い
る
な
ど
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
古
典
に
関
連
す

る
近
代
以
降
の
文
章
を
含
め
る
こ
と
。

こ
こ
で
は
、
書
き
下
し
文
は
「
必
要
に
応
じ
て
」
用
い
る
も
の
で
、
教
材
と
し
て
は
訓
点
の
施
さ
れ
た
原
文
を
主
と
し
て
用
い
る
、

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
指
導
要
領
」
は
、「
訓
読
の
き
ま
り
」
に
「
学
習
の
時
間
を
長
期
に
わ
た
っ
て
設
け
る
よ
う
な
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
」

と
い
う
一
方
で
、
あ
く
ま
で
訓
点
の
施
さ
れ
た
原
文
を
用
い
る
、
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
藤
氏
は
、
そ
の
矛
盾
を
以
下
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。

学
習
指
導
要
領
は
学
習
の
ね
ら
い
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
漢
文
受
容
の
歴
史
を
踏
ま
え
、「
漢
語
や
漢
文
訓
読
の
文
体
が
、

現
代
に
お
い
て
も
国
語
に
よ
る
文
章
表
現
の
骨
格
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
を
国
語
科
で
漢
文
を
扱
う
理
由
と
し
て
あ
げ
な

が
ら
、
実
際
に
は
、
白
文
（
引
用
者
付
：
原
文
）
に
訓
点
を
施
し
た
も
の
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
扱
い
、
結
局
「
訓
読
の
き
ま
り
」

＊
13



27

が
中
心
と
な
る
よ
う
な
授
業
を
お
こ
な
う
こ
と
を
現
場
に
指
導
し
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
学
習
指
導
要
領
お
よ
び
解
説
が
、
漢
文

学
習
の
あ
り
方
に
つ
い
て
一
貫
し
た
理
論
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。

訓
点
の
施
さ
れ
た
原
文
を
教
科
書
と
し
て
使
用
す
る
と
な
る
と
、
ど
う
し
て
も
再
読
文
字
や
返
り
点
の
説
明
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、「
訓
読
の
き
ま
り
」
に
あ
る
程
度
の
時
間
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
加
藤
氏
は
、
訓
点
が
施
さ
れ
た
原
文
を
用
い
る
こ
と
の
問
題
と
し
て
、「
訓
読
と
い
う
翻
訳
法
が
今
日
で
は
機
能
不
全
を
お

こ
し
て
い
る
こ
と
。」
を
指
摘
す
る
。
加
藤
氏
の
論
旨
を
ま
と
め
る
と
、
訓
読
は
訓
点
の
施
さ
れ
た
原
文
を
書
き
下
し
文
に
し
現
代
日

本
語
に
す
る
、
し
か
し
、
今
日
で
は
書
き
下
し
文
自
体
が
古
語
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
現
代
日
本
語
に
翻
訳
す
る
と
い
う
、

二
重
の
翻
訳
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
氏
は
続
け
て
、「
内
容
に
辿
り
つ
く
ま
で
に
二
度
に
わ
た
る
翻
訳
と
い
う
煩
雑

な
手
続
き
を
要
す
る
こ
と
は
、
読
書
と
い
う
一
般
的
な
行
為
と
し
て
考
え
て
も
辟
易
さ
せ
ら
れ
る
が
、
学
習
に
お
い
て
は
尚
更
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
多
く
の
生
徒
が
内
容
理
解
の
前
に
挫
折
す
る
の
も
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
。

加
藤
氏
の
指
摘
は
高
校
に
お
け
る
漢
文
教
育
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
事
情
は
大
学
に
お
け
る
漢
文
教
育
に
つ
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
、

と
筆
者
は
考
え
る
。
前
章
で
確
認
し
た
、
松
浦
氏
の
提
示
す
る
「
訓
読
」
の
意
義
の
第
三
は
、「「
訓
読
古
典
学
」
は
、
原
文
に
即
し

て
の
直
訳
方
式
で
あ
る
か
ら
、
原
文
の
構
造
が
理
解
さ
れ
や
す
く
、
た
ん
な
る
翻
訳
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
疎
外
感
が
な
い
。」
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
義
自
体
は
正
し
い
も
の
と
考
え
る
が
、
現
在
の
大
学
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
学
生
に

と
っ
て
、「
訓
読
」
が
原
文
の
構
造
を
理
解
し
や
す
く
翻
訳
を
読
む
疎
外
感
が
な
い
も
の
、
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

や
は
り
、
状
況
は
す
で
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
大
学
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
場
で
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
学
生
に
「
訓
読
」
の
意
義
を
理
解
さ
せ
つ
つ
原
文
の
読
解

能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
筆
者
の
一
試
案
を
示
し
た
い
。

漢文教育における「訓読」と「音読」（高戸）
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三　

大
学
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
一
試
案

本
章
で
は
、
大
学
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
一
試
案
を
示
す
が
、
ま
ず
は
筆
者
が
漢
文
教
育
を
担
当
し
て
い
る
な
か
で
感
じ
る
問
題
点

か
ら
述
べ
て
い
き
た
い
。

「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
が
、
筆
者
が
担
当
し
て
い
る
「
漢
文
学
」
は
、
高
校
の
国
語
科
教
員
を
目
指
す
学
生
が
履
修
す
る
、
教

職
課
程
の
科
目
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
授
業
を
受
講
す
る
学
生
の
中
に
は
、
高
校
で
漢
文
を
習
わ
な
か
っ
た
学
生
や
、
入
試
科
目
と
し

て
漢
文
を
勉
強
し
て
こ
な
か
っ
た
学
生
が
含
ま
れ
て
い
る
。

本
学
の
「
漢
文
学
」
は
、
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
に
分
け
ら
れ
、
基
本
的
に
は
二
年
生
の
前
期･

後
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
Ⅰ･

Ⅱ 

を
履
修
し
、
一

年
間
か
け
て
漢
文
を
学
ぶ
、
そ
の
後
、
三
年
生
の
後
期
に
Ⅲ
を
履
修
し
、「
教
採
試
験
」
の
過
去
問
題
に
取
り
組
み
、
本
番
の
試
験
に

臨
む
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
学
の
教
職
課
程
の
履
修
学
生
の
多
く
が
、
地
元
で
あ
る
福
岡
県
の
「
教
採
試
験
」
を

受
け
る
。
そ
の
福
岡
県
の
「
教
採
試
験
」
の
漢
文
の
問
題
で
は
、
原
文
が
提
示
さ
れ
、
選
択
方
式
で
漢
字
の
読
み
や
訓
読
ま
た
内
容
読

解
が
問
わ
れ
る
。
従
っ
て
、「
教
採
試
験
」
の
過
去
問
題
に
取
り
組
む
「
漢
文
学
Ⅲ
」
ま
で
に
、
す
な
わ
ち
二
年
生
の
う
ち
の
一
年
間

で
、
漢
文
の
基
礎
か
ら
原
文
の
読
解
ま
で
、
あ
る
程
度
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
右
記
授
業
の
な
か
で
感
じ
る
問
題
点
は
、
前
章
で
引
用
し
た
加
藤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、「
訓
読
」
の
機
能
不
全
で
あ

る
。
加
藤
氏
の
指
摘
で
は
、
高
校
生
た
ち
は
、
古
語
で
あ
る
書
き
下
し
文
を
十
全
に
理
解
で
き
ず
、
書
き
下
し
文
か
ら
さ
ら
に
現
代
日

本
語
に
翻
訳
す
る
二
重
翻
訳
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
二
重
翻
訳
の
手
間
が
、
高
校
生
の
漢
文
へ
の
興
味
関
心
を
削
い
で
い

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
、「
訓
読
」
の
機
能
不
全
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
も
、
教
職
課
程
の
学
生
を
対
象
に
し
て
原
文
の
読
解
力
ま
で
身
に
付
け
さ
せ

よ
う
と
し
た
場
合
、
意
味
合
い
が
や
や
異
な
っ
て
く
る
。「
訓
読
」
の
き
ま
り
を
あ
る
程
度
の
時
間
を
か
け
て
指
導
す
る
と
、
多
く
の
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学
生
は
訓
点
の
施
さ
れ
た
原
文
を
書
き
下
し
文
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
次
に
、
書
き
下
し
文
自
体
が
古
語
で
あ
る
た
め

「
自
ら
作
っ
た
書
き
下
し
文
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
」、
あ
る
い
は
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
書
き
下
す
の
か
理
解
で
き
な
い
」
と
い
う
疑

問･
意
見
が
学
生
の
間
か
ら
出
て
く
る
。

前
者
つ
い
て
は
、「
訓
読
」
の
機
能
不
全
で
あ
る
こ
と
、
加
藤
氏
の
指
摘
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
重
要
な
の
は
後
者
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
の
疑
問
は
、
よ
り
漢
文
の
本
質
せ
ま
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

前
者
の
「
自
ら
作
っ
た
書
き
下
し
文
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
意
見
に
対
し
て
は
、
古
文
を
現
代
日
本
語
に
訳
す
の
と
同
様

の
説
明
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
加
藤
氏
は
、
こ
の
二
重
翻
訳
こ
そ
が
生
徒
の
意
欲
を
削
ぐ
こ
と
を
問
題
視
す
る
が
、
大
学
で
の
漢
文
教

育
の
場
合
な
の
で
、
ひ
と
ま
ず
措
く
。
た
だ
、
古
文
の
説
明
に
多
く
の
時
間
を
割
く
の
も
、
あ
く
ま
で
漢
文
の
授
業
で
あ
る
こ
と
、
高

校
と
違
い
大
学
で
は
古
文
と
漢
文
の
担
当
教
員
が
別
々
で
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
る
と
、
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
後
者
の
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
書
き
下
す
の
か
理
解
で
き
な
い
」
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
は
、
原
文
の
構
造
を
説
明
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
学
生
に
原
文
の
読
解
力
を
つ
け
さ
せ
る
契
機
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
訓
点
の
施
さ
れ
た
原
文
を
見
て

い
る
ば
か
り
で
は
、
訓
点
の
情
報
量
が
多
す
ぎ
て
、
原
文
の
構
造
に
ま
で
目
が
向
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
学
生
が
訓
点
の
施
さ
れ
た
原
文
を
書
き
下
せ
る
よ
う
に
な
り
、
学
生
た
ち
の
間
で
右
記
の
よ
う
な
疑
問
や
意
見
が

出
始
め
た
段
階
で
、
い
っ
た
ん
書
き
下
し
文
の
翻
訳
か
ら
離
れ
て
、
原
文
の
み
を
提
示
し
て
内
容
を
把
握
さ
せ
る
練
習
を
始
め
る
。
そ

の
際
、
①
「
訓
読
」
し
よ
う
と
し
な
い
、
②
と
に
か
く
全
体
に
目
を
通
す
、
と
い
う
二
つ
の
注
意
を
学
生
に
伝
え
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
注
意
点
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
い
く
。

ま
ず
①
に
つ
い
て
、
学
生
は
、
原
文
を
「
訓
読
」
し
書
き
下
し
文
に
し
て
か
ら
、
現
代
日
本
語
に
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思

い
込
ん
で
い
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
原
文
の
意
味
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
正
確
な
「
訓
読
」
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
書
き
下
し
文

を
作
る
段
階
で
、
古
文
の
知
識
や
思
考
が
必
要
と
な
る
た
め
、
そ
の
た
び
に
原
文
読
解
の
腰
を
折
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
文
全

漢文教育における「訓読」と「音読」（高戸）
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体
を
把
握
し
た
後
で
、
内
容
に
合
う
よ
う
に
書
き
下
す
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
学
生
が
必
ず
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
順
と
し
て
、

原
文
→
訓
読
→
現
代
日
本
語
訳
、
と
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
を
、

原
文
→
現
代
日
本
語
訳
→
訓
読
、
と
い
う
手
順
に
入
れ
替
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
学
生
は
、
古
語
文
法
か
ら
解
放
さ
れ
、
と
り
あ
え
ず
は
原
文
の
内
容
に
注
意
を
集
中
で
き
る
。

次
に
②
に
つ
い
て
、
学
生
は
、
難
読
箇
所
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
、
そ
こ
で
考
え
あ
ぐ
ね
て
し
ま
い
先
に
進
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合

が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
筆
者
は
、
分
か
ら
な
い
箇
所
を
無
視
し
て
先
に
進
み
、
ま
ず
全
体
に
目
を
通
す
よ
う
促
す
よ
う
に
し
て

い
る
。
学
生
も
全
体
に
目
を
通
し
た
う
え
で
、
改
め
て
分
か
ら
な
い
箇
所
を
考
え
れ
ば
、
意
味
が
分
か
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、

分
か
ら
な
く
と
も
ど
の
漢
字
が
理
解
で
き
て
い
な
い
の
か
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
②
の
注
意
を
す
る
際
、
筆
者
は
学
生
に
、「
基
本
的
に
主
語･

動
詞･

目
的
語
の
順
で
す
よ
、
実
詞
そ
れ
も
動
詞･

名
詞･

形
容
詞

あ
と
否
定
詞
に
注
目
し
、
他
の
品
詞
と
く
に
虚
詞
は
無
視
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
」
と
言
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
虚
詞
は
、
細

か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
把
握
す
る
の
に
重
要
で
あ
る
。
現
代
日
本
語
に
訳
し
た
り
書
き
下
し
文
を
作
る
段
階
で
は
、
理
解
し
て
い
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
ま
ず
は
大
雑
把
に
全
体
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
重
要
性
の
高
い
、
動
詞･

名
詞･

形
容
詞･

否
定
詞
に
だ

け
着
目
し
た
方
が
効
率
的
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
の
説
明
を
踏
ま
え
て
、
実
例
を
一
つ
挙
げ
よ
う
。

　

太
宰
嚭
、
譖
子
胥
恥
謀
不
用
怨
望
。（
太
宰
嚭
、
子
胥
の
謀
の
用
ひ
ら
れ
ざ
る
を
恥
ぢ
て
怨
望
す
と
譖
す
。）『
十
八
史
略
』

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
語
は
主
語･

動
詞･

目
的
語
の
語
順
に
な
る
た
め
、
ま
ず
主
語
と
動
詞
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
原
則
に
照
ら
せ
ば
主
語
と
な
る
名
詞
は
「
太
宰
嚭
」、
動
詞
は
「
譖
」
で
あ
る
こ
と
が
、
視
覚
的
に
把
握
で
き
る
で
あ

ろ
う
。「
太
宰
」
と
は
何
か
や
、「
嚭
」
は
何
と
読
む
の
か
、
あ
る
い
は
「
譖
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
分
か
ら
な
く
と
も
、
原

＊
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文
の
構
造
は
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
主
語
と
動
詞
さ
え
把
握
で
き
れ
ば
、
そ
の
後
ろ
の
目
的
語
に
相
当
す
る
部
分
が
長
く
と
も
混
乱
す
る
こ
と
は
な

い
。
目
的
語
に
相
当
す
る
部
分
は
「
子
胥
恥
謀
不
用
怨
望
」
で
、
こ
の
部
分
だ
け
で
も
主
語･

動
詞･

目
的
語
を
備
え
た
一
つ
の
文
を
構

成
し
て
お
り
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
文
全
体
と
し
て
見
る
と
、
主
語
「
太
宰
嚭
」
は
、
目
的
語
に
相
当
す
る
部
分
「
子
胥
恥
謀
不
用
怨

望
」
を
、
動
詞
「
譖
」
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
読
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
と
は
、「
子
胥
」（
伍
子
胥
）
が
人
名
な
の
で
、
目
的
語

部
分
の
主
語
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
さ
え
す
れ
ば
、
改
め
て
「
恥
謀
不
用
怨
望
」
の
部
分
を
動
詞･

目
的
語
の
構
造
に
当
て
は
め
て
、
先

と
同
様
の
手
順
を
踏
む
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
な
ら
ば
、
学
生
が
辞
書
を
引
く
手
間
も
軽
減
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
学
生
は
、
分
か
ら
な
い
文
に
出
会

っ
た
場
合
、
そ
こ
に
並
ん
で
い
る
漢
字
を
片
端
か
ら
漢
和
辞
書
で
調
べ
勝
ち
で
あ
る
。
し
か
し
引
用
文
中
で
、
重
要
で
あ
り
か
つ
難
読

な
漢
字
は
「
譖
」
だ
け
で
あ
る
。
学
生
は
、「
譖
」
さ
え
漢
和
辞
書
で
引
い
て
意
味
を
把
握
す
れ
ば
、
後
の
文
意
を
推
測
す
る
に
困
難

は
な
い
だ
ろ
う
。

同
一
の
文
に
訓
点
を
施
し
て
み
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

太
宰
嚭
、
譖ス
下

子
胥ノ
恥ジ

テ

  

二

謀ノ
不ル

ヲ

  

一
レ

用ヒ
ラ
レ

　

 

怨
望ス

ト

  

上

。

一
見
し
て
、
主
語･

動
詞･

目
的
語
の
構
造
が
分
か
り
難
く
な
り
、
と
り
あ
え
ず
、
ど
の
よ
う
に
「
訓
読
」
す
る
か
に
注
意
が
向
い
て
し

ま
う
の
が
、
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
う
。

漢文教育における「訓読」と「音読」（高戸）
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ま
と
め

本
稿
で
述
べ
た
一
試
案
は
、
最
終
的
に
「
訓
読
」
し
て
書
き
下
し
文
に
す
る
と
は
言
え
、「
音
読
」
の
方
法
を
援
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
第
二
章
で
引
用
し
た
松
浦
氏
「
音
読
」
の
意
義
の
第
四
は
、「「
音
読
」
の
場
合
は
、
難
読
部
分
は
難
読
の
ま
ま
、
強
い
て
文
意

を
定
め
ず
に
読
み
進
む
こ
と
が
で
き
る
」
で
あ
っ
た
。
難
読
箇
所
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
、「
と
に
か
く
全
体
に
目
を
通
す
」
こ
と
は
、「
音

読
」
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
違
い
と
し
て
は
、
現
代
中
国
語
音
で
音
読
す
る
か
否
か
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
中
国
学
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
外
国
語
を
読
む
際
に
は
誰
し
も
が
行
っ
て

い
る
は
ず
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、「
訓
読
」
よ
り
は
「
音
読
」
の
方
法
に
近
い
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
原
文
か
ら
直
接
現
代
日
本
語
に
し
て
、
そ
の
後
で
「
訓
読
」
す
る
の
で
は
、
加
藤
氏
が
指
摘
し
た
「
二
重
翻
訳
」
の
手
間

が
余
計
に
際
立
っ
て
見
え
る
と
い
う
問
題
点
も
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
日
本
の
古
典
と
し
て
の
漢
文
「
訓
読
」
の
意
義
を
再
確
認
し
、「
指
導
要
領
」
と
の
整
合
性
も
検
証
し
た
。

大
学
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
場
で
は
、
学
生
が
「
訓
読
」
を
余
計
な
手
間
と
思
わ
な
い
よ
う
に
、
こ
の
点
を
自
覚
的
に
説
明
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。

＊
1　

文
部
科
学
省
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
平
成
二
一
年
三
月

　
　
（http://w

w
w

.m
ext.go.jp/com

ponent/a_m
enu/education/m

icro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/30/1304427_002.pdf

）。
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＊
2　

門
脇
廣
文
「
學
界
展
望
（
文
學
）」（『
日
本
中
國
学
會
報
』
第
五
七
集
、
二
〇
〇
五
年
）
三
三
七
頁
。

＊
3　

松
浦
友
久
「「
訓
読
古
典
学
」
と
「
音
読
古
典
学
」
― 

そ
の
意
義
と
相
補
性
に
つ
い
て 

―
」（『
松
浦
友
久
著
作
選
Ⅰ 

中
国
詩
学
の
言
語
学 

― 

対
句
・

声
調
・
教
学
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
三
年
。
初
出
は
、『
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
』
第
二
五
号
、
一
九
九
七
年
）。

＊
4　

宇
野
精
一
「
日
本
の
古
典
か
シ
ナ
の
古
典
か
」（『
月
刊
文
法
』
明
治
書
院
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
号
）。

＊
5　

倉
石
武
四
郎
『
支
那
語
教
育
の
理
論
と
実
際
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
）。

＊
6　

松
浦
氏  
注
（
3
）
所
掲
書
、
三
二
三
〜
三
三
三
頁
。

＊
7　

松
浦
氏  

注
（
3
）
所
掲
書
、
三
三
三
〜
三
三
四
頁
。

＊
8　

松
浦
氏  

注
（
3
）
所
掲
書
、
三
三
四
〜
三
三
六
頁
。

＊
9　

松
浦
氏  

注
（
3
）
所
掲
書
、
三
三
七
頁
。

＊
10　

こ
こ
ま
で
の
「
訓
読
」
か
「
音
読
」
か
に
関
す
る
議
論
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
平
井
徹
「
大
学
漢
文
教
育
の
展
望
と
可
能
性
」（『
新
し
い
漢
字
漢
文
教

育
』
第
四
十
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
戦
後
の
漢
文
教
育
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
石
毛
慎
一
『
日
本
近
代
漢
文
教
育
の
系
譜
』（
湘
南
社
、

二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

＊
11　

鎌
田
正
「
古
典
と
し
て
の
漢
文
教
育
の
意
義
」（
鎌
田
正
編
『
漢
文
教
育
の
理
論
と
指
導
』
一
九
七
二
年
、
大
修
館
書
店
）
三
〜
四
頁
。

＊
12　

文
部
科
学
省
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
国
語
編
」
平
成
二
二
年
六
月

　
　
（http://w

w
w

.m
ext.go.jp/com

ponent/a_m
enu/education/m

icro_detail/__icsFiles/afieldfile/2010/12/28/1282000_02.pdf

）

＊
13　

加
藤
美
紀
「
国
語
科
に
お
け
る
漢
文
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
― 

文
字
教
育
と
し
て
の
活
用
― 

」（『
共
立
国
際
研
究
』
第
三
一
号
、
二
〇
一
四
年
）

一
五
一
頁
。

＊
14　

加
藤
氏  

注
（
13
）
所
掲
書
、
一
五
一
頁
。

＊
15　

加
藤
氏  

注
（
13
）
所
掲
書
、
一
五
四
頁
。

＊
16　

漢
文
の
授
業
に
実
詞
や
虚
詞
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
漢
文
教
育
に
お
け
る
虚
詞
概
念
の
導
入
」（『
福
岡
女
学
院
大
学
紀
要
人

文
学
部
編
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
五
年
） 

を
参
照
。

漢文教育における「訓読」と「音読」（高戸）




