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こ
れ
な
ら
わ
か
る
ぜ
︕

た
め
ぐ
ち
漢
⽂
︱
︱
漢
⽂
の
構
造
を
わ
か
り
や
す
く
知
り
た
い
君
へ
︱
︱

漢
⽂
の
基
本
構
造
編

︻
第
１
回
︼
⽂
の
構
造
・
成
分
編

は
じ
め
に

﹁
漢
⽂
っ
て
漢
字
ば
っ
か
り
で
︑
何
が
な
ん
だ
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ん
な
い
︕
﹂
っ
て
い
う
の
が
本
⾳
の
⼈
が
多
い
か
も
な
︒

そ
れ
っ
て
た
と
え
ば
満
天
の
星
が
︑
﹁
星
が
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
あ
る
だ
け
で
︑
何
が
な
ん
や
ら
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ん
し
︕
﹂
と

い
う
の
に
似
て
る
ぞ
︒

だ
け
ど
さ
︑
そ
ん
な
星
だ
っ
て
︑
﹁
こ
れ
が
オ
リ
オ
ン
座
︑
こ
れ
が
北
⽃
七
星
だ
﹂
と
か
︑
星
座
の
名
前
を
覚
え
た
ら
︑
そ

れ
っ
ぽ
く
区
別
さ
れ
て
⾒
え
て
く
る
だ
ろ
う
︖

星
座
の
場
合
は
︑
星
の
並
び
に
も
と
も
と
何
の
ル
ー
ル
も
な
い
の
を
︑
⼈
間
が
勝
⼿
に
絵
や
図
に
あ
て
は
め
て
つ
く
っ
た
ん

だ
が
︑
漢
⽂
は
そ
れ
と
は
違
う
︒

も
と
も
と
語
順
や
表
現
形
式
に
ル
ー
ル
の
あ
る
⾔
葉
な
ん
だ
︒

だ
か
ら
そ
れ
が
わ
か
っ
た
ら
︑
も
っ
と
ち
ゃ
ん
と
し
た
形
に
⾒
え
て
く
る
ぞ
︒

⽬
標
は
そ
れ
だ
︕

﹁
た
だ
の
漢
字
だ
ら
け
﹂
が
︑
﹁
決
ま
っ
た
形
﹂
に
⾒
え
て
く
る
︑
そ
の
境
地
を
⽬
指
そ
う
ぜ
︒

﹁
な
る
ほ
ど
︑
だ
か
ら
こ
う
い
う
形
に
な
っ
て
る
ん
だ
︙
﹂
と
思
え
て
き
た
ら
︑
⼀
気
に
漢
⽂
を
読
む
⼒
は
ア
ッ
プ
す
る
ぞ
︒

返
り
点
と
送
り
仮
名
の
つ
い
て
い
な
い
漢
⽂
だ
っ
て
︑
ご
く
簡
単
な
も
の
な
ら
練
習
次
第
で
読
め
る
よ
う
に
な
る
ぞ
︒

﹁
漢
⽂
を
構
造
的
に
理
解
す
る
﹂
っ
て
⾔
え
ば
︑
す
ぐ
返
り
点
や
送
り
仮
名
に
従
っ
て
読
む
こ
と
と
か
︑
書
き
下
し
⽂
を
否

定
す
る
の
か
︖
と
短
絡
的
に
決
め
つ
け
る
輩
が
少
な
く
な
い
ん
だ
が
︑
そ
れ
は
違
う
ぞ
︒

や
か
ら

昔
の
⽇
本
⼈
は
偉
い
も
ん
で
︑
て
ん
で
わ
か
ら
な
い
よ
そ
の
国
︑
中
国
の
⾔
葉
を
︑
な
ん
と
か
し
て
読
め
る
よ
う
に
し
よ
う

．
．

っ
て
︑
そ
れ
は
も
う
必
死
に
努
⼒
し
た
と
思
う
ん
だ
︒

漢
⽂
伝
来
の
最
初
は
渡
来
⼈
の
読
み
書
き
に
頼
っ
て
た
だ
ろ
う
し
︑
⽇
本
⼈
も
そ
れ
に
教
わ
り
な
が
ら
︑
頭
か
ら
当
時
の
中

国
語
読
み
と
い
う
か
︑
⾳
読
み
し
て
た
ん
だ
と
思
う
︒

そ
れ
を
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
︑
な
ん
と
か
そ
の
ま
ま
⽇
本
⼈
に
も
読
め
る
よ
う
に
訓
点
を
施
す
技
術
を
⼯
夫
し
て
き
た
⻑
い

⻑
い
歴
史
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
︒

だ
か
ら
︑
漢
⽂
に
返
り
点
と
送
り
仮
名
を
施
し
て
読
む
と
い
う
の
は
︑
先
⼈
達
の
残
し
て
く
れ
た
か
け
が
え
の
な
い
﹁
宝

物
﹂
︑
も
う
⽇
本
⼈
の
離
れ
業
と
も
い
う
べ
き
素
晴
ら
し
い
技
術
な
ん
だ
︒

わ
ざ

た
め
ぐ
ち
先
⽣
は
︑
古
典
中
国
語
⽂
法
と
い
う
中
国
語
の
語
法
か
ら
君
ら
に
漢
⽂
を
読
む
⼒
を
授
け
る
ス
タ
ン
ス
だ
け
ど
︑

訓
読
を
否
定
す
る
気
な
ん
て
さ
ら
さ
ら
な
い
︒

た
だ
な
︑
﹁
訓
読
で
そ
う
読
ん
で
る
か
ら
︑
こ
う
い
う
意
味
﹂
な
ん
じ
ゃ
な
い
︑
﹁
漢
⽂
が
こ
う
い
う
意
味
だ
か
ら
︑
こ
う
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訓
読
す
る
ん
だ
﹂
と
い
う
⽮
印
の
向
き
で
説
明
す
る
︒

こ
の
⽮
印
の
向
き
を
⼤
切
に
し
て
ほ
し
い
︑
⼀
番
か
ん
じ
ん
な
部
分
だ
ぜ
︒

﹁
理
屈
も
何
も
わ
か
ら
ん
状
態
で
︑
た
だ
た
だ
Ａ
と
か
Ｂ
と
か
使
っ
た
句
法
の
丸
覚
え
﹂
か
ら
早
く
脱
却
し
よ
う
︒

な
る
ほ
ど
﹁
こ
の
漢
⽂
︑
こ
う
い
う
意
味
や
構
造
だ
か
ら
︑
こ
う
読
む
ん
だ
﹂
っ
て
感
じ
で
い
こ
う
ぜ
︒

そ
れ
な
り
に
構
造
が
わ
か
る
こ
と
で
︑
き
っ
と
君
ら
の
漢
⽂
理
解
の
助
け
に
な
る
と
思
う
ん
だ
︒

頑
張
ろ
う
な
︕

い
い
か
い
︑
漢
⽂
理
解
の
第
１
歩
は
︑
構
造
の
理
解
だ
ぞ
︒

１
．⽂
の
成
分
︵
主
語
︶

⽂
は
︑
主
語
・
述
語
・
⽬
的
語
・
補
語
・
連
体
修
飾
語
・
連
⽤
修
飾
語
の
６
つ
の
成
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
る
ん
だ
︒

だ
か
ら
︑
ま
ず
最
初
に
こ
の
成
分
の
区
別
が
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
︒

ん
︖
成
分
っ
て
何
︖
っ
て
︖

ご
も
っ
と
も
︑
﹁
成
分
﹂
と
い
う
の
は
︑
１
つ
の
も
の
を
構
成
す
る
部
分
と
な
る
要
素
の
こ
と
で
︑
⽂
法
で
使
う
⽤
語
と
し

て
は
︑
﹁
⼀
つ
の
⽂
を
構
成
し
て
い
る
⼀
つ
ひ
と
つ
の
要
素
﹂
の
こ
と
だ
よ
︒

た
と
え
ば
︑
⽇
本
語
で
﹁
君
が
歌
う
﹂
だ
っ
た
ら
︑
﹁
君
﹂
が
主
語
と
い
う
成
分
︑
﹁
歌
う
﹂
が
述
語
と
い
う
成
分
に
な
る

ん
だ
︒

わ
か
っ
た
か
い
︖

さ
て
︑
ほ
と
ん
ど
の
⽂
は
︑
原
則
と
し
て

主
語
＋
述
部

の
形
で
構
成
さ
れ
て
る
︒

ま
あ
︑
主
語
の
な
い
⽂
と
か
︑
主
語
が
省
略
さ
れ
て
る
⽂
も
あ
る
け
ど
な
︒

述
部
っ
て
い
う
の
は
︑
﹁
主
語
が
ど
う
で
あ
る
と
か
︑
ど
う
す
る
と
か
を
述
べ
る
部
分
﹂
を
い
う
ん
だ
が
︑
そ
れ
に
対
す
る
︑

こ
の
主
語
が
⽇
本
語
で
い
う
主
語
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
だ
︒

構
造
理
解
の
最
初
は
︑
ま
ず
こ
の
主
語
と
い
う
成
分
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
︒

漢
⽂
の
主
語
は
︑
早
い
話
が
﹁
⽂
の
先
頭
に
置
か
れ
た
名
詞
や
名
詞
句
﹂
だ
︒

﹁
私
﹂
と
か
﹁
あ
な
た
﹂
︑
﹁
こ
れ
﹂
な
ん
て
代
名
詞
も
漢
⽂
で
は
代
詞
っ
て
い
う
ん
だ
が
︑
名
詞
に
含
め
て
考
え
て
も
い

い
︒﹁

⼀
⼈
﹂
な
ん
て
の
は
︑
数
詞
﹁
⼀
﹂
と
量
詞
﹁
⼈
﹂
か
ら
な
る
数
量
詞
っ
て
い
う
ん
だ
が
︑
こ
れ
も
名
詞
に
準
じ
る
語
句

だ
ね
︒

ち
な
み
に
量
詞
っ
て
の
は
︑
﹁
〜
年
﹂
と
か
﹁
〜
⽇
﹂
の
よ
う
に
︑
事
物
や
動
作
を
数
え
る
単
位
を
表
す
語
だ
よ
︒

あ
と
︑
名
詞
句
と
い
う
の
は
︑
名
詞
じ
ゃ
な
い
が
︑
﹁
〜
す
る
こ
と
・
も
の
﹂
と
か
﹁
〜
で
あ
る
こ
と
・
も
の
﹂
と
か
い
う
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ふ
う
に
︑
名
詞
に
準
じ
た
句
の
こ
と
だ
よ
︒

﹁
君
が
こ
の
件
に
⼝
を
だ
す
の
は
︑
問
題
だ
﹂
な
ら
︑
﹁
君
が
こ
の
件
に
⼝
を
だ
す
︵
こ
と
︶
﹂
が
名
詞
句
で
︑
主
語
に
な

る
わ
け
だ
ね
︒

漢
⽂
は
︑
⽂
の
最
初
に
名
詞
や
名
詞
句
を
主
語
と
し
て
⽰
し
て
︑
そ
れ
が
ど
う
で
あ
る
と
か
︑
ど
う
す
る
と
か
述
べ
る
形
を

と
る
ん
だ
︒

と
こ
ろ
で
︑
主
語
に
は
４
つ
あ
っ
て
︑
必
ず
し
も
動
作
主
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
︒

た
と
え
ば
﹁
太
郎
﹂
を
主
語
だ
と
す
る
と
︑
ま
ず
︑
﹁
太
郎
が
笑
っ
た
﹂
と
い
う
ふ
う
に
︑
動
作
・
⾏
為
を
す
る
主
語
の
こ

と
を
施
事
主
語
と
い
う
︒

せ

じ

事
を
施
す
主
語
︑
つ
ま
り
動
作
を
す
る
主
語
っ
て
意
味
だ
ね
︒

で
も
︑
﹁
太
郎
が
笑
わ
れ
た
﹂
と
な
る
と
︑
こ
れ
は
動
作
・
⾏
為
を
さ
れ
る
側
だ
か
ら
受
事
主
語
に
な
る
︒

じ
ゆ
じ

こ
れ
は
︑
事
を
受
け
る
主
語
っ
て
こ
と
さ
︒

さ
ら
に
︑
﹁
太
郎
は
か
っ
こ
い
い
﹂
と
な
れ
ば
︑
太
郎
は
主
題
と
し
て
⽰
さ
れ
た
わ
け
だ
か
ら
主
題
主
語
と
い
う
ん
だ
︒

﹁
太
郎
に
つ
い
て
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
と
﹂
と
い
う
話
の
テ
ー
マ
を
⽰
す
主
語
だ
ね
︒

ま
ず
こ
の
３
つ
の
主
語
を
整
理
し
よ
う
︒

こ
れ
を
漢
⽂
の
例
で
い
え
ば
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒
⽂
の
最
初
に
置
か
れ
た
名
詞
だ
と
い
う
の
も
要
確
認
︒

項
王
笑
︒フ

▼
項
王
笑
ふ
︒

か
う
わ
う
わ
ら

▽
項
王
が
笑
う
︒

こ
の
﹁
項
王
﹂
が
施
事
主
語
だ
︑
太
郎
が
項
王
に
変
わ
っ
た
だ
け
︒

項
王
が
笑
う
っ
て
⾏
為
を
し
て
る
だ
ろ
︒

だ
か
ら
︑
事
を
施
す
主
語
︑
つ
ま
り
施
事
主
語
さ
︑
動
作
主
を
表
す
主
語
だ
よ
︒

え
︖
そ
れ
は
わ
か
る
か
ら
︑
次
⾏
け
っ
て
︖

よ
し
︒

主
辱
︒メ

ラ
ル

▼
主
辱
め
ら
る
︒

し
ゆ
は
づ
か
し

▽
主
⼈
が
辱
め
ら
れ
る
︒

﹁
辱
め
る
﹂
は
﹁
恥
を
か
か
せ
る
﹂
っ
て
こ
と
︒
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﹁
辱
め
ら
る
﹂
は
恥
を
か
か
さ
れ
た
わ
け
だ
か
ら
︑
﹁
主
﹂
︵
主
⼈
︶
は
受
事
主
語
に
な
る
︒

事
を
受
け
る
主
語
︑
辱
め
る
と
い
う
動
作
・
⾏
為
を
受
け
る
主
語
だ
な
︒

い
い
か
い
︖

兵
少
︑
⾷
尽
︒

ナ
ク

ク

▼
兵
少
な
く
︑
⾷
尽
く
︒

へ
い
す
く

し
よ
く
つ

▽
兵
⼠
は
少
な
く
︑
⾷
料
は
尽
き
た
︒

こ
の
﹁
兵
﹂
と
か
﹁
⾷
﹂
は
ど
う
だ
い
︖

﹁
兵
﹂
︵
兵
⼠
︶
が
ど
う
か
と
い
え
ば
少
な
い
わ
け
だ
し
︑
﹁
⾷
﹂
︵
⾷
料
︶
が
ど
う
か
と
い
え
ば
尽
き
ち
ゃ
っ
た
わ
け
だ
︒

つ
ま
り
﹁
兵
﹂
と
﹁
⾷
﹂
は
話
の
主
題
と
し
て
⽰
さ
れ
た
主
語
だ
か
ら
︑
主
題
主
語
に
な
る
︒

﹁
兵
﹂
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
︑
と
か
︑
﹁
⾷
﹂
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
っ
て
饒
⾆
に
訳
し
て
み
る

じ
よ
う
ぜ
つ

と
︑
わ
か
り
や
す
い
か
な
︖

実
は
︑
主
語
に
は
︑
施
事
主
語
・
受
事
主
語
・
主
題
主
語
の
ほ
か
に
︑
も
う
⼀
つ
存
在
主
語
と
い
う
の
が
あ
る
︒

こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
難
し
い
ん
で
︑
述
語
と
⽬
的
語
と
い
う
成
分
の
話
を
し
た
後
で
説
明
し
よ
う
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
⽂
の
先
頭
に
お
か
れ
る
名
詞
︵
名
詞
句
︶
が
主
語
︒

・
主
語
は
必
ず
名
詞
ま
た
は
名
詞
句
で
あ
り
︑
述
語
と
の
関
係
で
︑
４
つ
に
分
類
さ
れ
る
︒

①
施
事
主
語
︵
動
作
を
す
る
主
語
︶

②
受
事
主
語
︵
受
⾝
の
対
象
で
あ
る
主
語
︶

③
主
題
主
語
︵
主
題
を
表
す
主
語
︶

④
存
在
主
語
︵
存
在
⽂
の
主
語
︶

２
．⽂
の
成
分
︵
述
語
︶

主
語
に
⽰
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
︑
そ
れ
が
ど
う
だ
と
か
︑
ど
う
す
る
と
か
述
べ
る
部
分
を
述
部
と
い
う
っ
て
前
に
⾔
っ
た

よ
な
︖

こ
の
述
部
に
は
そ
の
中
⼼
に
な
る
語
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
述
語
と
い
う
︒

た
と
え
ば
︑
主
語
の
﹁
太
郎
﹂
が
﹁
桃
を
た
く
さ
ん
⾷
べ
る
﹂
だ
っ
た
ら
︑
中
⼼
語
は
﹁
⾷
べ
る
﹂
だ
し
︑
﹁
と
っ
て
も
か
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っ
こ
い
い
﹂
だ
っ
た
ら
︑
中
⼼
語
は
﹁
か
っ
こ
い
い
﹂
だ
︒

述
部
の
う
ち
︑
こ
れ
が
述
語
だ
よ
︒

つ
ま
り
︑
述
語
は
作
⽤
の
及
ぶ
対
象
と
し
て
⽬
的
語
を
と
っ
た
り
︑
修
飾
を
う
け
た
り
す
る
ん
だ
︒

こ
こ
で
は
ま
ず
述
語
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
説
明
し
よ
う
︒

主
語

述
語

顔
淵
死
︒ス

▼
顔
淵
死
す
︒

が
ん
ゑ
ん
し

▽
顔
淵
が
死
ん
だ
︒

﹁
顔
淵
﹂
っ
て
い
う
の
は
︑
孔
⼦
の
お
弟
⼦
さ
ん
で
︑
三
千
⼈
も
い
た
と
⾔
わ
れ
る
弟
⼦
の
中
で
︑
⼀
番
秀
才
だ
と
⾔
わ
れ

た
⼈
︒

す
ご
い
だ
ろ
︖

さ
て
︑
そ
の
顔
淵
が
ど
う
し
た
の
か
っ
て
い
う
と
︑
﹁
死
﹂
ん
じ
ゃ
っ
た
ん
だ
︒

だ
か
ら
こ
の
⽂
で
は
動
詞
﹁
死
﹂
が
述
語
に
な
る
︒

ス

顔
淵
っ
て
⼈
は
︑
た
ま
〜
に
⾷
べ
物
が
⼿
に
⼊
っ
て
も
︑
す
ぐ
貧
し
い
⼈
に
あ
げ
ち
ゃ
う
ん
で
︑
い
わ
ば
栄
養
失
調
で
若
死

に
し
ち
ゃ
っ
た
ら
し
い
︒

酒
粕
と
か
⽶
ぬ
か
み
た
い
な
粗
末
な
も
ん
し
か
⾷
べ
て
な
か
っ
た
ん
だ
と
さ
︒

さ
け
か
す

主
語

述
語

⽉
明
︒

ラ
カ
ナ
リ

▼
⽉
明
ら
か
な
り
︒

つ
き
あ
き

▽
⽉
が
明
る
い
︒

﹁
⽉
﹂
が
ど
う
だ
っ
て
い
う
と
︑
﹁
明
﹂
る
い
ん
だ
︒

つ
ま
り
形
容
詞
﹁
明

﹂
が
述
語
︒

ラ
カ
ナ
リ

ち
な
み
に
︑
﹁
明
﹂
は
﹁
明
ら
か
な
り
﹂
と
読
ん
で
る
け
ど
︑
形
容
詞
︒

え
︖
形
容
動
詞
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
︖
っ
て
︖

勘
違
い
し
ち
ゃ
い
け
な
い
︑
こ
れ
は
中
国
語
の
品
詞
だ
よ
︒

⽇
本
語
で
は
形
容
動
詞
け
ど
︑
た
め
ぐ
ち
先
⽣
が
特
に
断
り
な
く
⼝
に
す
る
品
詞
は
︑
す
べ
て
中
国
語
の
品
詞
だ
︒

漢
⽂
に
形
容
動
詞
は
な
い
ぞ
︒

状
態
や
性
質
な
ん
か
を
表
す
語
は
︑
す
べ
て
形
容
詞
に
分
類
す
る
ん
だ
︒

﹁
静
﹂
も
﹁
豊
﹂
も
︑
み
ん
な
形
容
詞
だ
よ
︒

カ
ナ
リ

カ
ナ
リ
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ほ
か
に
﹁
富
﹂
っ
て
の
も
︑
⽇
本
語
で
は
動
詞
だ
け
ど
︑
中
国
語
の
品
詞
は
形
容
詞
︒

ム

経
済
的
に
豊
か
で
あ
る
と
い
う
状
態
を
表
す
語
だ
か
ら
な
︒

⽇
本
語
の
品
詞
を
指
す
時
は
︑
必
ず
﹁
⽇
本
語
の
形
容
詞
﹂
っ
て
断
る
か
ら
︑
そ
の
つ
も
り
で
受
講
し
て
く
れ
よ
︒
い
い
︖

こ
の
２
つ
は
述
語
が
単
独
の
こ
と
ば
か
ら
な
る
簡
単
な
構
造
だ
︒

で
も
︑
も
う
ち
ょ
っ
と
複
雑
に
し
て
み
よ
う
︒

主
語

述
部

王
︑
年
少
︒シ

主
語

述
語

▼
王
︑
年
少
し
︒

わ
う

と
し
わ
か

▽
王
は
︑
年
齢
が
若
い
︒

﹁
象
は
⿐
が
⻑
い
﹂
っ
て
い
う
⽂
が
⽇
本
語
に
は
あ
る
け
ど
︑
そ
れ
に
似
た
形
︒

﹁
王
﹂
は
⽂
の
主
題
と
し
て
⽰
さ
れ
た
主
題
主
語
で
︑
そ
れ
が
ど
う
だ
と
い
え
ば
﹁
年
が
若
い
﹂
ん
だ
︒

だ
か
ら
﹁
年
少
﹂
が
述
語
︒

シ

で
も
︑
こ
の
述
語
を
よ
く
み
る
と
︑
﹁
年
﹂
が
や
っ
ぱ
り
主
語
で
︑
﹁
少
﹂
が
述
語
に
な
っ
て
る
だ
ろ
︖

シ

つ
ま
り
︑
述
語
が
﹁
主
語
＋
述
語
﹂
の
構
造
な
ん
だ
︒

こ
れ
を
主
述
述
語
と
い
う
︒

﹁
主
述
﹂
構
造
が
﹁
述
語
﹂
っ
て
い
う
意
味
だ
が
︑
こ
れ
が
﹁
シ
ュ
ジ
ュ
ツ
ジ
ュ
ツ
ゴ
﹂
と
⾆
を
噛
み
そ
う
に
な
る
ほ
ど
⾔

い
に
く
い
︒
⾔
っ
て
み
な
︖

ち
な
み
に
漢
⽂
で
は
﹁
若
い
﹂
っ
て
の
は
﹁
少
﹂
と
表
現
す
る
︒

シ

﹁
少
年
⽼
い
や
す
く
学
な
り
が
た
し
﹂
っ
て
⾔
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
︖

﹁
少
年
﹂
っ
て
﹁
幼
い
⼈
・
若
い
⼈
﹂
っ
て
意
味
だ
ね
︒

﹁
若
﹂
を
﹁
わ
か
い
﹂
の
意
味
で
使
う
の
は
⽇
本
の
⽤
法
だ
︒

漢
⽂
で
は
使
わ
な
い
こ
と
も
つ
い
で
に
覚
え
て
お
こ
う
︒

３
．⽂
の
成
分
︵
⽬
的
語
︶

述
語
の
後
に
置
か
れ
て
︑
主
に
述
語
の
作
⽤
の
客
体
を
表
す
名
詞
や
名
詞
句
を
⽬
的
語
と
い
う
︒

た
と
え
ば
︑
﹁
愛
⼈
﹂
な
ら
﹁
⼈
を
愛
す
﹂
と
読
ん
で
﹁
⼈
﹂
が
⽬
的
語
︒

﹁
⽉
⼊
⼭
﹂
な
ら
﹁
⽉
⼭
に
⼊
る
﹂
と
読
ん
で
﹁
⼭
﹂
が
⽬
的
語
だ
︒

い
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君
た
ち
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
︑
英
語
な
ん
か
で
も
使
う
﹁
⽬
的
語
﹂
と
い
う
⽤
語
を
使
っ
た
け
ど
︑
中
国
で
は
賓
語
と

ひ
ん
ご

い
う
︒

﹁
賓
﹂
は
﹁
客
﹂
の
意
味
︒

述
語
の
作
⽤
の
客
体
に
な
る
語
だ
か
ら
賓
語
と
い
う
ん
だ
︒

え
︖
﹁
述
語
の
作
⽤
の
客
体
﹂
と
い
う
の
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
っ
て
︖

う
ん
︑
な
る
ほ
ど
︑
ち
ょ
っ
と
難
し
い
⾔
い
⽅
だ
っ
た
か
な
︙

わ
か
ら
な
い
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
わ
か
ろ
う
と
す
る
態
度
︑

い
い
ね
ぇ
︑
ほ
め
と
く
ぞ
︒

述
語
の
作
⽤
の
客
体
と
い
っ
て
も
︑
述
語
と
賓
語
の
関
係
か
ら
い
く
つ
か
あ
る
ん
だ
︒

そ
も
そ
も
動
詞
の
性
質
に
は
︑
⼤
き
く
分
け
て
３
つ
の
種
類
が
あ
る
︒

他
動
性
・
依
拠
性
・
⽣
産
性
の
３
つ
だ
よ
︒

他
動
性
と
は
︑
動
作
主
の
意
図
的
な
動
作
の
結
果
︑
対
象
を
変
化
さ
せ
る
性
質
を
い
う
ん
だ
︒

た
と
え
ば
︑
﹁
愛
﹂
は
他
動
性
の
動
詞
だ
よ
︒

ス

だ
か
ら
︑
﹁
愛
⼈
﹂
︵
⼈
を
愛
す
る
︶
の
場
合
︑
﹁
⼈
﹂
は
﹁
愛
﹂
と
い
う
他
動
性
動
詞
の
⽬
的
語
に
な
る
︒

スレ

ヲ

ス

﹁
愛
す
る
﹂
と
い
う
⾏
為
で
︑
い
わ
ば
﹁
⼈
﹂
は
愛
さ
れ
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
︖
﹁
愛
﹂
と
い
う
⾏
為
が
直
接
︑

ス

他
の
﹁
⼈
﹂
に
及
ぶ
か
ら
他
動
性
と
い
う
ん
だ
︒

述
語
が
他
動
性
動
詞
の
場
合
︑
そ
の
⽬
的
語
は
﹁
〜
を
﹂
と
読
む
こ
と
が
多
い
ね
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
依
拠
性
と
は
︑
そ
の
作
⽤
が
他
の
物
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
⾏
わ
れ
る
性
質
を
い
う
︒

た
と
え
ば
﹁
⼊
﹂
は
︑
何
か
を
拠
り
所
に
し
て
︑
そ
れ
に
⼊
る
と
い
う
依
拠
性
の
動
詞
だ
︒

ル

だ
か
ら
︑
﹁
⽉
⼊
⼭
﹂
︵
⽉
が
⼭
に
⼊
る
︶
の
﹁
⼭
﹂
は
︑
﹁
⼊
﹂
と
い
う
依
拠
性
動
詞
の
⽬
的
語
に
な
る
︒

ル
レ

ニ

ル

﹁
⼊
る
﹂
と
い
う
動
作
⾏
為
が
何
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
か
を
﹁
⼭
﹂
が
⽰
す
ん
だ
よ
︒

﹁
到
京
都
﹂
︵
京
都
に
到
る
︶
な
ん
か
も
︑
﹁
到
る
﹂
と
い
う
動
作
⾏
為
が
ど
こ
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
る
か
を
﹁
京

ル
⼆

ニ
⼀

都
﹂
が
⽰
し
て
る
わ
け
だ
か
ら
︑
依
拠
性
動
詞
の
⽬
的
語
と
い
っ
て
い
い
ね
︒

つ
ま
り
︑
述
語
に
対
し
て
︑
場
所
︵
〜
で
︶
・
出
発
点
︵
〜
よ
り
︶
・
到
達
点
︵
〜
に
︶
︑
依
拠
の
対
象
︵
〜
に
︶
な
ど
を

表
す
名
詞
や
名
詞
句
は
依
拠
性
動
詞
の
⽬
的
語
に
な
る
︒

述
語
が
依
拠
性
動
詞
の
場
合
︑
そ
の
⽬
的
語
は
﹁
〜
に
﹂
と
か
﹁
〜
よ
り
﹂
と
読
む
こ
と
が
多
い
︒

そ
し
て
︑
⽣
産
性
と
は
︑
何
か
を
作
り
出
す
性
質
の
こ
と
だ
よ
︒

た
と
え
ば
︑
﹁
号
﹂
は
︑
何
か
を
﹁
名
づ
け
る
﹂
と
い
う
⽣
産
性
の
動
詞
だ
︒

ス

﹁
項
梁
号
武
信
君
﹂
︵
項
梁
が
︵
⾃
分
の
こ
と
を
︶
武
信
君
と
名
付
け
た
︶
は
︑
述
語
動
詞
﹁
号
﹂
は
﹁
名
付
け

ス
⼆

ト
⼀

ス

る
﹂
と
い
う
作
⽤
を
︑
﹁
武
信
君
﹂
は
﹁
号
﹂
と
い
う
⾏
為
の
結
果
の
⽣
産
物
を
表
し
て
る
だ
ろ
︖

ス

だ
か
ら
︑
﹁
武
信
君
﹂
は
﹁
号
﹂
と
い
う
⽣
産
性
動
詞
の
⽬
的
語
な
ん
だ
︒

ス

﹁
⼈
云
賢

﹂
︵
⼈
々
は
︵
私
の
こ
と
を
︶
賢
い
と
い
う
︶
の
場
合
も
︑
﹁
賢
﹂
は
⽣
産
性
動
詞
﹁
云
﹂
の
⽬
的
語
に

フ
レ

ナ
リ
ト

ナ
リ

フ
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な
る
ね
︒

﹁
聞
〜
﹂
︵
〜
と
聞
く
︶
・
﹁
称
〜
﹂
︵
〜
と
称
す
る
︶
な
ど
の
﹁
〜
﹂
も
︑
み
ん
な
⽣
産
性
動
詞
の
⽬
的
語
に
含
ま

ク
レ

ト

ス
レ

ト

れ
る
︒

述
語
が
⽣
産
性
動
詞
の
場
合
︑
そ
の
⽬
的
語
は
︑
﹁
〜
と
﹂
と
読
む
こ
と
が
多
い
ね
︒

ち
ょ
っ
と
細
か
い
と
こ
ろ
に
こ
だ
わ
っ
た
け
ど
︑
要
す
る
に
︑
た
め
ぐ
ち
先
⽣
が
⼝
に
す
る
⽬
的
語
は
イ
コ
ー
ル
中
国
語
の

賓
語
︑
述
語
の
後
に
置
か
れ
る
名
詞
や
名
詞
句
の
こ
と
だ
よ
︒

ど
こ
ま
で
も
本
家
の
⽂
法
で
い
く
ぞ
︒

こ
こ
で
ア
レ
︖
と
思
っ
た
⼈
が
い
る
だ
ろ
う
︖

﹁
⽉
⼊
⼭
﹂
の
﹁
⼭
﹂
は
﹁
⼭
に
﹂
っ
て
読
む
ん
だ
か
ら
︑
補
語
じ

ル
レ

ニ

ゃ
な
い
の
か
︖
前
に
他
の
先
⽣
に
そ
う
習
っ
た
ぞ
︕
っ
て
ね
︒

確
か
に
︑
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
教
科
書
や
参
考
書
も
あ
る
よ
ね
︒

実
際
︑
そ
う
教
え
て
る
先
⽣
も
あ
る
と
思
う
︒

そ
れ
は
そ
れ
で
１
つ
の
考
え
⽅
︑
教
え
⽅
と
し
て
あ
っ
て
い
い
と
思
う
よ
︒

で
も
な
︑
そ
れ
は
⽇
本
語
に
書
き
下
し
て
読
ん
だ
時
︑
﹁
〜
に
﹂
と
か
﹁
〜
よ
り
﹂
と
か
読
む
語
を
補
語
︑
﹁
〜
を
﹂
と
読

む
語
を
⽬
的
語
と
定
義
す
る
考
え
⽅
で
︑
要
す
る
に
中
国
語
じ
ゃ
な
く
て
⽇
本
語
で
考
え
た
も
ん
だ
よ
ね
︒

書
き
下
し
⽂
っ
て
の
は
⽇
本
語
に
翻
訳
し
た
も
ん
だ
か
ら
な
︒

漢
⽂
は
古
典
中
国
語
︑
つ
ま
り
よ
そ
の
国
の
古
典
な
ん
だ
か
ら
︑
漢
⽂
⾃
体
の
構
造
を
⽇
本
語
で
考
え
る
と
あ
ち
こ
ち
⽭
盾

だ
ら
け
に
な
る
ぞ
︒

た
と
え
ば
︑
﹁
出
国
﹂
は
﹁
国
を
出
づ
﹂
っ
て
読
む
か
ら
︑
﹁
国
﹂
は
⽬
的
語
︒

い

で
も
︑
﹁
国
よ
り
出
づ
﹂
っ
て
読
ん
だ
ら
︑
同
じ
﹁
出
国
﹂
な
の
に
︑
急
に
補
語
に
変
わ
る
の
か
い
︖

お
か
し
い
だ
ろ
︖

察
し
の
い
い
君
た
ち
の
こ
と
だ
か
ら
︑
こ
の
﹁
国
﹂
は
︑
依
拠
性
動
詞
の
⽬
的
語
だ
っ
て
︑
も
う
気
づ
い
た
だ
ろ
︖

そ
う
い
う
意
味
で
は
︑
﹁
〜
に
﹂
と
か
﹁
〜
よ
り
﹂
と
読
む
語
は
︑
賓
語
の
中
で
も
依
拠
性
動
詞
の
も
の
に
対
し
て
そ
う
読

む
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
⾔
え
る
け
ど
︑
結
局
の
と
こ
ろ
⽇
本
語
で
の
読
み
で
解
釈
し
た
も
ん
で
︑
中
国
語
か
ら
考
え
た

も
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
︖

だ
か
ら
︑
漢
⽂
の
構
造
そ
の
も
の
を
学
ぶ
時
は
︑
と
り
あ
え
ず
そ
う
い
う
考
え
⽅
の
説
明
は
脇
に
置
い
と
い
て
︑
き
ち
ん
と

古
典
中
国
語
か
ら
︑
述
語
の
後
に
置
か
れ
る
名
詞
が
⽬
的
語
だ
っ
て
理
解
し
て
く
れ
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
他
動
性
・
依
拠
性
・
⽣
産
性
動
詞
の
⽬
的
語
と
い
う
考
え
⽅
は
︑
昭
和
の
初
め
に
松
下
⼤
三
郎
と
い
う
⽂

法
学
者
の
先
⽣
が
﹃
標
準
漢
⽂
法
﹄
と
い
う
書
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
な
ん
だ
︒

こ
の
先
⽣
︑
ほ
か
の
学
者
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
独
⾃
の
解
釈
で
漢
⽂
法
を
論
じ
た
ん
だ
け
ど
︑
す
ご
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
ん
だ
︒

こ
の
た
め
ぐ
ち
先
⽣
も
︑
初
め
て
﹃
標
準
漢
⽂
法
﹄
を
読
ん
だ
時
は
︑
あ
ま
り
の
宇
宙
観
に
茫
然
と
し
た
も
ん
だ
け
ど
︑
と

っ
て
も
た
め
に
な
っ
た
と
い
う
か
︑
今
も
強
い
刺
激
と
影
響
を
受
け
て
る
︒

﹃
標
準
漢
⽂
法
﹄
に
は
他
に
も
⾊
々
学
ん
だ
け
ど
︑
た
め
ぐ
ち
先
⽣
な
り
に
咀
嚼
し
て
取
り
⼊
れ
た
も
の
を
︑
少
し
ず
つ

そ

し
や
く
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君
た
ち
に
も
授
け
て
い
こ
う
か
な
︒

さ
て
︑
い
く
つ
か
例
を
⾒
て
い
こ
う
︒

主
語

述
語

⽬
的
語

王
好
戦
︒

ムレ

ヒ
ヲ

▼
王
戦
ひ
を
好
む
︒

わ
う
た
た
か

こ
の

▽
王
は
戦
争
を
好
む
︒

述
語
﹁
好
﹂
の
後
に
置
か
れ
た
名
詞
﹁
戦
﹂
が
︑
他
動
性
動
詞
の
⽬
的
語
だ
︒

ム

ヒ

﹁
好
﹂
と
い
う
⾏
為
が
直
接
﹁
戦
﹂
に
及
ぶ
関
係
だ
ね
︒

ム

ヒ

主
語

述
語

⽬
的
語

患
⽣
不
徳
︒

ヒ
ハ

ズ⼆

ヨ
リ⼀

▼
患
ひ
は
不
徳
よ
り
⽣
ず
︒

わ
ざ
わ

ふ

と
く

し
や
う

▽
災
い
は
徳
が
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
⽣
ま
れ
る
︒

﹁
不
徳
﹂
は
﹁
徳
が
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
﹂
と
い
う
意
味
の
名
詞
句
だ
︒

も
ち
ろ
ん
本
来
は
﹁
徳
が
備
わ
っ
て
い
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
名
詞
句
じ
ゃ
な
い
が
︑
⽬
的
語
に
な
っ
て
る
っ
て
こ
と
は
名

詞
句
に
な
っ
て
る
と
考
え
る
ん
だ
︒

⽬
的
語
は
常
に
名
詞
か
名
詞
句
と
考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
︖

さ
て
︑
こ
の
⽂
︑
﹁
災
い
が
⽣
じ
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
︑
何
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
の
か
を
﹁
不
徳
﹂
が
表
し
て
い
る

ん
だ
ろ
︖

だ
か
ら
︑
﹁
不
徳
﹂
は
依
拠
性
動
詞
﹁
⽣
﹂
の
⽬
的
語
で
︑
別
の
⾔
い
⽅
を
す
れ
ば
︑
述
語
﹁
⽣
﹂
の
起
点
を
表
し
て
い

ズ

ズ

る
ん
だ
︒

述
語

⽬
的
語
述
語

⽬
的
語

転
禍
為
福
︒

ジ
テレ

ヒ
ヲ

ス
レ

ト

▼
禍
ひ
を
転
じ
て
福
と
為
す
︒

わ
ざ
わ

て
ん

ふ
く

な

▽
災
い
を
転
じ
て
福
に
す
る
︒

こ
の
例
は
お
も
し
ろ
い
ぞ
︒
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﹁
禍
﹂
﹁
福
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
述
語
﹁
転
﹂
﹁
為
﹂
の
⽬
的
語
な
ん
だ
け
ど
︑
﹁
禍
﹂
は
他
動
性
の
動
詞
述
語
﹁
転
﹂
の

ヒ

ズ

ス

ヒ

ズ

⽬
的
語
な
の
に
対
し
て
︑
﹁
福
﹂
は
⽣
産
性
の
動
詞
述
語
﹁
為
﹂
と
い
う
⾏
為
の
⽬
的
語
に
な
っ
て
る
︒

ス

⽬
的
語
に
も
⾊
々
あ
る
わ
け
だ
よ
︒

主
語

述
語

⽬
的
語

将
軍
戦
河
北
︒

ハ

フ⼆

ニ⼀

▼
将
軍
は
河
北
に
戦
ふ
︒

し
や
う
ぐ
ん

か

ほ
く

た
た
か

▽
将
軍
は
⻩
河
の
北
で
戦
う
︒

今
度
は
︑
⽬
的
語
﹁
河
北
﹂
が
述
語
﹁
戦
﹂
と
い
う
⾏
為
が
⾏
わ
れ
た
場
所
を
表
し
て
る
︒

フ

こ
れ
は
何
性
動
詞
の
⽬
的
語
だ
い
︖

そ
う
︑
﹁
将
軍
が
戦
う
﹂
と
い
う
⾏
為
が
︑
﹁
河
北
﹂
と
い
う
場
所
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
る
わ
け
だ
か
ら
︑
依
拠
性
動
詞

の
⽬
的
語
だ
よ
ね
︒

場
所
は
場
所
で
も
︑
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
ぞ
︒

主
語

述
語

⽬
的
語

漢
王
⾄
洛
陽
︒

ル⼆

ニ⼀

▼
漢
王
洛
陽
に
⾄
る
︒

か
ん
わ
う
ら
く
や
う

い
た

▽
漢
王
は
洛
陽
に
到
着
し
た
︒

⽬
的
語
﹁
洛
陽
﹂
は
場
所
で
も
︑
前
の
例
と
は
違
っ
て
︑
述
語
﹁
⾄
﹂
に
対
し
て
帰
着
点
を
表
し
て
い
る
ん
だ
︒

ル

こ
れ
も
依
拠
性
動
詞
﹁
⾄
﹂
の
⽬
的
語
だ
よ
︒

ル

ち
な
み
に
︑
依
拠
性
動
詞
の
後
に
︑
直
接
置
か
れ
る
場
所
を
表
す
⽬
的
語
は
︑
場
所
⽬
的
語
っ
て
い
う
ん
だ
︒

中
国
で
は
﹁
処
所
賓
語
﹂
っ
て
い
う
︒

こ
ん
な
ふ
う
に
︑
ひ
と
く
く
り
に
⽬
的
語
と
い
っ
て
も
︑
⾊
々
あ
る
け
れ
ど
も
︑
要
す
る
に
﹁
述
語
の
後
に
置
か
れ
た
名
詞

や
名
詞
句
﹂
が
⽬
的
語
だ
︒

そ
の
こ
と
を
ま
ず
押
さ
え
て
お
け
ば
い
い
︒

他
動
性
動
詞
の
⽬
的
語
と
か
依
拠
性
動
詞
の
⽬
的
語
︑
⽣
産
性
動
詞
の
⽬
的
語
っ
て
︑
⼩
難
し
く
分
け
て
説
明
し
た
け
れ
ど

も
︑
あ
ん
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
く
て
も
い
い
よ
︒

た
だ
︑
特
に
依
拠
性
の
理
解
は
︑
後
で
前
置
詞
を
学
ぶ
時
に
︑
ち
ょ
っ
と
役
⽴
つ
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
の
時
思
い
出
し
て
く
れ
︒
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そ
れ
か
ら
︑
も
う
⼀
度
︑
⽤
語
の
話
な
ん
だ
け
ど
︙

述
語
の
後
に
置
か
れ
た
名
詞
を
︑
﹁
〜
を
﹂
と
読
む
か
ら
⽬
的
語
︑
﹁
〜
に
﹂
と
か
﹁
〜
よ
り
﹂
と
読
む
か
ら
補
語
と
い
う

ふ
う
に
︑
⽇
本
語
と
し
て
ど
う
訓
読
す
る
か
で
︑
⽬
的
語
と
補
語
と
⽤
語
の
名
前
を
分
け
て
と
呼
び
か
え
る
必
要
は
な
い
と
い

う
か
︑
や
め
と
い
た
ほ
う
が
い
い
︒

後
で
説
明
す
る
け
ど
︑
﹁
補
語
﹂
は
古
典
中
国
語
で
は
︑
全
然
別
の
成
分
を
指
す
⽤
語
だ
か
ら
ね
︒

そ
れ
に
さ
︑
訓
読
の
し
か
た
で
︑
い
ち
い
ち
⽬
的
語
と
か
補
語
と
か
区
別
し
な
く
て
い
い
わ
け
で
︑
あ
る
意
味
楽
だ
ろ
︖

い
い
か
い
︑
み
ん
な
︑
述
語
の
後
に
置
か
れ
て
︑
そ
の
作
⽤
の
客
体
に
な
っ
て
る
名
詞
や
名
詞
句
︑
そ
れ
が
⽬
的
語
な
ん
だ

ぜ
︒お

や
お
や
︑
⼀
所
懸
命
ノ
ー
ト
に
写
し
て
る
け
ど
︑
ち
ゃ
ん
と
頭
の
ノ
ー
ト
に
書
い
と
け
よ
︕

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
漢
⽂
の
基
本
構
造
は

述
語
＋
⽬
的
語

︒

︙
述
語
は
主
語
が
ど
う
す
る
か
︑
ど
う
で
あ
る
か
を
述
べ
る
語
で
︑
動
詞
や
形
容
詞
が
多
い
︒

︙
⽬
的
語
は
述
語
の
後
に
置
か
れ
る
名
詞
や
名
詞
句
︵
〜
す
る
こ
と
・
〜
す
る
も
の
︶
︒

・
述
部
は
述
語
＋
⽬
的
語
の
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
︒
こ
の

述
語
＋
⽬
的
語

の
構
造
は
漢
⽂
の
基
本
構
造
で

あ
り
︑
ど
ん
な
に
複
雑
に
⾒
え
る
漢
⽂
も
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の

述
語
＋
⽬
的
語

に
帰
結
す
る
︒

・
こ
の

述
語
＋
⽬
的
語

を
述
語
構
造
と
い
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
主
語
の
話
の
と
こ
ろ
で
︑
主
語
に
は
も
う
⼀
つ
存
在
主
語
と
い
う
の
が
あ
る
っ
て
⾔
っ
た
よ
な
︖

こ
こ
で
い
よ
い
よ
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
︒

ち
ょ
っ
と
頭
が
グ
ラ
グ
ラ
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
︑
気
を
ひ
き
し
め
て
聞
け
よ

漢
⽂
に
は
︑
存
在
⽂
っ
て
い
う
⽂
の
形
式
が
あ
る
︒

﹁
ど
こ
ど
こ
に
誰
々
が
い
る
﹂
と
か
﹁
ど
こ
ど
こ
に
何
々
が
あ
る
﹂
と
か
い
う
︑
⼈
や
事
物
の
存
在
を
表
す
⽂
だ
︒

た
と
え
ば
︑
﹁
⼭
の
て
っ
ぺ
ん
に
⼤
き
な
池
が
あ
る
﹂
と
い
う
の
を
漢
⽂
で
書
く
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

主
語

述
語

⽬
的
語

⼭
頂
有
⼤
池
︒

ニ

リ⼆

⼀

▼
⼭
頂
に
⼤
池
有
り
︒

さ
ん
ち
や
う

だ
い

ち

あ

▽
⼭
頂
に
⼤
き
な
池
が
あ
る
︒
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こ
の
﹁
⼭
頂
﹂
が
存
在
主
語
で
︑
﹁
⼤
池
﹂
が
述
語
﹁
有
﹂
の
⽬
的
語
だ
︒

リ

ほ
ら
︑
頭
が
グ
ラ
グ
ラ
し
始
め
た
だ
ろ
︖

そ
れ
は
⽇
本
語
で
考
え
て
る
か
ら
さ
︒

⽇
本
語
に
訳
す
と
﹁
⼤
池
﹂
が
主
語
の
よ
う
に
⾒
え
る
け
ど
︑
﹁
有
﹂
っ
て
の
は
も
と
も
と
﹁
も
つ
﹂
と
い
う
意
味
の
動

リ

詞
な
ん
だ
︒

君
ら
が
﹁
消
し
ゴ
ム
あ
る
︖
﹂
っ
て
ひ
と
に
聞
く
時
︑
そ
れ
っ
て
﹁
消
し
ゴ
ム
も
っ
て
る
︖
も
っ
て
た
ら
貸
し
て
﹂
っ
て
意

味
だ
ろ
︖

つ
ま
り
︑
⽇
本
で
は
﹁
も
つ
﹂
を
﹁
あ
る
﹂
と
も
表
現
す
る
︒

古
代
漢
語
の
﹁
有
﹂
も
︑
も
と
も
と
﹁
も
つ
﹂
と
い
う
意
味
の
語
で
︑
﹁
Ａ
が
Ｂ
を
も
つ
﹂
な
ら
﹁
Ａ
有
Ｂ
﹂
の
語
順

も
ツ

レ

ヲ

に
な
る
︒

た
と
え
ば
︑
﹁
私
が
お
⾦
を
も
つ
﹂
な
ら
︑
﹁
我
有
銭
﹂
だ
︒

リ
レ

そ
れ
っ
て
︑
つ
ま
り
は
﹁
私
に
は
お
⾦
が
あ
る
﹂
と
も
⾔
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
︖

存
在
⽂
の
形
式
は
そ
う
や
っ
て
⽣
ま
れ
た
ん
だ
︒

ち
な
み
に
﹁
我
有
銭
﹂
は
﹁
銭
を
も
つ
﹂
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
︑
も
と
も
と
﹁
銭
﹂
は
﹁
有
﹂
の
他
動
性
の
⽬
的
語
だ

リ
レ

リ

っ
た
ん
だ
ね
︒

だ
か
ら
︑
こ
の
⽂
も
﹁
⼭
の
て
っ
ぺ
ん
が
⼤
き
な
池
を
も
っ
て
い
る
﹂
と
読
み
か
え
れ
ば
︑
﹁
⼭
頂
﹂
が
主
語
︑
﹁
⼤
池
﹂

が
﹁
有
︵
も
つ
︶
﹂
の
⽬
的
語
だ
と
納
得
で
き
る
は
ず
だ
よ
︒

中
国
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
⽂
を
⼈
や
事
物
の
存
在
を
表
す
⽂
と
し
て
︑
存
在
⽂
と
読
ん
で
い
る
ん
だ
︒

さ
て
︑
存
在
⽂
の
構
造
を
ち
ゃ
ん
と
説
明
す
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

主
語

述
語

⽬
的
語

Ａ

有

Ｂ
︒

ニ

リ
レ

場
所
範
囲

意
味
上
の
主
語

▼
Ａ
に
Ｂ
有
り
︒

あ

▽
Ａ
に
Ｂ
が
あ
る
・
い
る
︒

存
在
⽂
の
⽬
的
語
は
意
味
上
の
主
語
に
な
り
︑
構
造
上
の
主
語
は
そ
の
意
味
上
の
主
語
が
存
在
す
る
場
所
や
範
囲
を
表
す
ん

だ
︒つ

ま
り
︑
さ
っ
き
の
例
な
ら
︑
⽬
的
語
﹁
⼤
池
﹂
が
意
味
上
の
主
語
に
な
り
︑
構
造
上
の
存
在
主
語
﹁
⼭
頂
﹂
は
︑
そ
の
意

味
上
の
主
語
﹁
⼤
池
﹂
が
存
在
す
る
場
所
を
表
す
こ
と
に
な
る
わ
け
︒

ど
う
︖
わ
か
っ
た
か
な
︖
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わ
か
る
ま
で
何
度
で
も
読
み
返
せ
よ
︒

﹁
ど
こ
ど
こ
に
何
々
が
あ
る
・
い
る
﹂
が
存
在
⽂
な
ら
︑
﹁
ど
こ
ど
こ
に
何
々
が
な
い
・
い
な
い
﹂
も
当
然
存
在
⽂
だ
︒

つ
ま
り
︑
﹁
⼭
頂
無
⼤
池
﹂
も
存
在
⽂
っ
て
わ
け
︒

ニ

シ⼆

⼀

わ
ざ
わ
ざ
不
存
在
⽂
だ
な
ん
て
い
わ
な
い
ん
だ
ぜ
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
れ
で
⼤
事
な
こ
と
が
⼀
つ
わ
か
る
な
︒

こ
の
﹁
無
﹂
は
﹁
な
し
﹂
と
⽇
本
語
の
形
容
詞
と
し
て
読
ん
で
る
け
ど
︑
実
は
﹁
存
在
し
な
い
・
も
た
な
い
﹂
と
い
う
意
味

の
動
詞
だ
ぞ
︒

ま
あ
︑
﹁
有
﹂
の
反
対
な
ん
だ
か
ら
当
然
だ
け
ど
な
︒

頭
を
古
典
中
国
語
に
し
ろ
よ
︑
⽇
本
語
に
引
き
ず
ら
れ
る
な
︕

と
こ
ろ
で
︑
﹁
⽂
の
先
頭
に
置
か
れ
る
名
詞
が
主
語
﹂
︑
﹁
述
語
の
後
に
置
か
れ
る
名
詞
が
⽬
的
語
﹂
と
い
う
鉄
則
を
頭
に

⼊
れ
た
君
た
ち
は
︑
こ
の
存
在
⽂
も
例
外
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
思
う
け
ど
︑
教
科
書
や
参
考
書
が
こ
の
形
式
に
つ
い

て
は
沈
黙
し
て
い
る
の
が
お
か
し
い
と
思
わ
な
い
か
い
︖

特
殊
な
形
と
い
っ
て
る
場
合
も
あ
る
よ
な
︒

そ
れ
は
︑
た
と
え
ば
﹁
有
⼈
﹂
︵
⼈
が
い
る
︶
が
︑
⽇
本
語
で
は
﹁
⼈
﹂
が
主
語
︑
﹁
有
り
﹂
が
述
語
に
な
っ
て
し
ま
っ

リ
レ

て
︑
漢
⽂
は
﹁
主
語
＋
述
語
﹂
の
語
順
だ
と
説
明
し
た
⼿
前
︑
都
合
が
悪
い
か
ら
な
ん
だ
︒

な
に
し
ろ
﹁
⼈
﹂
が
下
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
る
か
ら
ね
え
︒

⽇
本
語
で
漢
⽂
を
理
解
し
た
り
︑
教
え
よ
う
と
す
る
と
︑
こ
う
い
う
⽭
盾
に
ぶ
つ
か
っ
ち
ゃ
う
わ
け
︒

気
を
つ
け
よ
う
ぜ
︒

４
．⽂
の
成
分
︵
連
体
修
飾
語
・
連
⽤
修
飾
語
︶

漢
⽂
の
基
本
構
造
は
︑
﹁
主
語
＋
述
語
＋
⽬
的
語
﹂
︒

こ
れ
で
た
い
が
い
の
こ
と
は
表
現
で
き
て
し
ま
う
︒

﹁
太
郎
が
桃
を
⾷
べ
る
﹂
は
︑
漢
⽂
で
書
く
と
﹁
太
郎
⾷
桃
﹂
だ
け
ど
︑
こ
れ
だ
け
で
も
︑
な
ん
と
か
⾔
い
た
い
こ

ラ
フレ

ヲ

と
は
伝
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︖

で
も
︑
も
う
ち
ょ
っ
と
い
ろ
ん
な
こ
と
を
表
現
し
た
い
場
合
だ
っ
て
あ
る
よ
な
︖

た
と
え
ば
﹁
太
郎
が
⼤
き
な
桃
を
⾷
べ
る
﹂
と
か
︑
﹁
太
郎
が
ま
た
桃
を
⾷
べ
る
﹂
と
か
さ
︒

あ
る
い
は
︑
表
現
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
て
あ
る
ん
だ
ぜ
︒

た
と
え
ば
﹁
太
郎
が
桃
を
⾷
べ
な
い
﹂
と
か
ね
︒

ま
さ
か
﹁
太
郎
⾷
桃
﹂
っ
て
︑
強
引
に
読
む
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
︖

ハ
ズレ

ヲ

だ
っ
て
︑
﹁
太
郎
⾷
桃
﹂
は
︑
そ
れ
だ
け
で
﹁
太
郎
が
桃
を
⾷
べ
な
い
﹂
と
い
う
意
味
に
は
絶
対
に
な
ら
な
い
ん
だ
か

ら
さ
︒
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さ
あ
︑
ど
う
す
る
︖

う
ん
︑
そ
う
い
う
時
に
威
⼒
を
発
揮
す
る
の
が
修
飾
語
な
ん
だ
︒

修
飾
語
に
は
︑
主
に
名
詞
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾
語
と
︑
動
詞
や
形
容
詞
を
修
飾
す
る
連
⽤
修
飾
語
が
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
修
飾
語
は
修
飾
さ
れ
る
語
の
前
に
置
か
れ
る
ん
だ
︒

さ
あ
︑
こ
こ
で
頭
を
整
理
し
て
く
れ
︒

前
に
こ
う
⾔
っ
た
ろ
︖

﹁
⽂
の
先
頭
に
置
か
れ
る
名
詞
や
名
詞
句
が
主
語
﹂
︑
﹁
述
語
の
後
に
置
か
れ
る
名
詞
や
名
詞
句

が
⽬
的
語
﹂
っ
て
︒

つ
ま
り
︑
名
詞
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾
語
は
︑
主
に
主
語
や
⽬
的
語
を
修
飾
す
る
ん
だ
︒

⼀
⽅
︑
述
語
は
動
詞
や
形
容
詞
で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
︑
連
⽤
修
飾
語
は
主
に
述
語
を
修
飾
す
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
よ
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
構
造
的
な
修
飾
語
は
被
修
飾
語
の
前
に
置
か
れ
る
︒

・
修
飾
語
は
名
詞
を
修
飾
す
る
と
き
も
︑
動
詞
な
ど
を
修
飾
す
る
と
き
も
︑
構
造
的
に
被
修
飾
語
の
前
に
置
か
れ

る
︒
体
⾔
を
修
飾
す
る
語
句
を
連
体
修
飾
語
︵
句
︶
︑
述
語
を
修
飾
す
る
語
句
を
連
⽤
修
飾
句
と
い
う
︒

連
体
修
飾

連
⽤
修
飾

連
体
修
飾

修
飾
語
被
修
飾
語

修
飾
語

被
修
飾
語

修
飾
語

被
修
飾
語

軽

⾈

已

過

万
重
⼭
︒

ニ

グ⼆

ノ

ヲ⼀

▼
軽
⾈
已
に
万
重
の
⼭
を
過
ぐ
︒

け
い
し
う
す
で

ば
ん
ち
よ
う

や
ま

す

▽
軽
い
⾈
は
す
で
に
幾
重
も
の
⼭
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
︒

こ
の
例
が
わ
か
り
や
す
い
か
な
︖

こ
の
⽂
︑
修
飾
語
を
全
部
と
っ
ぱ
ら
え
ば
︑
﹁
⾈
過
⼭
﹂
︵
⾈
⼭
を
過
ぐ
︶
に
な
る
︒

グ
レ

ヲ

﹁
軽
﹂
﹁
已
﹂
﹁
万
重
﹂
は
み
ん
な
修
飾
語
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
被
修
飾
語
の
前
に
ち
ゃ
ん
と
置
か
れ
て
る
だ
ろ
︖

⼤
事
な
の
は
そ
の
次
だ
︒

﹁
軽
﹂
﹁
万
重
﹂
は
﹁
⾈
﹂
﹁
⼭
﹂
を
修
飾
し
て
る
か
ら
連
体
修
飾
語
︑
﹁
⾈
﹂
は
主
語
︑
﹁
⼭
﹂
は
⽬
的
語
で
そ
れ
ぞ
れ

名
詞
だ
か
ら
ね
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
﹁
已
﹂
︵
す
で
に
︶
が
修
飾
し
て
い
る
の
は
述
語
動
詞
﹁
過
﹂
で
連
⽤
修
飾
語
に
な
る
ん
だ
︒

ニ

グ

こ
の
よ
う
に
︑
主
語
や
⽬
的
語
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾
語
は
︑
主
に
形
容
詞
や
名
詞
︒
述
語
を
修
飾
す
る
の
は
主
に
副
詞
で
︑
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同
じ
よ
う
に
⾒
え
る
漢
字
に
も
そ
れ
ぞ
れ
役
割
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
︒

さ
っ
き
の
桃
の
話
︑
漢
⽂
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

太
郎
⾷
⼤
桃
︒
︵
太
郎
が
⼤
き
な
桃
を
⾷
べ
る
︒
︶

ラ
フ⼆

ナ
ル

ヲ⼀

太
郎
復
⾷
桃
︒
︵
太
郎
が
ま
た
桃
を
⾷
べ
る
︒
︶

ま
タ

ラ
フレ

ヲ

ど
う
し
て
こ
ん
な
語
順
に
な
る
の
か
︑
わ
か
る
ま
で
よ
く
漢
⽂
を
⾒
ろ
よ
︒

主
語
・
述
語
・
⽬
的
語
を
⾒
分
け
る
の
が
鍵
に
な
る
︒

も
し
︑
右
の
﹁
太
郎
⾷
⼤
桃
﹂
の
語
順
を
⼊
れ
替
え
て
︑
次
の
よ
う
に
す
れ
ば
ど
う
い
う
意
味
に
な
る
︖

ラ
フ

⼆

ナ
ル

ヲ⼀

太
郎
⼤
⾷
桃
︒

ど
う
だ
い
︖
わ
か
っ
た
か
い
︖

も
し
﹁
⼤
き
な
桃
﹂
な
ら
︑
﹁
⼤
﹂
は
﹁
桃
﹂
の
直
前
に
置
か
れ
る
は
ず
だ
ろ
︖

で
も
︑
﹁
⾷
﹂
の
前
に
置
か
れ
て
る
︒

っ
て
こ
と
は
︑
﹁
⼤
﹂
は
述
語
動
詞
の
﹁
⾷
﹂
を
修
飾
し
て
る
ん
だ
な
︒

ラ
フ

つ
ま
り
﹁
⼤
き
な
﹂
っ
て
い
う
形
容
詞
の
働
き
じ
ゃ
な
く
て
︑
﹁
お
お
い
に
﹂
と
い
う
副
詞
の
働
き
で
述
語
を
修
飾
す
る
わ

け
だ
︒

⽇
本
語
で
は
︑
﹁
君
た
ち
︑
⼤
い
に
桃
を
⾷
べ
て
く
れ
﹂
な
ん
て
︑
述
語
を
直
接
修
飾
す
る
語
が
︑
離
れ
た
位
置
に
置
か
れ

る
こ
と
も
あ
る
け
ど
︑
漢
⽂
で
は
基
本
的
に
は
す
ぐ
前
に
置
か
れ
る
ん
だ
よ
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
⽂
の
意
味
は
︖

そ
う
そ
う
︑
﹁
太
郎
が
お
お
い
に
桃
を
⾷
べ
る
﹂
っ
て
意
味
だ
ね
︒

﹁
太
郎
⼤
⾷
桃
﹂
っ
て
読
む
こ
と
に
な
る
︒

イ
ニ

ラ
フレ

ヲ

じ
ゃ
あ
︑
﹁
太
郎
桃
を
⾷
べ
な
い
﹂
は
ど
う
な
る
の
か
っ
て
︖

い
い
質
問
だ
︒

太
郎
不
⾷
桃
︒
︵
僕
は
桃
を
⾷
べ
な
い
︒
︶

レ

ラ
ハレ

ヲ

こ
れ
は
実
は
さ
っ
き
の
﹁
太
郎
復
⾷
桃
﹂
と
同
じ
構
造
だ
と
い
う
と
︑
び
っ
く
り
す
る
か
な
︖

タ

ラ
フレ

ヲ

で
も
な
︑
﹁
不
﹂
は
﹁
ず
﹂
と
読
ん
で
は
い
る
け
ど
︑
古
典
中
国
語
で
は
否
定
を
表
す
副
詞
︒

﹁
復
﹂
と
表
す
意
味
が
違
う
だ
け
で
︑
ひ
と
し
く
述
語
を
連
⽤
修
飾
す
る
副
詞
な
ん
だ
︒

タ

だ
か
ら
述
語
動
詞
﹁
⾷
﹂
の
前
に
置
か
れ
て
る
だ
ろ
︖

ラ
フ
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あ
え
て
副
詞
っ
ぽ
く
訳
せ
ば
︑
﹁
太
郎
が
︑
し
な
い
こ
と
と
し
て
桃
を
⾷
べ
る
﹂
か
ら
﹁
桃
を
⾷
べ
な
い
﹂
っ
て
意
味
に
な

る
ん
だ
よ
︒

考
え
て
み
ろ
よ
︑
⾝
の
回
り
で
﹁
不
﹂
の
つ
く
熟
語
っ
て
⾊
々
あ
る
け
ど
︑
み
ん
な
否
定
さ
れ
る
語
の
前
だ
ろ
︖

﹁
不
屈
﹂
︵
屈
し
な
い
︶
と
か
﹁
不
通
﹂
︵
通
じ
な
い
︶
︑
﹁
不
定
﹂
︵
定
ま
ら
な
い
︶
と
か
︒

⽇
本
語
の
漢
字
熟
語
と
中
国
語
で
は
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
︑
性
質
を
よ
く
受
け
継
い
で
る
ん
だ
よ
︒

実
は
︑
副
詞
の
理
解
は
︑
漢
⽂
の
ハ
ー
ド
ル
ク
リ
ア
の
⼀
つ
な
ん
だ
︒

な
ぜ
か
と
い
う
と
︑
述
語
を
修
飾
す
る
副
詞
に
は
︑
将
来
を
表
す
時
間
副
詞
﹁
将
﹂
︵
ま
さ
ニ
〜
ン
ト
す
︶
や
︑
否
定
を
表

す
否
定
副
詞
﹁
不
﹂
︵
〜
ず
︶
︑
反
語
の
語
気
を
表
す
語
気
副
詞
﹁
豈
﹂
︵
あ
ニ
︶
な
ど
︑
そ
り
ゃ
ま
あ
⾊
々
あ
る
か
ら
だ
よ
︒

我
常
読
書
︒
︵
私
は
常
に
本
を
読
む
︒
︶

つ
ね
ニ

ムレ

ヲ

我
将
読
書
︒
︵
私
は
本
を
読
も
う
と
思
う
︒
︶

ま
さ
ニ

す

レ

マ
ン
ト

レ

ヲ

我
不
読
書
︒
︵
私
は
本
を
読
ま
な
い
︒
︶

ず

レ

マレ

ヲ

我
豈
読
書
︒
︵
私
は
ど
う
し
て
本
を
読
む
だ
ろ
う
か
︒
︶

あ
ニ

マ
ン
ヤ

レ

ヲ

こ
れ
ら
は
表
現
は
異
な
る
け
ど
︑
副
詞
が
み
ん
な
同
じ
位
置
に
置
か
れ
て
る
だ
ろ
︖

そ
こ
を
き
ち
ん
と
確
認
し
て
く
れ
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
副
詞
は
通
常
述
語
の
前
に
置
か
れ
て
述
語
を
修
飾
す
る
︒

・
副
詞
が
重
要
な
鍵
に
な
る
の
は
︑
否
定
︵
不
〜
・
⾮
〜
等
︶
・
禁
⽌
︵
勿
〜
・
⽏
〜
等
︶
・
反
語
︵
豈
〜
・
安

〜
等
︶
・
限
定
︵
惟
〜
・
独
〜
等
︶
・
推
定
︵
蓋
〜
・
或
〜
等
︶
の
形
︒
み
な
同
じ
位
置
に
置
か
れ
る
︒

５
．⽂
の
成
分
︵
補
語
︶

さ
っ
き
述
べ
た
連
体
修
飾
語
や
連
⽤
修
飾
語
は
構
造
的
な
修
飾
語
で
︑
必
ず
修
飾
さ
れ
る
語
の
前
に
置
か
れ
る
ん
だ
が
︑
漢

⽂
に
は
も
う
１
つ
後
置
さ
れ
る
修
飾
語
と
い
う
考
え
⽅
が
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
述
語
や
述
語
＋
⽬
的
語
の
後
に
置
か
れ
て
︑
後
か
ら
述
語
を
補
⾜
的
に
修
飾
す
る
語
や
語
句
の
こ
と
で
︑
こ
れ
が

古
典
中
国
語
の
補
語
な
ん
だ
︒
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よ
く
⾼
等
学
校
の
授
業
で
は
︑
訓
読
で
﹁
〜
に
﹂
と
か
﹁
〜
よ
り
﹂
と
読
む
語
の
こ
と
を
補
語
と
教
え
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ

け
ど
︑
そ
れ
と
は
全
く
違
う
ん
だ
︒

そ
れ
は
訓
読
︑
つ
ま
り
⽇
本
語
で
ど
う
読
む
か
で
名
称
が
変
わ
る
ん
だ
け
ど
︑
今
た
め
ぐ
ち
先
⽣
が
⾔
っ
た
﹁
補
語
﹂
と
は
︑

中
国
語
に
お
け
る
⽂
の
成
分
で
︑
⽇
本
語
で
ど
う
読
む
か
と
は
違
う
ん
だ
︒

補
語
と
は
後
置
修
飾
語
で
︑
後
に
置
か
れ
た
程
度
を
表
す
語
や
︑
数
量
を
表
す
語
が
︑
結
果
的
に
述
語
に
意
味
を
補
う
わ
け

で
︑
意
味
的
に
修
飾
す
る
と
も
い
え
る
か
な
︒

漢
⽂
は
本
来
︑
上
の
語
が
下
の
語
を
修
飾
す
る
の
が
基
本
だ
か
ら
︑
下
か
ら
上
︑
後
ろ
か
ら
前
を
修
飾
す
る
と
い
う
考
え
⽅

は
そ
の
ル
ー
ル
違
反
に
な
る
︒

そ
の
意
味
で
︑
こ
の
補
語
と
い
う
考
え
⽅
に
は
異
論
も
あ
る
し
︑
実
は
こ
の
た
め
ぐ
ち
先
⽣
も
︑
本
当
に
そ
う
考
え
る
べ
き

な
ん
だ
ろ
う
か
︖
特
に
︑
こ
れ
か
ら
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
例
な
ん
か
は
︑
別
に
主
述
構
造
と
し
て
捉
え
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ

な
い
の
か
︖
と
︑
内
⼼
疑
問
を
感
じ
な
い
で
も
な
い
ん
だ
が
︑
古
典
中
国
語
⽂
法
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
考
え
⽅
と
し
て
︑
紹
介

し
て
お
こ
う
︒

帝
怒
甚
︒

ル
コ
ト

ダ
シ

▼
帝
怒
る
こ
と
甚
だ
し
︒

て
い
い
か

は
な
は

▽
皇
帝
は
と
て
も
怒
る
︒

こ
れ
は
述
語
﹁
怒
﹂
の
後
に
程
度
を
表
す
語
﹁
甚
﹂
が
置
か
れ
る
形
だ
︒

ル

ダ
シ

訓
読
で
は
﹁
怒
る
こ
と
甚
だ
し
﹂
と
読
ん
で
も
い
る
わ
け
で
︑
﹁
怒
﹂
と
﹁
甚
﹂
は
︑
ま
る
で
主
語
と
述
語
の
関
係
の
よ

ル

ダ
シ

う
に
思
え
る
よ
ね
︒

そ
れ
に
従
え
ば
﹁
皇
帝
は
怒
る
こ
と
が
甚
だ
し
い
﹂
に
な
る
ん
だ
が
︑
ま
あ
︑
じ
ゃ
っ
か
ん
不
⾃
然
と
い
え
ば
不
⾃
然
な
訳

だ
ろ
う
︖

古
典
中
国
語
で
も
︑
も
と
も
と
は
﹁
怒
﹂
と
﹁
甚
﹂
が
主
語
と
述
語
の
関
係
で
︑
﹁
怒
甚
﹂
の
部
分
が
い
わ
ゆ
る
主
述
述

ル

ダ
シ

語
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
だ
︒

で
も
︑
そ
れ
は
つ
ま
り
は
﹁
と
て
も
怒
る
﹂
っ
て
こ
と
だ
ろ
︖

だ
か
ら
︑
動
詞
述
語
﹁
怒
﹂
の
後
に
置
か
れ
た
﹁
甚
﹂
は
︑
﹁
怒
﹂
に
意
味
を
補
充
し
て
修
飾
す
る
と
考
え
る
よ
う
に
な

ル

ダ
シ

ル

っ
た
ん
だ
と
思
う
︒

﹁
甚
﹂
は
﹁
怒
﹂
の
程
度
を
補
充
す
る
か
ら
︑
程
度
補
語
と
い
う
ん
だ
︒

ダ
シ

ル

﹁
帝
甚
怒
﹂
と
﹁
帝
怒
甚
﹂
の
修
飾
構
造
を
⽐
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

ダ

ル

ル
コ
ト

ダ
シ

構
造
的
に
述
語
を
修
飾
す
る

述
語
に
意
味
を
補
う

連
⽤
修
飾

後
置
修
飾
︵
補
語
︶

帝

甚

怒
︒

帝

怒

甚
︒

ダ

ル

ル
コ
ト

ダ
シ
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こ
の
２
⽂
︑
表
す
意
味
⾃
体
は
変
わ
ら
な
い
し
︑
ど
ち
ら
の
表
現
も
実
際
に
⽤
例
と
し
て
あ
る
︒

あ
え
て
２
つ
の
⽂
を
⽐
較
す
る
と
︑
漢
⽂
は
後
に
置
か
れ
た
語
に
重
点
が
置
か
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
か
ら
︑
﹁
帝
甚ダ

怒
﹂
は
﹁
怒
﹂
に
︑
﹁
帝
怒
甚
﹂
は
﹁
甚
﹂
に
重
き
が
置
か
れ
た
表
現
か
な
︒

ル

ル

ル
コ
ト

ダ
シ

ダ
シ

で
も
︑
君
ら
は
そ
こ
ま
で
意
識
し
な
く
て
も
⼤
丈
夫
だ
ぜ
︒

述
語
に
意
味
を
補
う

述
語

数
量
補
語

不
⾷
三
⽇
︒

ル
コ
ト

レ

ラ
ハ

ナ
リ

▼
⾷
ら
は
ざ
る
こ
と
三
⽇
な
り
︒

く

さ
ん
じ
つ

▽
三
⽇
間
⾷
べ
て
い
な
い
︒

こ
れ
も
﹁
⾷
べ
な
い
こ
と
が
三
⽇
で
あ
る
﹂
が
本
来
で
︑
つ
ま
り
は
﹁
三
⽇
間
⾷
べ
て
い
な
い
﹂
っ
て
意
味
だ
ろ
︖

だ
か
ら
︑
述
語
﹁
不
⾷
﹂
の
期
間
が
ど
れ
ぐ
ら
い
か
と
い
う
の
を
︑
後
の
﹁
三
⽇
﹂
が
補
充
し
て
る
と
考
え
る
ん
だ
︒

レ

ラ
ハ

こ
う
い
う
の
を
数
量
補
語
っ
て
い
う
︒

さ
て
︑
こ
の
述
語
の
後
に
補
語
が
置
か
れ
る
形
は
︑
﹁
〜
す
る
こ
と
︙
﹂
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
気
づ
い
た
か
な
︖

こ
の
表
現
は
も
は
や
⽇
本
語
の
中
に
も
⽣
き
て
る
ん
だ
ぜ
︒

﹁
独
学
す
る
こ
と
三
⼗
年
︑
つ
い
に
真
理
を
得
た
﹂
な
ん
て
︑
普
通
に
⾔
う
だ
ろ
︖

補
語
に
は
︑
程
度
補
語
や
数
量
補
語
以
外
に
も
︑
状
態
や
様
⼦
を
表
す
状
態
補
語
︑
結
果
を
表
す
結
果
補
語
︑
可
能
を
表
す

可
能
補
語
な
ん
て
の
が
あ
る
ん
だ
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
︑
た
め
ぐ
ち
先
⽣
の
名
著
﹁
真
に
理
解
す
る
漢
⽂
法
﹂
を
読
ん
で
く

れ
た
ま
え
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
補
語
は
述
語
や
述
語
構
造
の
後
に
置
か
れ
て
︑
補
⾜
的
に
述
語
を
修
飾
す
る
︒

・
通
常
の
補
語
は
﹁
Ａ

〜
﹂
と
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

ス
ル
コ
ト

ナ
リ

ど
ん
な
に
複
雑
な
漢
⽂
で
も
︑
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
ま
で
の
講
義
で
述
べ
た
６
つ
の
成
分
で
説
明
で
き
る
︒

そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
と
︑
結
局
の
と
こ
ろ
漢
⽂
が
わ
か
る
と
は
い
え
な
い
︒

何
事
も
ス
タ
ー
ト
が
肝
⼼
︑
こ
の
成
分
の
理
解
を
ま
ず
徹
底
し
よ
う
ぜ
︒
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６
．特
殊
な
構
造
の
⽂
︵
兼
語
⽂
︙
①
使
役
の
兼
語
⽂
︶

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
⽂
が
６
つ
の
成
分
で
説
明
で
き
る
と
述
べ
た
け
ど
︑
⼀
⾒
す
る
と
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
構
造
の
⽂
が

実
は
２
つ
あ
る
ん
だ
︒

１
つ
は
兼
語
⽂
︑
も
う
１
つ
は
⼆
重
⽬
的
語
の
⽂
だ
︒

ま
ず
︑
兼
語
⽂
か
ら
説
明
し
よ
う
︒

使
役
の
形
と
し
て
有
名
な
次
の
⽂
を
⾒
て
ほ
し
い
︒

天
帝
使
我
⻑
百
獣
︒

ム三

ヲ
シ
テ

タ
ラ⼆

ニ⼀

▼
天
帝
我
を
し
て
百
獣
に
⻑
た
ら
し
む
︒

て
ん
て
い
わ
れ

ひ
や
く
じ
う

ち
や
う

▽
天
帝
は
私
に
百
獣
に
︵
対
し
て
︶
⻑
と
さ
せ
て
い
る
︒

﹁
狐
⻁
の
威
を
借
る
﹂
で
有
名
な
⽂
だ
か
ら
︑
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
︖

か

⻁
に
捕
ま
っ
た
狐
が
︑
⾷
べ
ら
れ
て
は
⼤
変
と
︑
巧
み
に
⻁
を
だ
ま
し
た
⾔
葉
だ
ね
︒

さ
て
︑
こ
の
⽂
は
︑
い
っ
た
い
ど
う
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
か
︑
考
え
て
み
よ
う
︒

⽂
の
先
頭
の
名
詞
が
主
語
だ
か
ら
﹁
天
帝
﹂
が
主
語
だ
と
い
う
の
は
わ
か
る
と
思
う
け
ど
︑
述
語
は
ど
れ
だ
い
︖

⽬
的
語

は
︖

わ
か
ら
な
い
だ
ろ
︖

実
は
こ
の
⽂
は
兼
語
⽂
と
い
っ
て
︑
２
つ
の
⽂
が
１
つ
に
な
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

こ
れ
に
は
異
論
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
ん
だ
け
ど
︑
現
在
の
語
法
学
に
お
け
る
主
流
の
考
え
⽅
だ
ね
︒

兼
語
⽂
の
形
式
を
と
っ
て
使
役
を
表
す
⽂
を
︑
使
役
の
兼
語
⽂
と
い
う
︒

１
つ
め
の
⽂
が
こ
れ
︒

主
語

述
語
⽬
的
語

天
帝
使
我
︒

ス
レ

ヲ

▼
天
帝
我
を
使
す
︒

て
ん
て
い
わ
れ

し

▽
天
帝
が
私
を
使
役
す
る
︒

﹁
使
﹂
は
⽇
本
語
の
使
役
の
助
動
詞
﹁
し
む
﹂
と
し
て
読
ん
で
る
け
ど
︑
実
は
﹁
使
役
す
る
﹂
と
い
う
意
味
の
動
詞
な
ん
だ
︒

便
宜
上
﹁
し
ス
﹂
っ
て
読
ん
だ
け
ど
︑
﹁
つ
か
フ
﹂
だ
っ
て
別
に
い
い
ぞ
︒
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要
す
る
に
使
役
動
詞
だ
︒

動
詞
だ
か
ら
そ
の
使
役
対
象
﹁
我
﹂
を
⽬
的
語
に
と
っ
て
る
ん
だ
よ
︒

そ
し
て
２
つ
め
の
⽂
が
こ
れ
︒

主
語

述
語

⽬
的
語

我
⻑
百
獣
︒

タ
リ⼆

ニ⼀

▼
我
百
獣
に
⻑
た
り
︒

わ
れ
ひ
や
く
じ
う

ち
や
う

▽
私
は
百
獣
に
︵
対
し
て
︶
⻑
と
な
る
︒

﹁
天
帝
﹂
に
使
役
さ
れ
た
﹁
我
﹂
が
今
度
は
主
語
だ
︒

つ
ま
り
︑
兼
語
⽂
っ
て
︑
﹁
１
つ
め
の
⽂
の
⽬
的
語
が
２
つ
め
の
⽂
の
主
語
に
な
っ
て
︑
１
⽂
に
な
っ
た
も
の
﹂
の
こ
と
を

い
う
の
さ
︒

そ
し
て
そ
の
⽬
的
語
と
主
語
を
兼
ね
る
語
を
兼
語
と
い
う
ん
だ
︒

こ
の
⽂
を
い
か
に
も
兼
語
⽂
と
わ
か
る
よ
う
に
訳
す
と
﹁
天
帝
が
私
を
使
役
し
︑
そ
の
使
役
さ
れ
る
私
が
百
獣
に
⻑
と
な

る
﹂
と
な
る
︒

つ
ま
り
結
果
的
に
は
﹁
天
帝
が
私
に
百
獣
に
対
し
て
⻑
と
な
ら
せ
る
﹂
と
い
う
使
役
の
意
味
に
な
る
わ
け
さ
︒

こ
こ
で
⼤
事
な
の
は
︑
﹁
兼
語
は
必
ず
使
役
動
詞
の
直
下
に
置
か
れ
る
名
詞
﹂
だ
と
い
う
こ
と
だ
︒

１
つ
め
の
⽂
の
⽬
的
語
な
ん
だ
か
ら
当
然
だ
ろ
︖

さ
あ
︑
テ
ス
ト
だ
よ
︒

次
の
⽂
は
﹁
呉
が
使
者
に
仲
尼
に
問
わ
せ
た
﹂
︑
つ
ま
り
呉
の
君
主
が
使
者
を
つ
か
わ
し
て
孔
⼦
に
質
問
さ
せ
た
っ
て
意
味
︒

﹁
仲
尼
﹂
は
孔
⼦
の
字
︵
実
名
以
外
に
成
⼈
し
て
つ
け
る
名
だ
︶
だ
よ
︒

あ
ざ
な

さ
て
︑
﹁
使
ヒ
ヲ
シ
テ
﹂
と
読
む
の
は
︑
ど
っ
ち
の
﹁
使
﹂
だ
い
︖

つ
か

呉
使
使
問
仲
尼
︒

←

呉
使
使
問
仲
尼
︒︖

呉
使
使
問
仲
尼
︒︖

ヒ
ヲ
シ
テ

ム
レ

ハ⼆

ニ⼀

ム三

ヒ
ヲ
シ
テ

ハ⼆

ニ⼀

さ
あ
︑
ど
っ
ち
の
読
み
⽅
が
正
し
い
︖
ど
う
だ
︑
ど
う
だ
︕

そ
う
︑
も
ち
ろ
ん
下
の
⽅
の
だ
よ
ね
︒

﹁
使
者
を
使
役
し
て
︑
そ
の
使
役
さ
れ
る
使
者
が
仲
尼
に
問
う
﹂
だ
か
ら
︑
当
然
下
の
⽅
の
﹁
使
﹂
が
使
役
対
象
に
な
る
わ

け
だ
︒
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﹁
使
使
﹂
だ
よ
︒

ス
レ

ヒ
ヲ

使
役
対
象
の
﹁
使
﹂
︵
使
者
︶
は
動
詞
﹁
使
﹂
の
⽬
的
語
だ
か
ら
︑
下
に
置
か
れ
る
の
が
当
然
︒

ヒ

ス

い
い
か
い
︖
こ
れ
︑
と
っ
て
も
重
要
だ
ぜ
︒

﹁
ヲ
シ
テ
﹂
を
付
け
て
読
む
語
は
︑
必
ず
使
役
動
詞
の
直
下
に
置
か
れ
る
︕

丸
覚
え
じ
ゃ
な
く
て
︑
な
ん
で
か
︖
と
い
う
の
を
添
え
て
覚
え
と
け
︕

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
使
役
の
兼
語
⽂
で
や
や
こ
し
い
の
は
︑
こ
の
﹁
使
﹂
と
か
﹁
令
﹂
が
使
役
動
詞
な
の
に
︑
訓
読
で
は
⽇
本

語
の
﹁
さ
せ
る
﹂
と
い
う
意
味
の
助
動
詞
﹁
し
む
﹂
と
読
ん
で
い
る
点
︒

⽇
本
語
の
読
み
と
漢
⽂
の
構
造
に
ズ
レ
が
あ
る
か
ら
わ
か
り
に
く
い
ん
だ
︒

た
と
え
ば
︑
さ
っ
き
の
例
⽂
の
使
役
動
詞
を
﹁
命
﹂
に
か
え
た
次
の
⽂
を
⾒
て
く
れ
︒

天
帝
命
我
⻑
百
獣
︒

ジ
テレ

ニ

タ
ラ
シ
ム

⼆

ニ⼀

▼
天
帝
我
に
命
じ
て
百
獣
に
⻑
た
ら
し
む
︒

て
ん
て
い
わ
れ

め
い

ひ
や
く
じ
う

ち
や
う

▽
天
帝
は
私
に
命
じ
て
百
獣
に
︵
対
し
て
︶
⻑
と
さ
せ
て
い
る
︒

察
し
の
い
い
諸
君
は
も
う
お
わ
か
り
だ
と
思
う
け
ど
︑
こ
れ
っ
て
実
は
さ
っ
き
の
例
⽂
と
全
く
同
じ
構
造
だ
よ
︒

主
語

述
語
⽬
的
語

主
語

述
語
⽬
的
語

天
帝
使
我
︒

天
帝
命
我
︒

ス
レ

ヲ

ズ
レ

ニ

主
語

述
語

⽬
的
語

主
語

述
語

⽬
的
語

我
⻑
百
獣
︒

我
⻑
百
獣
︒

タ
リ⼆

ニ⼀

タ
リ⼆

ニ⼀

←

←

天
帝
使
我
⻑
百
獣
︒

天
帝
命
我
⻑
百
獣
︒

ム三

ヲ
シ
テ

タ
ラ⼆

ニ⼀

ジ
テレ

ニ

タ
ラ
シ
ム

⼆

ニ⼀

何
が
違
う
か
っ
て
い
う
と
︑
要
は
﹁
使
﹂
﹁
令
﹂
は
助
動
詞
﹁
し
む
﹂
と
読
み
︑
﹁
命
﹂
は
サ
変
動
詞
﹁
命
ず
﹂
と
し
て
読

む
と
い
う
⽇
本
語
側
の
事
情
が
違
う
だ
け
だ
よ
︒

﹁
使
﹂
﹁
令
﹂
も
﹁
命
﹂
も
︑
ひ
と
し
く
使
役
動
詞
だ
し
︑
ど
ち
ら
も
実
は
同
じ
構
造
の
兼
語
⽂
な
ん
だ
︒

た
だ
︑
訓
読
の
読
み
分
け
に
も
な
る
ほ
ど
な
︙
と
思
わ
せ
る
⾯
は
あ
る
ん
だ
︒

﹁
使
﹂
と
か
﹁
令
﹂
は
⼀
般
的
な
使
役
を
表
し
て
具
体
的
な
動
作
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
に
対
し
て
︑
こ
の
﹁
命
﹂
は
﹁
命

令
す
る
﹂
と
い
う
意
味
だ
し
︑
同
様
に
﹁
遣
﹂
は
﹁
派
遣
す
る
﹂
︑
﹁
勧
﹂
は
﹁
勧
め
る
﹂
と
い
う
ふ
う
に
具
体
的
な
使
役
動

作
が
は
っ
き
り
し
て
る
ん
だ
よ
︒

も
と
の
意
味
が
ぼ
や
け
ち
ゃ
う
こ
と
を
虚
化
っ
て
い
う
ん
だ
け
ど
︑
﹁
使
﹂
﹁
令
﹂
は
虚
化
し
た
動
詞
な
ん
だ
ね
︒

き
よ

か

そ
う
考
え
れ
ば
︑
訓
読
で
﹁
使
﹂
や
﹁
令
﹂
を
﹁
し
む
﹂
と
読
む
の
も
︑
こ
れ
は
こ
れ
で
な
か
な
か
適
切
な
⽇
本
語
訳
な
の

か
も
し
れ
ん
ぞ
︒
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◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
兼
語
式
の
⽂
と
は
︑
本
来
⼆
つ
の
⽂
が
⼀
つ
に
な
っ
た
⽂
で
︑
⼀
つ
め
の
⽂
の
⽬
的
語
が
⼆
つ
め
の
⽂
の

主
語
に
な
る
⽂
︒

使
役
の
兼
語
⽂
は
︑
使
役
動
詞
﹁
使
﹂
や
﹁
令
﹂
の
直
下
の
名
詞
が
兼
語
で
︑
使
役
さ
れ
る
対
象
を
表

す
︒

・
使
役
動
詞
が
﹁
使
﹂
﹁
令
﹂
の
時
は
︑
﹁
Ａ
使
Ｂ

Ｃ
︒﹂
と
読
む
︒
使
役
動
詞
の
直
下
の
名
詞
Ｂ
に
﹁
ヲ
シ

し
ム

⼆

ヲ
シ
テ

セ
⼀

テ
﹂
を
つ
け
︑
使
役
動
詞
を
﹁
し
む
﹂
と
読
む
︒

・
使
役
動
詞
が
﹁
命
﹂
﹁
勧
﹂
な
ど
の
時
は
︑
﹁
Ａ
命
Ｂ
Ｃ
︒
﹂
と
読
む
︒
Ｃ
に
﹁
し
む
﹂
を
つ
け
て
読
む
︒

ジ
テレ

ニ

セ
シ
ム

・
使
役
動
詞
の
直
下
に
名
詞
が
な
い
時
は
︑
兼
語
は
省
略
さ
れ
て
い
る
︒

７
．特
殊
な
構
造
の
⽂
︵
兼
語
⽂
︙
②
存
在
の
兼
語
⽂
︶

１
つ
め
の
⽂
の
⽬
的
語
が
２
つ
め
の
⽂
の
主
語
に
な
る
⽂
の
こ
と
を
兼
語
⽂
っ
て
い
う
ん
だ
が
︑
も
う
ひ
と
つ
存
在
の
兼
語

⽂
っ
て
い
う
の
が
あ
る
︒

こ
れ
を
理
解
す
る
に
は
存
在
⽂
の
知
識
が
必
須
︒

⾃
信
な
い
や
つ
は
︑
も
う
⼀
度
存
在
⽂
の
と
こ
ろ
を
読
み
直
し
と
け
よ
︒

普
州
有
⼈
化
為
⻁
︒

ニ

リ⼆

ノ

シ
テ

ル⼀レ

ト

▼
普
州
に
⼈
の
化
し
て
⻁
と
為
る
有
り
︒

ふ

し
う

ひ
と

く
わ

と
ら

な

あ

▽
普
州
に
変
化
し
て
⻁
と
な
っ
た
⼈
が
い
た
︒

存
在
の
兼
語
⽂
は
︑
こ
の
例
な
ら
︑
１
つ
め
の
⽂
が
﹁
普
州
有
⼈
︒﹂
で
︑
こ
れ
が
典
型
的
な
存
在
⽂
︒
覚
え
て
る
か

ニ

リ
レ

い
︖﹁

⼈
﹂
は
主
語
じ
ゃ
な
く
て
⽬
的
語
だ
ぜ
︒

こ
の
⽬
的
語
﹁
⼈
﹂
が
２
つ
め
の
⽂
﹁
⼈
化
為
⻁
︒﹂
の
主
語
に
な
る
ん
だ
︒

シ
テ

ル
レ

ト

つ
ま
り
︑
﹁
⼈
が
存
在
し
て
︑
そ
の
存
在
す
る
⼈
が
変
化
し
て
⻁
に
な
る
﹂
っ
て
意
味
さ
︒

﹁
⼈
﹂
は
前
の
⽂
の
⽬
的
語
で
あ
り
︑
後
の
⽂
の
主
語
に
な
る
か
ら
兼
語
だ
︒

要
す
る
に
︑
前
⽂
と
後
⽂
が
兼
語
﹁
⼈
﹂
を
介
し
て
１
⽂
化
す
る
ん
だ
よ
︒
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こ
れ
を
図
に
す
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

主
語

述
語

⽬
的
語

普
州
有
⼈
︒

ニ

リ
レ

←主
語

述
語

述
語

⽬
的
語

⼈
化
為
⻁
︒

ノ

シ
テ

ル⼀レ

ト

︵
兼
語
︶

存
在
の
兼
語
⽂
は
︑
⽇
本
語
で
読
む
と
き
２
通
り
の
読
み
⽅
が
あ
る
ん
で
や
や
こ
し
い
︒

次
の
よ
う
な
読
み
⽅
も
で
き
る
ん
だ
な
︒

普
州
有
⼈
化
為
⻁
︒

ニ

リ
レ

シ
テ

ル
レ

ト

▼
普
州
に
⼈
有
り
化
し
て
⻁
と
為
る
︒

ふ

し
う

ひ
と

あ

く
わ

と
ら

な

ど
っ
ち
の
読
み
⽅
が
正
し
い
と
決
ま
っ
て
る
わ
け
で
も
な
い
ん
で
︑
２
通
り
あ
る
ん
だ
と
思
っ
て
い
れ
ば
⼗
分
︒

読
み
⽅
を
変
え
た
か
ら
っ
て
も
ち
ろ
ん
原
⽂
の
意
味
が
変
わ
る
わ
け
で
も
な
い
︒

と
こ
ろ
で
こ
の
形
︑
ど
っ
か
で
⾒
覚
え
が
あ
る
だ
ろ
︖

ほ
ら
︑
﹃
論
語
﹄
の
冒
頭
の
有
名
な
⼀
⽂
さ
︒

有
朋
⾃
遠
⽅
来
︒

リ下

ノ

リ⼆

⼀

タ
ル上

▼
朋
の
遠
⽅
よ
り
来
た
る
有
り
︒

と
も

ゑ
ん
ぱ
う

き

あ

▽
遠
く
か
ら
来
た
友
達
が
い
る
︒

超
有
名
で
︑
う
ち
の
息
⼦
は
１
歳
の
時
に
⾵
呂
の
中
で
暗
誦
し
て
た
ぞ
︒

君
ら
も
ち
っ
ち
ゃ
い
頃
︑
そ
う
や
っ
て
覚
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
い
︖

え
︖
先
⽣
の
⼦
供
と
は
違
い
ま
す
︕
っ
て
︖

は

は
は
︙

と
こ
ろ
で
こ
れ
を
︑
中
学
校
な
ん
か
で
次
の
よ
う
な
読
み
⽅
で
習
っ
た
⼈
も
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
︖

有
朋
⾃
遠
⽅
来
︒

リ
レ

リ⼆

⼀

タ
ル

▼
朋
有
り
遠
⽅
よ
り
来
た
る
︒

と
も

あ

ゑ
ん
ぱ
う
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﹁
⾃
遠
⽅
﹂
︵
遠
く
か
ら
︶
と
い
う
前
置
詞
句
が
使
わ
れ
て
る
か
ら
ち
ょ
っ
と
難
し
い
が
︑
こ
の
⽂
も
﹁
有
朋
︒﹂
︵
友
達
が

リ
レ

い
る
︒
︶
が
⼀
つ
め
の
⽂
︒

そ
の
存
在
⽂
の
⽬
的
語
﹁
朋
﹂
が
︑
兼
語
と
し
て
次
の
⽂
﹁
朋
⾃
遠
⽅
来
︒﹂
︵
友
達
が
遠
く
か
ら
来
る
︒
︶
の
主
語
に
な

リ⼆

⼀

タ
ル

っ
て
る
兼
語
⽂
だ
︒

ど
っ
ち
の
読
み
⽅
だ
っ
て
か
ま
わ
な
い
し
︑
意
味
も
も
ち
ろ
ん
変
わ
ら
な
い
︒

た
め
ぐ
ち
先
⽣
と
し
て
は
︑
後
の
⽅
の
読
み
⽅
の
⽅
が
簡
潔
か
つ
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て
︑
好
き
か
な
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
れ
は
存
在
の
兼
語
⽂
に
限
っ
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
が
︑
そ
も
そ
も
存
在
⽂
は
存
在
主
語
が
は
っ
き
り
表
現

で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら
︑
﹁
有
Ｂ
Ｃ
﹂
の
よ
う
に
︑
範
囲
や
場
所
を
⽰
す
主
語
︑
つ
ま
り
存
在
主
語
が
置
か
れ
な
い

リ⼆

ノ

ス
ル

⼀

こ
と
だ
っ
て
あ
る
︒

ほ
ら
︑
⽇
本
語
で
も
さ
︑
﹁
昔
々
︑
お
じ
い
さ
ん
が
い
ま
し
た
﹂
っ
て
⽂
に
︑
え
︖
ど
こ
に
︖
と
問
い
か
け
て
も
意
味
が
な

い
だ
ろ
︖

元
々
そ
ん
な
こ
と
ど
う
で
も
い
い
と
い
う
か
︑
わ
か
ん
な
い
こ
と
な
ん
だ
か
ら
︒

そ
う
い
う
場
合
は
主
語
を
置
か
な
い
か
ら
︑
無
主
語
⽂
っ
て
い
う
ん
だ
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
存
在
の
兼
語
⽂
は
︑
存
在
を
表
す
動
詞
﹁
有
﹂
や
﹁
無
﹂
の
直
下
の
名
詞
が
兼
語
で
︑
そ
の
存
在
す
る
⼈

や
物
が
実
際
に
何
か
を
す
る
と
い
う
構
造
を
と
る
︒

・
﹁
Ａ
有
Ｂ
Ｃ
︒﹂
の
形
で
︑
﹁
Ｃ
す
る
Ｂ
が
い
る
・
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
︒
Ａ
が
省
略
さ
れ
る
︑
ま
た

ニ

リ⼆

ノ

ス
ル

⼀

は
Ａ
が
表
現
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
︒

８
．特
殊
な
構
造
の
⽂
︵
⼆
重
⽬
的
語
の
⽂
︶

普
通
︑
⽂
は
述
語
に
対
し
て
１
つ
の
⽬
的
語
を
置
く
ん
だ
が
︑
表
現
に
よ
っ
て
は
２
つ
⽬
的
語
が
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒

１
つ
の
述
語
に
対
し
て
２
つ
置
か
れ
る
⽬
的
語
の
う
ち
︑
先
に
主
に
﹁
誰
に
﹂
︑
続
い
て
﹁
何
を
﹂
に
あ
た
る
⽬
的
語
を
置

く
⽂
を
﹁
⼆
重
⽬
的
語
の
⽂
﹂
と
い
う
︒

中
国
で
は
双
賓
⽂
っ
て
い
う
ん
だ
︒
賓
語
が
２
つ
の
⽂
と
い
う
こ
と
で
︑
同
じ
意
味
だ
な
︒

そ
う
ひ
ん
ぶ
ん

他
動
詞
は
︑
﹁
何
を
﹂
と
そ
の
客
体
を
⽰
す
性
質
が
あ
り
︑
こ
れ
を
他
動
性
と
い
う
︒

ま
た
︑
﹁
誰
に
・
何
に
﹂
と
︑
何
に
依
存
し
て
動
作
を
な
す
か
を
⽰
す
性
質
も
あ
っ
て
︑
こ
れ
を
依
拠
性
と
い
う
︒

依
拠
性
っ
て
︑
前
に
⽬
的
語
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
よ
な
︖

他
動
詞
の
中
に
は
︑
こ
の
依
拠
性
が
強
い
も
の
が
あ
る
ん
だ
︒
た
と
え
ば
﹁
与
え
る
﹂
と
い
う
意
味
の
動
詞
﹁
与
﹂
な
ん
か

フ

が
そ
れ
︒
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﹁
何
を
与
え
る
﹂
﹁
誰
に
与
え
る
﹂
の
意
味
も
表
す
け
れ
ど
も
︑
﹁
誰
に
与
え
る
﹂
と
い
う
依
拠
性
が
強
い
動
詞
な
ん
だ
よ
︒

だ
か
ら
︑
先
に
﹁
誰
に
﹂
に
あ
た
る
⽬
的
語
を
と
る
︒

つ
ま
り
︑
次
の
よ
う
な
語
順
に
な
る
︒誰

に

何
を

主
語

＋

述
語

＋

間
接
⽬
的
語

＋

直
接
⽬
的
語

こ
の
依
拠
性
の
強
い
他
動
詞
に
は
⾊
々
あ
る
け
ど
︑
代
表
的
な
種
類
を
２
つ
ぐ
ら
い
覚
え
て
お
い
て
も
ら
お
う
か
な
︒

ま
ず
１
つ
め
は
﹁
授
与
関
係
を
表
す
動
詞
﹂
が
述
語
の
場
合
だ
︒

述
語

間
接
⽬
的
語
直
接
⽬
的
語

与

若

芧
︒

フ⼆

ニ

ヲ⼀

▼
若
に
芧
を
与
ふ
︒

な
ん
ぢ

し
よ

あ
た

▽
お
前
た
ち
に
ト
チ
の
実
を
与
え
る
︒

﹁
朝
三
暮
四
﹂
で
有
名
な
⽂
だ
よ
︒

猿
に
与
え
る
餌
の
ト
チ
の
実
を
減
ら
そ
う
と
し
て
︑
も
と
も
と
朝
も
夜
も
４
つ
ず
つ
︑
計
８
つ
あ
げ
て
た
と
こ
ろ
を
︑
﹁
お

え
さ

前
た
ち
に
ト
チ
の
実
を
や
る
が
︑
朝
３
つ
夜
４
つ
に
す
る
︒
ど
う
︖
﹂
っ
て
聞
く
場
⾯
さ
︒

こ
の
⽂
で
は
猿
だ
か
ら
﹁
誰
に
﹂
て
い
う
の
は
︑
ち
と
語
弊
が
あ
る
が
︑
ま
あ
間
接
⽬
的
語
﹁
若
﹂
︵
お
ま
え
た
ち
に
︶
が

先
に
置
か
れ
て
︑
そ
の
後
に
事
物
⽬
的
語
﹁
芧
﹂
︵
ト
チ
の
実
を
︶
が
置
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︖

こ
の
語
順
は
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
ん
だ
︒
﹁
与
﹂
っ
て
動
詞
は
依
拠
性
が
強
い
か
ら
ね
︒

フ

他
に
﹁
授
﹂
﹁
賜
﹂
﹁
遺
﹂
な
ど
の
授
与
関
係
を
表
す
動
詞
も
︑
こ
の
語
順
を
と
る
︑
ま
ず
こ
の
こ
と
を
押
さ
え
よ
う
︒

さ
づ
ク

た
ま
フ

お
く
ル

次
に
﹁
教
⽰
関
係
を
表
す
動
詞
﹂
︑
つ
ま
り
﹁
教
え
る
﹂
と
か
﹁
⽰
す
﹂
と
か
い
う
動
詞
が
述
語
の
場
合
も
⼆
重
⽬
的
語
の

⽂
に
な
る
︒

主
語

述
語

間
接
⽬
的
語

直
接
⽬
的
語

項
梁
教

籍

兵
法
︒

フ⼆

ニ

ヲ⼀

▼
項
梁
籍
に
兵
法
を
教
ふ
︒

か
う
り
や
う
せ
き

へ
い
は
ふ

を
し

▽
項
梁
は
籍
に
兵
法
を
教
え
た
︒

﹁
籍
﹂
と
い
う
の
は
漢
楚
の
興
亡
で
名
⾼
い
項
⽻
の
名
︑
﹁
項
梁
﹂
は
そ
の
お
じ
さ
ん
だ
︒

こ
う

う
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そ
の
お
じ
さ
ん
が
項
⽻
に
兵
法
を
教
え
た
わ
け
︒

こ
の
場
合
も
ま
ず
﹁
誰
に
﹂
に
あ
た
る
間
接
⽬
的
語
﹁
籍
﹂
が
置
か
れ
て
︑
そ
の
後
に
﹁
何
を
﹂
に
あ
た
る
直
接
⽬
的
語
﹁

兵
法
﹂
が
置
か
れ
て
る
だ
ろ
︖

そ
れ
は
述
語
動
詞
﹁
教
﹂
が
教
⽰
関
係
を
表
す
動
詞
だ
か
ら
さ
︒

フ

こ
の
教
⽰
関
係
を
表
す
動
詞
に
は
︑
他
に
﹁
⽰
﹂
﹁
告
﹂
﹁
語
﹂
な
ど
が
あ
る
︒

し
め
ス

つ
グ

つ
グ

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
授
与
・
教
⽰
を
表
す
動
詞
が
述
語
の
時
は
⼆
重
⽬
的
語
の
⽂
に
な
る
︒

・
⼆
重
⽬
的
語
の
⽂
は
︑
必
ず
次
の
語
順
を
と
る
︒

主
語

＋

述
語

＋

間
接
⽬
的
語

＋

直
接
⽬
的
語

こ
れ
で
⽂
の
基
本
構
造
︑
成
分
の
お
話
は
お
し
ま
い
︒
第
１
回
の
講
義
は
こ
こ
ま
で
だ
︒
よ
〜
く
復
習
し
と
け
よ
︒
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