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こ
れ
な
ら
わ
か
る
ぜ
！

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
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【
第
６
回
】
語
気
詞
編

お
よ
そ
高
校
の
授
業
で
学
ぶ
漢
文
で
、
一
番
い
い
か
げ
ん
に
取
り
扱
わ
れ
て
る
品
詞
が
、
こ
の
語
気
詞
だ
よ
。

疑
問
と
か
反
語
、
限
定
な
ん
か
で
は
一
応
説
明
す
る
ん
だ
が
、
そ
れ
以
外
で
は
と
ん
と
無
視
と
い
う
の
が
実
情
だ
。

そ
れ
に
は
し
か
た
が
な
い
事
情
も
あ
っ
て
、
訓
読
で
は
置
き
字
と
か
い
っ
て
読
ま
な
い
字
が
あ
る
だ
ろ
？

そ
の
多
く
が
語
気
詞
だ
か
ら
な
ん
だ
。

訓
読
は
、
漢
文
と
い
う
他
国
語
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
読
み
し
よ
う
と
い
う
工
夫
だ
か
ら
、
細
か
い
と
こ
ろ
に
は
わ
ざ
と
こ
だ

わ
ら
ず
に
、
で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル
に
読
む
。

そ
の
意
味
で
、
文
意
を
大
き
く
左
右
す
る
疑
問
と
か
反
語
、
限
定
の
語
気
を
表
す
語
は
読
む
け
ど
、
そ
う
で
な
い
や
つ
は
あ

え
て
読
ま
ず
に
済
ま
す
わ
け
。

こ
れ
は
こ
れ
で
な
か
な
か
見
事
な
合
理
的
判
断
な
ん
だ
よ
。

だ
が
、
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
訓
読
で
読
ま
な
い
か
ら
、
文
末
の
「
矣
」
と
か
「
焉
」
と
か
に
は
意
味
が
な
い
ん
だ
な
ん

て
思
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
こ
と
。

漢
文
は
、
す
べ
て
の
漢
字
に
意
味
か
働
き
が
あ
る
ん
だ
。

逆
に
い
う
と
、
意
味
も
働
き
も
な
い
漢
字
な
ん
て
、
た
だ
の
１
字
も
な
い
っ
て
こ
と
だ
。

た
と
え
ば
日
本
語
で
、
「
そ
れ
は
君
の
仕
事
だ
。
」
と
い
う
文
が
あ
っ
た
と
し
て
、
「
そ
れ
は
君
の
仕
事
だ
よ
。
」
と
か
「

そ
れ
は
君
の
仕
事
だ
ぞ
。
」
と
か
、
あ
る
い
は
、
「
そ
れ
は
君
の
仕
事
だ
ね
。
」
と
か
、
我
々
だ
っ
て
色
ん
な
語
気
を
添
え
て

表
現
す
る
だ
ろ
？

で
も
、
こ
れ
は
結
論
か
ら
い
え
ば
、
「
そ
れ
は
君
の
仕
事
。
」
と
い
う
意
味
で
、
ほ
ぼ
文
意
を
理
解
で
き
る
。

で
も
、
「
そ
れ
は
君
の
仕
事
か
？
」
と
か
、
「
そ
れ
は
君
の
仕
事
か
？
（
い
や
、
違
う
だ
ろ
？
）
」
と
か
は
、
は
っ
き
り
意

味
が
違
っ
て
く
る
。

疑
問
や
反
語
を
無
視
す
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
は
、
納
得
で
き
た
か
い
。

我
々
が
助
詞
を
使
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
語
気
を
表
す
よ
う
に
、
漢
文
も
語
気
詞
を
使
っ
て
色
ん
な
語
気
を
表
す
ん
だ
。

つ
ま
り
、
語
気
詞
を
丁
寧
に
見
て
い
く
こ
と
で
、
訓
読
だ
け
で
は
伝
わ
り
に
く
い
表
現
者
の
気
持
ち
に
近
づ
け
る
っ
て
こ
と

さ
。

１
．
文
頭
で
用
い
ら
れ
る
語
気
詞

君
た
ち
も
何
か
こ
れ
か
ら
自
分
の
意
見
を
述
べ
始
め
る
時
に
、
最
初
に
言
う
言
葉
が
あ
る
だ
ろ
？

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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た
と
え
ば
、
「
そ
も
そ
も
さ
ぁ

」
と
か
「
だ
い
た
い

」
と
か
、
「
い
っ
た
い
全
体

」
と
か
。

︙

︙

︙

最
近
は
「
っ
て
ゆ
う
か
ぁ
～
」
な
ん
て
の
も
あ
る
な

あ
り
ゃ
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
？

︙

必
ず
し
も
「
言
い
換
え
る
と
」
っ
て
意
味
で
も
な
さ
そ
う
だ
し
。
一
種
の
若
者
特
有
の
語
気
詞
な
の
か
？

な
ん
で
あ
れ
、
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
漢
文
に
も
文
頭
で
用
い
る
語
気
詞
が
あ
る
ん
だ
。
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▼
夫
れ
学
は
、
猶
ほ
樹
を
種
う
る
が
ご
と
き
な
り
。
～

そ

が
く

な

き

う

▽
そ
も
そ
も
学
問
は
、
木
を
植
え
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
～

右
の
文
頭
、

だ
。
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議
論
を
開
く
か
ら
発
語
の
辞
と
い
っ
た
り
す
る
。

我
々
は
「
そ
レ
」
と
読
ん
で
、
「
そ
も
そ
も
」
と
か
「
い
っ
た
い
」
と
か
訳
す
。

「
夫
」
と
い
う
漢
字
は
、
も
と
も
と
は
別
の
意
味
「
一
人
前
の
男
子
」
を
指
す
字
な
ん
だ
が
、
「
か
れ
」
と
か
「
あ
の
・
こ

の
」
の
意
味
の
代
詞
の
音
に
近
か
っ
た
か
ら
借
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。

だ
か
ら
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
「
か
ノ
」
と
読
ん
で
「
あ
の
」
と
か
「
そ
の
」
と
か
訳
す
こ
と
も
あ
る
ん
で
気
を
つ
け
な
き
ゃ

い
け
な
い
。

発
語
の
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
時
は
、
も
う
そ
の
指
示
代
詞
と
し
て
の
働
き
が
弱
ま
り
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
、
議
論
を
始

め
る
語
気
し
か
表
さ
な
い
ん
だ
。

で
も
、
こ
の
発
語
の
辞
と
し
て
の
「
夫

」
も
、
代
詞
の
働
き
「
あ
の
」
か
ら
「
あ
の
皆
の
常
識
の
」
の
よ
う
に
転
じ
て
生

レ

ま
れ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。

ま
あ
、
君
た
ち
の
場
合
は
、
と
り
あ
え
ず
、
「
そ
レ
」
っ
て
読
み
方
と
「
そ
も
そ
も
」
っ
て
訳
し
方
を
覚
え
と
く
と
共
に
、

っ
て
こ
と
を
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。
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▼
蓋
し
人
の
目
の
見
る
所
は
、
十
里
を
過
ぎ
ず
。

け
だ

ひ
と

め

み

と
こ
ろ

じ
ふ

り

す

▽
そ
も
そ
も
人
の
目
が
み
る
範
囲
は
、
十
里
を
越
え
な
い
。

。


ሼ


ु
৮

॑

ी
ॊ
ৎ
प
৷
ः
ॊ

ୁ
भ
ോ
द
␓
ृ

र
ॉ

ज
ु
ज
ु

␓

ः

ञ
ः

ऩ
न
ध

घ

३

と
こ
ろ
で
、
本
当
の
と
こ
ろ
を
言
う
と
、
「
け
だ
し
」
と
い
う
訓
は
あ
ま
り
適
切
じ
ゃ
な
い
ん
だ
な
。

実
は
「
け
だ
し
」
っ
て
日
本
語
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
や
疑
わ
し
い
こ
と
を
表
す
副
詞
で
、
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」
と

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）



印
刷

・配
布

禁
止

- 3⑥

か
「
た
ぶ
ん
」
ぐ
ら
い
の
意
味
を
表
す
ん
だ
よ
。

そ
し
て
漢
語
の
「
蓋
」
は
発
語
の
辞
と
は
別
に
推
定
の
副
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
、
そ
の
場
合
の
訓
が
「
け
だ
し
」
に
ぴ

っ
た
り
あ
て
は
ま
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
、
つ
ま
り
今
こ
こ
で
説
明
し
て
る
発
語
の
辞
の
場
合
で
も
、
同
じ
漢
字
だ
か
ら
「
け
だ
し
」

と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
、
い
わ
ば
訓
読
の
習
慣
な
ん
だ
よ
。

だ
か
ら
、
「
文
頭
に
『
蓋

』
が
出
て
き
た
ら
、
『
け
だ
し
』
と
読
ん
で
『
思
う
に
』
と
訳
せ
！
」
と
い
う
乱
暴
な
先
生
が

シ

あ
っ
た
り
す
る
ん
だ
が
、
実
は
そ
の
へ
ん
の
事
情
が
わ
か
っ
て
な
い
ん
だ
な
。

◎
ポ
イ
ン
ト
！

「
夫

」
「
蓋

」
は
文
頭
に
置
か
れ
る
語
気
詞
。
こ
れ
か
ら
議
論
を
始
め
た
り
、
総
括
し
た
り
す
る
時
に

︙

そ
レ

け
だ
シ

用
い
る
。
読
み
方
に
も
注
意
！

２
．
文
中
で
用
い
ら
れ
る
語
気
詞

「
青
春
は
い
い
も
の
だ
。
」
っ
て
言
い
た
い
と
き
、
そ
の
ま
ま
で
も
い
い
け
ど
、
「
青
春
っ
て
の
は
な
、
い
い
も
の
だ
。
」

な
ん
て
強
め
て
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
？

漢
文
で
も
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
あ
る
ん
だ
。

文
中
で
用
い
ら
れ
る
語
気
詞
と
し
て
は
、
君
た
ち
に
は
「
也
」
を
覚
え
て
お
い
て
も
ら
お
う
か
。
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▼
回
や
愚
な
ら
ず
。

く
わ
い

ぐ

▽
回

は
愚
か
で
な
い
。

（
＝
顔
回
）

「
回
」
っ
て
の
は
、
第
１
回
の
講
義
の
時
に
も
出
て
き
た
孔
子
の
弟
子
の
顔
回
の
こ
と
。

が
ん
か
い

お
弟
子
さ
ん
の
中
で
一
番
賢
い
と
孔
子
が
認
め
た
人
だ
っ
た
ね
。

こ
の
文
は
「
回

不

愚
。」
が
普
通
の
文
だ
よ
。
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そ
の
主
語
「
回
」
の
後
に
語
気
詞
「
也
」
を
置
き
、

を
し
て
る
ん
だ
。
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あ
え
て
訳
せ
ば
「
回
は
な
あ
」
と
か
「
回
は
ね
」
ぐ
ら
い
の
意
味
に
な
る
か
な
？

で
も
、
普
通
は
無
理
に
は
訳
さ
な
い
ん
だ
。

訓
読
で
は
「
や
」
と
読
む
。

「
な
り
」
と
読
ん
じ
ゃ
い
か
ん
よ
。

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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▼
賜
や
、
始
め
て
与
に
詩
を
言
ふ
べ
き
の
み
。

し

は
じ

と
も

し

い

▽
賜
よ
、
や
っ
と
お
前
と
詩
経
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
。

「
賜
」
も
、
孔
子
の
弟
子
子
貢
の
こ
と
。

し

こ
う

こ
れ
も
高
弟
で
、
弁
舌
さ
わ
や
か
な
人
物
だ
。

名
前
の
後
に
同
じ
語
気
詞
「
也
」
が
置
か
れ
て
る
が
、
こ
こ
で
は
「
賜
よ
」
っ
て

ん
だ
。

ళ
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ऊ
ऐ
॑

ख
थ
ॊ

同
じ
語
気
で
も
、
文
脈
で
違
う
働
き
を
す
る
ん
だ
な
。

こ
の
場
合
も
「
や
」
っ
て
読
む
ん
だ
が
、
「
賜

也
」
と
孔
子
が
呼
び
か
け
て
る
ん
だ
な
。

「
賜
」
っ
て
言
い
切
る
よ
り
、
「
賜

也
」
っ
て
呼
び
か
け
て
、
い
っ
た
ん
ポ
ー
ズ
を
置
い
て
る
ん
だ
よ
。

ポ
ー
ズ
を
表
す
「
也
」
は
他
に
、
句
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
ぞ
。

ଽ
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▼

古

の
聖
人
、
其
の
人
を
出
づ
る
や
、
遠
し
。

い
に
し
へ

せ
い
じ
ん

そ

ひ
と

い

と
ほ

▽
昔
の
聖
人
は
、
そ
の
人
を
抜
き
ん
で
る
こ
と
が
、
遠
か
っ
た
。

「
其

出

人

」
と
い
う
句
を
受
け
て
、
や
っ
ぱ
り
ポ
ー
ズ
を
表
し
語
調
を
緩
や
か
に
し
た
上
で
、
後
文
を
導
い
て
る
。

ノ

ヅ
ル

レ

ヲ

あ
え
て
訳
せ
ば
「
そ
の
人
を
抜
き
ん
で
る
こ
と
が
ね
」
な
ど
と
な
る
ん
だ
が
、
普
通
は
訳
さ
な
い
な
。

で
も
、
そ
ん
な
感
じ
な
ん
だ
っ
て
、
わ
か
っ
と
け
。

◎
ポ
イ
ン
ト
！

文
中
に
置
か
れ
る
語
気
詞
「
也
」
は
、
主
語
を
提
示
し
た
り
、
語
調
を
い
っ
た
ん
ポ
ー
ズ
し
て
緩
や
か
に

︙
し
た
り
す
る
働
き
を
す
る
。
「
な
り
」
と
は
読
ま
な
い
の
で
注
意
！

３
．
文
末
で
用
い
ら
れ
る
語
気
詞

語
気
詞
の
中
で
は
、
こ
の
文
末
で
用
い
ら
れ
る
や
つ
が
一
番
多
い
。

し
か
も
、
確
認
、
肯
定
的
判
断
、
完
了
、
推
量
、
疑
問
、
反
語
、
感
嘆
詠
嘆
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
語
気
が
あ
る
。

だ
か
ら
「
こ
の
語
気
詞
は
ど
ん
な
気
持
ち
を
伝
え
て
る
ん
か
な
あ

」
と
い
う
ふ
う
に
注
意
を
払
え
ば
、
表
現
し
た
人
の
感

︙

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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情
と
か
口
ぶ
り
が
身
近
に
迫
る
。

つ
ま
り
表
現
の
豊
か
さ
を
知
る
手
が
か
り
に
な
る
わ
け
。

た
だ
、
あ
ま
り
に
も
種
類
が
多
い
上
に
、
同
じ
語
気
詞
で
も
文
脈
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
語
気
を
表
す
か
ら
、
そ
れ
を
こ
こ
で
全

部
説
明
し
て
た
ら
日
が
暮
れ
ち
ま
う
。

し
か
た
が
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

た
だ
し
、
忘
れ
る
な
よ
、
す
べ
て
の
漢
字
に
意
味
が
あ
る
、
１
字
た
り
と
も
無
駄
な
漢
字
は
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
１
字
々
々
に
注
目
し
て
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
く
の
が
、
こ
の
先
生
の
漢
文
の
講
義
な
ん
だ
ぜ
。

①
文
末
で
用
い
ら
れ
る
語
気
詞
「
也
」

ま
ず
、
み
ん
な
が
よ
く
見
か
け
る
「
也
」
か
ら
説
明
し
よ
う
か
な
。

文
中
で
も
用
い
ら
れ
る
「
也
」
だ
が
、
文
末
に
用
い
ら
れ
た
時
は
、
確
認
・
断
定
や
肯
定
的
判
断
、
原
因
や
目
的
・
動
機
を

述
べ
る
語
気
を
表
し
た
り
、
禁
止
や
命
令
文
の
文
末
で
も
用
い
ら
れ
て
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
語
気
を
表
す
ん
だ
。
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ᄤ

ྪ


␓
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য

ื
␔

ঀ

▼
管

仲
夷
吾
は
、
潁
上
の
人
な
り
。

く
わ
ん
ち
ゆ
う

い

ご

え
い
じ
や
う

ひ
と

▽
管
仲
夷
吾
は
、
潁
上

の
人
で
あ
る
。

（
出
身
）

「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
。
」
と
い
う
判
断
文
の
文
末
に
「
也
」
を
置
い
て
、

を
表
し
て
る
。

ન
ੳ
␟


␠
भ
ୁ
ਞ

こ
の
場
合
、
日
本
語
だ
と
「
だ
」
と
か
「
で
あ
る
」
に
相
当
す
る
か
ら
、
日
本
語
の
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
と
訓
読
す
る

ん
だ
。

い
い
か
い
？

「
な
り
」
と
読
ん
で
あ
る
か
ら
「
だ
・
で
あ
る
」
と
訳
す
ん
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
断
定
の
語
気
を
表
し
て
る
か

ら
「
な
り
」
と
読
ん
で
る
ん
だ
ぜ
。



૮

ჴ

୫



ื
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ढ़
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▼
子
敢
へ
て
我
を
食
ら
ふ
こ
と
無
か
れ
。

し

あ

わ
れ

く

な

▽
あ
な
た
は
私
を
食
べ
よ
う
と
し
て
は
い
け
な
い
。

ま
た
ま
た
「
虎
の
威
を
借
る
」
か
ら
の
こ
の
例
は
禁
止
文
の
文
末
に
「
也
」
が
置
い
た
形
だ
。

こ
れ
は

も
ん
な
ん
だ
よ
。

ਖ਼

भ
ୁ
ਞ
॑
ৼ
ু
प

ऐ
ञ

「
い
け
な
い
ん
だ
よ
」
っ
て
な
感
じ
だ
な
。

禁
止
以
外
に
も
、
命
令
、
請
願
な
ど
の
文
な
ん
か
で
も
用
い
ら
れ
る
。

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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こ
の
場
合
は
、
訓
読
の
最
後
を
命
令
形
で
読
ん
で
る
関
係
で
、
「
也
」
を
置
き
字
と
し
て
扱
っ
て
、
読
ま
な
い
ん
だ
。

「
無
か
れ
な
り
」
な
ん
て
読
む
な
よ
。

た
だ
、
誤
解
し
ち
ゃ
だ
め
だ
ぜ
、
読
ま
な
い
の
は
日
本
人
だ
け
。

中
国
人
は
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
る
ん
だ
。

訓
読
の
都
合
、
つ
ま
り
日
本
語
の
都
合
で
読
ま
な
い
だ
け
だ
よ
。

୦



ᕿ

Ꮅ



ბ

ื
␔

॰

ॽ
ঁ

জ
ॸ

ॽ
ঁ

३
य़

▼
何
ぞ
前
に
は
倨
り
て
後
に
は

恭

し
き
や
。

な
ん

さ
き

お
ご

の
ち

う
や
う
や

▽
ど
う
し
て
以
前
は
傲
慢
で
今
は
丁
重
な
の
か
。

こ
れ
は
疑
問
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

疑
問
自
体
は
疑
問
代
詞
「
何

」
が
表
し
て
、
「
な
ん
で
～
丁
重
な
の
だ
」
の
「
だ
」
に
あ
た
る
語
気
が
「
也
」
で
、
や
は

な
ん
ゾ

り
判
断
の
語
気
だ
と
思
う
。

で
も
、

ん
だ
。

ธ
ഭ
द
म

ृ

ध
ธ
ഭ
ख
थ

␚
ऊ

ऩ
न
ध

घ

も
ち
ろ
ん
訓
読
と
い
う
日
本
語
の
事
情
に
よ
る
ん
だ
。

反
語
で
も
用
い
ら
れ
る
な
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
例
文
は
有
名
だ
か
ら
、
久
し
ぶ
り
に
ち
ょ
っ
と
脱
線
し
と
こ
う
か
。

戦
国
時
代
の
縦
横
家
、
蘇
秦
の
逸
話
だ
な
。

知
っ
て
る
人
も
多
い
だ
ろ
？

縦
横
家
っ
て
の
は
、
巧
み
な
弁
論
を
武
器
に
諸
国
を
巡
り
歩
い
た
外
交
の
策
士
た
ち
だ
よ
。

そ
の
代
表
格
が
こ
の
蘇
秦
な
ん
だ
が
、
初
め
は
う
ま
く
い
か
な
く
っ
て
、
困
窮
し
て
故
郷
に
帰
っ
て
く
る
と
、
ま
あ
家
族
の

冷
た
い
こ
と
！

奥
さ
ん
は
無
視
だ
し
、
兄
嫁
は
食
事
の
用
意
も
し
て
く
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
対
秦
南
北
同
盟
、
つ
ま
り
合
従
策
を
成
立
さ
せ
て
、
６
つ
の
国
の
宰
相
を
兼
ね
る
大
成
功
を
お
さ
め
て
帰
郷
す

る
と
、
親
戚
一
同
、
目
も
合
わ
せ
ら
れ
な
い
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
ん
だ
。

そ
れ
で
蘇
秦
が
言
っ
た
セ
リ
フ
が
こ
れ
。

「
な
ん
で
前
は
あ
ん
な
に
傲
慢
だ
っ
た
の
に
、
今
は
へ
り
く
だ
っ
て
お
ら
れ
る
わ
け
？
」

そ
し
た
ら
兄
嫁
、
「
あ
な
た
が
位
も
高
く
お
金
持
ち
に
な
ら
れ
た
か
ら
で
す
」
な
ん
て
言
う
。

蘇
秦
は
た
め
息
つ
い
て
、
「
富
貴
だ
と
親
戚
も
畏
れ
、
貧
賤
だ
と
馬
鹿
に
す
る
。
ま
し
て
親
戚
以
外
の
一
般
人
だ
っ
た
ら
な

お
さ
ら
だ
。
も
し
私
が
豊
か
な
田
地
の
ひ
と
つ
も
持
っ
て
た
ら
、
こ
ん
な
富
貴
に
な
れ
な
か
っ
た
よ
。
」
と
言
っ
て
、
親
戚
一

同
に
大
金
ば
ら
ま
い
た
っ
て
お
話
だ
。

︙

ま
、
あ
ん
た
た
ち
が
冷
た
く
し
て
く
れ
た
お
か
げ
っ
て
言
い
た
い
わ
け
だ
が
、
嫌
み
だ
よ
な
ぁ

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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さ
て
、
話
を
元
に
戻
そ
う
。
な
ん
だ
っ
け
？

そ
う
そ
う
「
也
」
の
用
法
だ
っ
た
ね
。

୦

ၙ

য





ื
␔

॰

य़

▼
何
ぞ
楚
人
の
多
き
や
。

な
ん

そ

ひ
と

お
ほ

▽
な
ん
と
楚
の
国
の
人
が
こ
の
よ
う
に
多
い
こ
と
よ
。

最
後
は
、
感
嘆
・
詠
嘆
文
の
文
末
に
「
也
」
が
置
か
れ
る
例
だ
。

こ
れ
も
「
ど
う
し
て
楚
人
が
こ
の
よ
う
に
多
い
の
だ
」
が
元
で
、
楚
人
が
多
い
の
「
だ
」
と
い
う
判
断
の
語
気
を
「
也
」
は

表
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ん
だ
。

ऒ
भ
ৃ
়
ु

ऩ
ॉ

ध
ഭ
ऽ
ङ
␓

ृ

ध
ธ
ഭ
ख
थ
␓

␚
ऒ
ध
े

ऩ
न
ध

घ

「
也
」
自
体
が
疑
問
や
反
語
、
詠
嘆
の
語
気
を
表
す
と
い
う
学
者
も
あ
る
し
、
巷
の
参
考
書
や
辞
書
に
は
そ
う
述
べ
ら
れ
て

る
の
が
多
い
ん
だ
が
、
果
た
し
て
ど
う
だ
ろ
う
ね
。

こ
の
た
め
ぐ
ち
先
生
は
、
は
な
は
だ
怪
し
く
思
う
ぞ
。

︙

さ
て
、
こ
の
例
文
も
有
名
だ
な
ぁ

２
年
生
の
教
科
書
に
必
ず
出
て
く
る
四
面
楚
歌
の
お
話
だ
よ
。

沛
公
、
す
な
わ
ち
劉
邦
の
軍
勢
に
完
全
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
項
羽
が
、
垓
下
の
と
り
で
に
立
て
こ
も
っ
た
夜
、
四
方
か
ら
聞

が
い

か

こ
え
て
く
る
祖
国
楚
の
歌
声
に
驚
い
て
言
っ
た
セ
リ
フ
が
こ
れ
。

楚
の
兵
士
が
み
ん
な
敵
の
捕
虜
に
さ
れ
て
、
歌
っ
て
ん
の
か
！

︙

そ
う
思
っ
た
の
か
な

ま
あ
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
項
羽
が
動
揺
す
る
よ
う
な
こ
と
、
い
く
ら
捕
虜
に
な
っ
た
っ
て
味
方
の
連
中
が
す
る
わ
け
な
い
ん

︙

だ
が
、
こ
れ
が
漢
軍
の
策
だ
っ
て
こ
と
も
教
え
て
や
れ
る
軍
師
が
い
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
か

な
ん
で
あ
れ
、
項
羽
は
も
は
や
こ
れ
が
最
後
の
夜
に
な
る
と
悟
っ
て
、
酒
宴
を
開
く
ん
だ
。

「
力
は
山
を
も
ぶ
ち
抜
く
ほ
ど
で
、
気
力
は
世
を
覆
い
尽
く
す
ほ
ど
だ
っ
た
。
時
勢
は
私
に
味
方
を
し
て
く
れ
ず
、
愛
馬
の

騅
も
進
ま
な
く
な
っ
た
。
騅
が
進
ま
な
い
が
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
。
虞
よ
虞
よ
、
お
ま
え
を
ど
う
し
よ
う
。
」

す
い

そ
う
歌
っ
て
、
愛
す
る
虞
美
人
に
も
別
れ
を
告
げ
る
ん
だ
。

ぐ

そ
う
そ
う
、
余
談
中
の
余
談
だ
が
、
こ
の
先
生
は
昔
、
こ
の
項
羽
の
歌
を
短
歌
に
し
て
「
楚
王
」
と
い
う
歌
物
語
を
作
っ
た

こ
と
が
あ
る
ぞ
。

そ
の
中
で
項
羽
が
歌
っ
た
短
歌
を
紹
介
し
よ
う
か
。

山
を
抜
き
気
は
蓋
え
ど
も
騅
逝
か
ず
汝
れ
の
い
の
ち
を
い
か
に
せ
ん
と
や

お
お

す
い

な

な
か
な
か
う
ま
く
短
歌
に
な
っ
て
る
だ
ろ
？

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
説
明
で
わ
か
っ
た
と
思
う
け
ど
、
「
也
」
自
体
は
判
断
の
語
気
を
表
す
ん
だ
が
、
判
断
、
禁
止
、
疑
問
、

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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反
語
、
詠
嘆
を
表
す
文
で
は
、
読
み
方
、
は
た
ま
た
読
ま
な
い
か
が
変
わ
っ
て
く
る
。

注
意
し
な
き
ゃ
ね
。

◎
ポ
イ
ン
ト
！

文
末
に
置
か
れ
る
「
也
」
は
、
確
認
・
断
定
や
肯
定
的
判
断
の
語
気
を
表
す
。
判
断
文
で
は
「
な
り
」
、

︙
疑
問
・
反
語
・
詠
嘆
の
文
で
は
「
や
」
と
読
み
分
け
る
。
訓
読
の
都
合
で
読
ま
ず
に
置
き
字
に
す
る
こ
と

も
あ
る
。

②
文
末
で
用
い
ら
れ
る
語
気
詞
「
矣
」

「
矣
」
も
よ
く
文
末
に
用
い
ら
れ
る
語
気
詞
だ
よ
。

で
も
、
み
ん
な
も
気
づ
い
て
い
る
と
思
う
け
ど
、
「
也
」
と
違
っ
て
読
ま
な
い
こ
と
が
多
い
よ
な
。

つ
ま
り
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
置
き
字
に
さ
れ
て
る
っ
て
こ
と
。

だ
か
ら
、
ま
あ
極
端
な
話
、
読
ん
で
な
い
場
合
は
無
視
し
た
っ
て
大
体
の
文
意
は
通
る
。

学
校
の
先
生
な
ん
か
も
ま
る
で
無
視
し
て
説
明
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。

で
も
、
前
も
言
っ
た
よ
う
に
、
語
気
詞
は
「
表
現
し
た
人
の
感
情
と
か
口
ぶ
り
が
身
近
に
迫
る
」
大
切
な
手
が
か
り
な
ん
だ
。

ど
ん
な
語
気
が
こ
も
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
っ
て
目
を
と
め
て
、
無
関
心
派
を
１
歩
リ
ー
ド
し
よ
う
ぜ
。
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さ
て
、
そ
の
「
矣
」
、

だ
よ
。

ः
अ3

ण
भ
ୁ
ਞ
॑

घ
भ
ऋ
੦
ম

そ
の
語
気
か
ら
詠
嘆
や
、
禁
止
・
命
令
願
望
な
ど
の
語
気
を
表
す
こ
と
に
な
る
ん
だ
。

ྪ

ឲ

ৠ

ᰜ
␔

ॽ

७
জ

▼
吾
已
に
決
せ
り
。

わ
れ
す
で

け
つ

▽
私
は
も
う
決
め
た
。

右
の
例
は
、

を
表
し
て
る
。



ষ
ನ
भ

വ
भ
ୁ
ਞ

多
く
の
場
合
、
「
既

」
「
已

」
な
ん
か
の
副
詞
と
共
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
見
分
け
が
つ
く
ぞ
。

す
で
ニ

す
で
ニ

「
矣
」
自
体
は
普
通
置
き
字
と
し
て
読
ま
な
い
ん
だ
が
、
「
決
せ
り
」
だ
と
か
「
決
し
た
り
」
な
ど
の
よ
う
に
、
直
前
に
読

む
語
の
読
み
に
日
本
語
の
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
「
た
り
」
な
ん
か
を
つ
け
て
、
完
了
の
意
味
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
ま
あ
わ
か
り
や
す
い
例
だ
。

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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▼
妄
言
す
る
毋
か
れ
、
族
せ
ら
れ
ん
。

ば
う
げ
ん

な

ぞ
く

▽
で
た
ら
め
な
こ
と
を
言
う
な
、
一
族
皆
殺
し
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
例
で
は
、
「
矣
」
は

を
表
し
て

ँ
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ऋ
ల
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ਖ਼
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る
。推

量
と
い
っ
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
か
な
。

こ
の
場
合
も
、
「
矣
」
を
置
き
字
と
し
て
読
ま
ず
、
「
族
せ
ら
れ
ん
」
の
よ
う
に
、
日
本
語
の
推
量
の
助
動
詞
「
ん
」
を
つ

け
て
、
推
量
の
意
味
を
反
映
さ
せ
て
読
む
こ
と
が
あ
る
。
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▼
未
だ
学
ば
ず
と
曰
ふ
と
雖
も
、
吾
必
ず
之
を
学
び
た
り
と
謂
は
ん
。

い
ま

ま
な

い

い
へ
ど

わ
れ
か
な
ら

こ
れ

ま
な

い

▽

ま
だ
学
ん
で
い
な
い
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
私
は
必
ず
そ
の
人
を
学
ん
だ
と
言
お
う
。

（
そ
の
人
が
）

右
の
例
は
、
「
あ
た
か
も
女
性
を
好
む
か
の
よ
う
に
賢
者
を
好
み
、
力
の
限
り
父
母
に
仕
え
、
全
身
全
霊
で
主
君
に
仕
え
、

友
人
と
交
わ
っ
て
誠
実
で
あ
る
、
そ
う
い
う
人
で
あ
れ
ば
、
」
た
と
え
本
人
が
謙
遜
し
て
も
、
私
は
学
問
を
し
た
も
の
と
認
め

る
と
い
う
意
味
だ
。

︙

そ
り
ゃ
認
め
る
わ
な

こ
こ
で
「
矣
」
は
、

を
表
し
て
る
ん
だ
。
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ਖ਼
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ま
あ
た
だ
「
言
う
」
っ
て
訳
し
た
っ
て
意
味
は
通
る
か
ら
し
か
た
な
い
ん
だ
が
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
多
少
違
う
か
も
し
れ
ん
が
、

「
言
う
ぞ
」
っ
て
感
じ
？

日
本
語
に
も
似
た
よ
う
な
の
が
あ
る
よ
な
。

こ
の
場
合
も
「
矣
」
は
置
き
字
扱
い
だ
が
、
「
学
び
た
り
と
謂
は
ん
」
の
よ
う
に
、
読
み
に
意
志
の
意
味
を
反
映
さ
せ
る
こ

と
が
あ
る
ん
だ
ぜ
。



༼

ᰜ
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૮

࿅
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फ़

ত


▼
子
往
け
、
吾
が
事
を
乏
る
こ
と
無
か
れ
。

し

ゆ

わ

こ
と

や
ぶ

な

▽
あ
な
た
は
行
き
な
さ
い
、
私
の
仕
事
の
邪
魔
を
す
る
な
。

今
度
は
、
命
令
文
や
請
願
文
の
文
末
に
「
矣
」
を
置
い
て
、

例
。

୵
ഥ
؞
ட
ൢ
भ
ୁ
ਞ
॑
ਘ
ी
ॊ

「
将
来
行
く
だ
ろ
う
」
と
い
う
将
来
的
判
断
の
語
気
を
相
手
に
向
け
れ
ば
、
「
将
来
あ
な
た
が
行
く
べ
き
だ
」
と
か
「
行
っ

て
ほ
し
い
」
と
い
う
命
令
や
請
願
の
語
気
に
通
じ
る
だ
ろ
？

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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つ
ま
り
、
あ
る
行
為
が
将
来
実
現
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
そ
れ
を
相
手
に
対
し
て
請
願
し
た
り
禁
止
し
た
り
す
る
わ
け
だ
。

こ
の
場
合
は
、
訓
読
の
最
後
を
「
～
せ
よ
」
と
命
令
形
で
読
み
、
「
矣
」
自
体
は
置
き
字
と
し
て
扱
っ
て
読
ま
な
い
。

こ
ん
な
「
矣
」
に
な
る
と
、
も
う
学
校
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
だ
よ
な
。

だ
け
ど
、
ち
ゃ
ん
と
語
気
は
こ
も
っ
て
る
ん
だ
ぜ
。

「
行
け
」
で
も
命
令
だ
け
ど
、
た
と
え
ば
「
行
く
べ
き
だ
」
っ
て
感
じ
か
な
？



૮

ઑ

ᰜ
␔

ढ़
ঞঞ

ই
॥
ॺ

▼
君
疑
ふ
こ
と
無
か
れ
。

き
み
う
た
が

な

▽
君
は
疑
っ
て
は
い
け
な
い
。

命
令
文
で
使
わ
れ
る
っ
て
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
禁
止
文
の
文
末
で
も
使
わ
れ
る
わ
な
。

こ
の
先
「
疑
う
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
将
来
的
判
断
の
語
気
を
相
手
に
向
け
れ
ば
、
「
疑
っ
て
は
い
け
な
い
ぞ
」
と
か
「
い

け
な
い
よ
」
と
い
う

に
通
じ
る
。

ర
ૃ
भ
ୁ
ਞ

こ
の
場
合
も
「
矣
」
は
置
き
字
と
扱
い
だ
。

ま
あ
文
末
を
日
本
語
の
命
令
形
で
読
む
以
上
、
「
矣
」
を
読
み
よ
う
が
な
い
よ
な
。

ᄻ

ᰜ
␓
ྪ

ဃ

ื
␔

ॲ
३
ॖ

ঀ

ঊ
ॱ
ঝ

▼
甚
だ
し
い
か
な
、
吾
の
衰
へ
た
る
や
。

は
な
は

わ
れ

お
と
ろ

▽
ひ
ど
い
こ
と
よ
、
私
の
衰
え
た
こ
と
は
。

「
矣
」
の
字
自
体
は
、
本
来
は
詠
嘆
の
語
気
を
表
す
も
の
じ
ゃ
な
い
。

で
も
、
た
と
え
ば
さ
、
「
悲

矣
」
の
場
合
、
あ
る
事
実
や
状
況
に
対
し
て
、
す
で
に
「
悲
し
い
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
て

シ
キ

か
な

い
る

ん
だ
。


വ
भ
ୁ
ਞ
ऊ
ै
␓
ज
भ
ऒ
ध
प
ৌ
ख
थ
ে
ऽ
ो
थ
ऎ
ॊ

ੲ
ऋ
ኚ
ၰ
ृ

ၰ
भ
ୁ
ਞ
प
ण
ऩ
ऋ
ॊ

こ
の
例
で
も
「
ひ
ど
い
」
状
態
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
る
自
分
の
衰
え
に
対
し
て
詠
嘆
の
気
持
ち
が
生
ま
れ
て
き
て
る
わ
け
だ
ろ
。

ల
ਟ

ਖ਼

भ
ୁ
ਞ
ऊ
ै
␓
ኚ
ၰ
भ
ਞ

ほ
か
に
「
危

矣
」
の
よ
う
に
、
将
来
「
危
う
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う

あ
や
フ
キ

か
な

。


ठ
ऋ
ে
ऽ
ो
थ
ऎ
ॊ
ৃ
়
ु
ँ
ॊ

ち
ょ
っ
と
注
意
が
必
要
な
の
が
、
感
嘆
・
詠
嘆
文
の
文
末
に
置
か
れ
た
場
合
の
読
み
方
だ
。

ん
だ
。


ၰ
؞
ኚ
ၰ
भ
ୁ
ਞ
॑

घ
ৃ
়
म
␓

ᰜ

॑
઼
ऌ
ஊ
ध
च
ङ
प

ऊ
ऩ

ध
ธ
ഭ
घ
ॊ

そ
う
し
な
い
と
訓
読
上
感
嘆
の
語
気
が
伝
わ
ら
な
い
も
ん
な
。

「
甚

矣
」
と
送
り
仮
名
を
送
っ
て
「
矣
」
を
置
き
字
と
す
る
こ
と
も
あ
る
ぞ
。

ダ
シ
イ
カ
ナ

ん
？
「
甚
だ
し
き
か
な
」
じ
ゃ
な
い
の
か
っ
て
？

も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
も
い
い
ん
だ
が
、
訓
読
で
は
形
容
詞
の
後
に
「
か
な
」
を
つ
け
る
時
、
「
善
い
か
な
」
と
か
「
久
し
い
か

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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な
」
み
た
い
に
、
イ
音
便
化
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
よ
、
知
っ
と
け
。



୦



ಋ

૭

ਰ



ᰜ
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ॼ
ঞ
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ॳ

य़


ॸ

ॱ
ঝ

▼
徳
何
如
な
れ
ば
則
ち
以
て
王
た
る
べ
き
。

と
く

い

か

す
な
は

も
つ

わ
う

▽
徳
が
ど
の
よ
う
で
あ
れ
ば
王
と
な
れ
る
か
。

「
矣
」
は
疑
問
や
反
語
の
文
末
に
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、

こ
と
に
な
る
。

ઑ
ਖ
ખ
ୁ
भ
ୁ
ਞ
॑
ਘ
ी
ॊ

だ
か
ら
疑
問
反
語
の
語
気
を
表
す
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
ん
だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
ね
。

疑
問
反
語
の
意
味
は
「
何
」
と
か
「
誰

」
な
ど
の
疑
問
代
詞
や
副
詞
が
表
し
て
る
ん
で
あ
っ
て
、
「
矣
」
が
表
す
わ
け
じ

な
ん
ゾ

た
れ
カ

ゃ
な
い
。

日
本
で
も
「
ど
う
し
て
そ
う
思
う
の
か
」
と
い
え
ば
「
か
」
は
疑
問
を
表
す
け
ど
、
「
ど
う
し
て
そ
う
思
う
の
だ
」
の
「

だ
」
は
別
に
疑
問
を
表
し
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
？

こ
の
場
合
も
「
矣
」
は
置
き
字
と
し
て
読
ま
な
い
。

◎
ポ
イ
ン
ト
！

文
末
に
置
か
れ
る
「
矣
」
は
、
完
了
や
将
来
的
判
断
（
推
量
）
、
必
然
的
判
断
、
命
令
や
禁
止
、
感
嘆
詠

︙
嘆
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
語
気
を
表
す
。
通
常
読
ま
な
い
が
、
完
了
や
推
量
の
場
合
は
直
前
に
読
む
語
に
語
気

を
反
映
さ
せ
て
読
ん
だ
り
、
感
嘆
詠
嘆
の
場
合
は
「
矣
」
自
体
を
「
か
な
」
と
読
む
。

③
文
末
で
用
い
ら
れ
る
語
気
詞
「
焉
」

「
焉
」
は
疑
問
や
反
語
文
の
文
頭
に
置
か
れ
る
疑
問
代
詞
や
反
語
の
語
気
副
詞
と
し
て
「
い
づ
く
ん
ぞ
」
と
か
「
い
づ
く
に

か
」
な
ど
と
読
ま
れ
る
の
で
有
名
な
ん
だ
が
、
実
は
、
語
気
詞
と
し
て
文
末
に
置
か
れ
る
こ
と
も
多
い
ん
だ
。

ु
ध
ु
ध

ᬀ

म

ᅎ

ᄡ

ڮ
ஊ
ী
ध

ଝ
भ
ୁ
द
␓
ः
ॎ
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ऒ
ो
प

ध
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ऒ
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प
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ख
थ

ध
ः
अ
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ん
だ
。

ऩ
ਔ

ऋ
ँ

ञ


␚
घ
ॊ
␓
ऒ
ो
प
ब

ए
ै
ः
भ


ख
भ
௮
ऌ

そ
の
意
味
が
薄
ら
い
で
陳
述
・
断
定
の
語
気
詞
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、

と
い
え
ば
わ
か
り
や
す
い
か
な
。

ऊ
ै
ে
ऽ
ो
ञ
ୁ
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▼
宅
辺
に
五
柳
樹
有
り
、
因
り
て
以
て
号
と
為
す
。

た
く
へ
ん

ご

り
う
じ
ゆ

あ

よ

も
つ

が
う

な

▽
家
の
そ
ば
に
五
本
の
柳
の
木
が
あ
り
、
そ
れ
に
ち
な
ん
で

号
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
五
柳
を
彼
の
）

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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こ
の
例
の
場
合
は
、
「
そ
れ
に
ち
な
ん
で
号
と
し
た
、
こ
れ
（
＝
自
分
に
）
に
ね
」
と
い
う

を
表
し
て
る
ん
だ
。

༚

भ
ୁ
ਞ

強
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。

だ
か
ら
「
号
と
し
た
の
だ
」
と
訳
す
わ
け
。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
「
焉
」
を
置
き
字
と
し
て
読
ま
な
い
。

প

ব
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␓
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▼
大
国
の
憂
ひ
な
り
、
吾
が
儕
何
を
か
知
ら
ん
。

た
い
こ
く

う
れ

わ

せ
い
な
に

し

▽
大
国
の
心
配
事
で
あ
っ
て
、
我
ら
に
何
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
。

「
焉
」
は
、
疑
問
・
反
語
文
の
文
末
に
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、
疑
問
・
反
語
の
語
気
を
表
す
と
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。

で
も
、
こ
れ
も
「
也
」
と
同
様
、
疑
問
・
反
語
自
体
は
「
何

」
や
「
誰

」
な
ど
の
疑
問
代
詞
や
副
詞
が
表
し
て
い
る
ん
で

な
ん
ゾ

た
れ
カ

あ
っ
て
、
「
焉
」
自
体
は
や
っ
ぱ
り
陳
述
・
断
定
の
語
気
を
表
し
て
い
る
と
す
べ
き
だ
ね
。

こ
の
例
、
あ
え
て
訳
せ
ば
「
我
ら
は
何
が
わ
か
る
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
ね
」
か
ら
、
「
焉
」
の
代
詞
と
し
て
の
働
き
が
許

可
し
て
「
何
が
わ
か
る
の
だ
」
と
い
う
断
定
の
語
気
を
表
す
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

文
末
に
「
焉
」
が
置
か
れ
て
る
場
合
、
ひ
と
つ
注
意
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

語
気
詞
と
い
う
よ
り
、
も
と
も
と
の
「
於

此
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。

た
と
え
ば
、
次
の
例
の
場
合
。

ప
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▼
師
の
処
る
所
、
荊
棘

生
ず
。

し

を

と
こ
ろ

け
い
き
よ
く
し
や
う

▽
軍
隊
の
い
る
所
は
、
い
ば
ら
が
そ
こ
に
生
じ
る
。

実
は
、
「
荊

棘

生

焉
」
は
「
荊

棘

生

於

此

」
と
同
じ
な
ん
だ
。

ズ

ズ二

こ
こ
ニ一

へ
？
と
思
っ
た
ろ
。

実
は
「
焉
」
は
「
於

此
」
と
同
義
、
つ
ま
り
２
字
分
を
１
字
で
表
現
し
た
も
ん
で
、
こ
う
い
う
の
を

っ
て
い
う
。

ೠ
৺
ୁ

だ
か
ら
、
右
の
例
の
場
合
も
、
置
き
字
と
せ
ず
に
「
荊

棘

生

焉

」
と
読
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
し
、
実
際
そ
う
読
ま
れ

ズレ

こ
こ
ニ

る
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
は
も
う
な
か
な
か
判
別
が
難
し
く
っ
て
、
語
気
詞
な
ん
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
縮
約
語
な
ん
だ
ろ
う
か
？
っ
て
悩
む
よ

︙
な

は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
も
当
然
多
い
よ
。

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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た
だ
し
、
次
の
形
を
と
っ
た
場
合
は
、
語
気
詞
じ
ゃ
な
く
縮
約
語
と
決
定
！

入
試
問
題
に
も
よ
く
出
る
か
ら
覚
え
と
け
。



Ꮣ

প

ᬀ
␔

३
ঞ

ॼ
ঝ
ঁ

ঞ

চ
জ

▼
功
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。

こ
う
こ
れ

だ
い

な

▽
功
績
に
つ
い
て
は
こ
れ
よ
り
大
き
な
も
の
は
な
い
。

こ
の
文
は
「
功

莫

大

於

此

」
と
同
じ
意
味
。

シレ

ナ
ル
ハ

二

ヨ
リ

一

も
し
「
焉
」
を
縮
約
語
で
解
釈
し
な
い
と
、
文
の
意
味
が
通
ら
な
く
な
る
だ
ろ
？

つ
ま
り
こ
こ
で
「
焉
」
は

を
表
し
て
る
ん
だ
。

ૻ
ຎ
भ
ৌ


「
Ａ

莫

Ｂ

焉

」
の
形
を
と
る
場
合
は
「
焉
」
は
縮
約
語
で
あ
っ
て
、
必
ず
「
こ
れ
よ
り
」
と
読
ま
な
き
ゃ
な
ら
な
い

シレ

ナ
ル
ハ

レ

ヨ
リ

っ
て
こ
と
。

比
較
の
最
大
級
を
表
す
入
試
必
須
の
知
識
だ
か
ら
忘
れ
ん
な
。

◎
ポ
イ
ン
ト
！

文
末
に
置
か
れ
る
「
焉
」
は
、
陳
述
・
断
定
の
語
気
を
表
す
。

︙

・
も
と
も
と
の
「
於
此
」
二
字
分
の
縮
約
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
注
意
。
そ
の
場
合
は
「
こ
れ
」

と
か
「
こ
こ
」
と
読
む
。

特
に
「
Ａ

莫

Ｂ

焉

」
の
形
は
比
較
の
最
上
級
を
表
し
、
「
こ
れ
よ
り
」
と
読
む
の
で
、
語
気
詞
と
は
き
ち

シレ

ナ
ル
ハ

レ

ヨ
リ

ん
と
区
別
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
。

④
文
末
で
用
い
ら
れ
疑
問
・
反
語
・
詠
嘆
を
表
す
語
気
詞
「
乎
」
「
哉
」
「
耶
」
「
歟
」
な
ど

実
は
こ
れ
か
ら
と
り
あ
げ
る
「
乎
」
と
か
「
哉
」
、
「
耶
」
、
「
歟
」
な
ん
か
が
、
教
壇
で
は
一
番
力
を
入
れ
て
教
え
る
も

の
に
な
る
ん
だ
。

疑
問
、
反
語
、
詠
嘆
な
ど
の
語
気
を
表
す
し
、
た
い
て
い
置
き
字
で
は
な
く
、
ち
ゃ
ん
と
訓
読
す
る
か
ら
な
。

で
も
、
こ
の
講
座
で
は
そ
の
真
逆
で
、
一
番
手
抜
き
で
行
こ
う
。

だ
っ
て
、
こ
の
手
の
語
気
詞
は
も
う
無
茶
苦
茶
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
微
妙
に
違
っ
て
、
い
ち
い
ち
取
り
扱
っ

て
た
ら
大
変
だ
か
ら
な
。

そ
れ
に
、
こ
の
語
気
は
実
は
意
外
と
わ
か
り
や
す
い
ん
だ
。

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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だ
か
ら
、
大
体
の
例
を
見
せ
て
、
後
は
応
用
し
て
く
れ
っ
て
形
で
済
み
に
し
ち
ゃ
う
ぜ
。
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▼
王
曰
は
く
、
「
賢
者
も
亦
た
此
の
楽
し
み
有
る
か
。
」
と
。

わ
う

い

け
ん
じ
や

ま

こ

た
の

あ

▽
王
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
「
賢
者
も
こ
の
楽
し
み
が
あ
る
の
か
。
」
と
。

「
賢

者

亦

有

此

楽

」
だ
っ
た
ら
平
叙
文
で
、
「
賢
者
も
こ
の
楽
し
み
が
あ
る
」
っ
て
意
味
だ
ろ
？

モ

タ

リ二

ノ

シ
ミ

一

そ
の
文
末
に

「
乎
」
と
い
う
語
気
詞
を
置
い
た
ら
疑
問
文
に
な
る
。

ઑ
ਖ
भ
ୁ
ਞ
॑

घ

こ
れ
っ
て
、
日
本
語
で
も
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
。

「
楽
し
み
が
あ
る
。
」
な
ら
平
叙
文
だ
が
、
「
楽
し
み
が
あ
る
か
？
」
っ
て
「
か
」
を
つ
け
た
ら
疑
問
文
に
な
る
。

な
？

簡
単
だ
ろ
？





ຟ



ᨦ
␔

ঁ

ॼ
ঝ

ऊ

▼
夫
子
は
聖
者
な
る
か
。

ふ
う

し

せ
い
じ
や

▽
先
生
は
聖
人
で
す
か
。

こ
れ
も
文
末
に
「
歟
」
を
置
い
て
疑
問
の
語
気
を
表
し
て
る
。

他
に
も
、
「
邪
」
と
か
「
歟
」
、
「
与
」
な
ん
か
が
同
じ
よ
う
に
疑
問
の
語
気
を
表
す
ん
だ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
疑
問
の
語
気
詞
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、
一
応
次
の
よ
う
に
読
み
分
け
る
習
慣
が
あ
る
。

ア
、
直
前
に
読
む
語
が
名
詞
ま
た
は
活
用
語
の
連
体
形
の
時

「
か
」

→

傷

人

乎
。
・

人

乎
。

き
ず
ツ
ク
ル

レ

ヲ

か

か

イ
、
直
前
に
読
む
語
が
活
用
語
の
終
止
形
の
時

「
や
」

→

傷

人

乎
。

き
ず
ツ
ク

レ

ヲ

や

ウ
、
疑
問
副
詞
や
疑
問
代
詞
と
共
に
用
い
る
時

「
や
」

→

何

傷

人

乎
。

ゾ

ツ
ク
ル

レ

ヲ

や

直
前
に
読
む
語
を
連
体
形
で
読
み
、
「
乎
」
を
「
や
」
と
読
む
。

→

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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け
れ
ど
、
こ
の
読
み
分
け
に
つ
い
て
は
け
っ
こ
う
曖
昧
で
、
問
題
集
や
入
試
問
題
見
て
て
も
、
ル
ー
ル
に
従
っ
て
な
い
場
合

も
あ
る
な
。

も
と
も
と
日
本
の
古
典
文
法
で
は
、
係
助
詞
「
や
」
「
か
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
、
疑
問
を
表
す
語
が
伴
わ
な
い
時
は
「

や
」
、
伴
う
場
合
は
「
か
」
を
用
い
る
の
が
通
例
な
ん
だ
が
、
そ
の
あ
た
り
の
ル
ー
ル
は
漢
文
訓
読
で
は
か
な
り
い
い
加
減
に

な
っ
て
る
ん
だ
。

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、
疑
問
副
詞
や
疑
問
代
詞
が
伴
わ
ず
、
「
乎
」
な
ど
を
「
や
」
と
読
む
と
き
っ
て
、
「
有
り
や
」
の

例
ぐ
ら
い
に
少
な
く
な
っ
て
る
気
が
す
る
ぜ
。

だ
か
ら
、
君
た
ち
は
基
本
的
に
、
疑
問
副
詞
や
疑
問
代
詞
が
伴
わ
な
い
疑
問
文
の
語
気
詞
は
連
体
形
＋
「
か
」
と
読
む
ん
だ

と
思
っ
て
る
と
、
ま
あ
当
た
る
確
率
が
高
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
い
？

っ
て
当
て
も
ん
じ
ゃ
だ
め
だ
け
ど
な
。

日
本
語
で
も
そ
う
な
ん
だ
が
、
疑
問
文
に
は
「
君
は
行
く
の
か
？
」
と
い
う
問
い
方
も
あ
れ
ば
、
「
ど
う
し
て
君
は
行
く
の

か
」
と
か
「
誰
が
行
く
の
か
」
と
い
う
ふ
う
に
、
「
ど
う
し
て
」
と
か
「
誰
が
」
「
い
つ
」
「
ど
こ
で
」
な
ん
て
こ
と
ば
の
伴

う
場
合
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
。

漢
文
で
も
同
じ
だ
ぜ
。

ਕ





ྜ

ચ
␓
ၴ

ਈ

ཛྷ

࿙
␔

ঁ

ढ़

ঔ

ॼ
ঝ

ृ

▼
三
子
の
才
能
は
、
誰
か
最
も
賢
な
る
や
。

さ
ん

し

さ
い
の
う

た
れ

も
つ
と

け
ん

▽
三
人
の
才
能
は
、
だ
れ
が
最
も
賢
い
か
。

疑
問
文
と
し
て
は
「
誰

最

賢

」
で
も
成
立
す
る
、
と
い
う
か
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
例
が
多
い
。

カ

モ

ナ
ル

で
も
、
文
末
に
語
気
詞
「
哉
」
を
置
く
こ
と
で
、
よ
り

ん
だ
。

ઑ
ਖ
भ
ୁ
ਞ
॑
ਘ
ी
थ
ॊ

こ
ん
な
ふ
う
に
疑
問
代
詞
「
誰

」
と
か
疑
問
副
詞
「
何

」
と
か
が
伴
う
場
合
は
、
さ
っ
き
の
表
の
最
後
に
あ
っ
た
よ
う
に
、

た
れ
カ

な
ん
ゾ

「
連
体
形
＋
や
」
で
訓
読
す
る
ん
だ
ぜ
。

確
認
し
と
け
よ
。

「
乎
」
や
「
与
」
「
歟
」
「
耶
」
「
邪
」
「
哉
」
な
ど
の
語
気
詞
は
、
反
語
の
語
気
を
表
す
こ
と
も
多
い
。

で
も
、
疑
問
文
み
た
い
に
あ
ん
ま
り
単
独
で
は
用
い
な
く
て
、
「
誰

」
な
ど
の
疑
問
代
詞
や
「
何

」
「
豈

」
「
安

」

た
れ
カ

な
ん
ゾ

あ
ニ

い
づ
ク
ン
ゾ

な
ど
の
反
語
の
語
気
副
詞
が
伴
う
場
合
、
ま
た
は
「
能

」
と
か
「
可

」
「
得
」
な
ど
の
可
能
の
助
動
詞
と
共
に
用
い
ら
れ
る

ク

シ

場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
ん
だ
。

ਰ

෦

៥


␓
૭

ᐴ

ึ

ᑢ
␔

ॸ
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ত

५
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▼
臣
を
以
て
君
を
弑
す
る
は
、
仁
と
謂
ふ
べ
け
ん
や
。

し
ん

も
つ

き
み

し
い

じ
ん

い

（
い
や
、
仁
と
は
い
え
な
い
。
）

▽
臣
下
で
あ
り
な
が
ら
主
君
を
殺
す
の
は
、
仁
（
＝
忠
愛
が
あ
る
）
と
い
え
よ
う
か
。

「
可

謂

仁

」
な
ら
「
仁
と
い
え
る
」
と
い
う
平
叙
文
。

シレ

フレ

ト

文
末
に
語
気
詞
「
乎
」
を
置
く
こ
と
で
、

を
表
し
て
る
わ
け
だ
な
。

ખ
ୁ
भ
ୁ
ਞ

と
こ
ろ
で
君
達
は
反
語
っ
て
表
現
を
わ
か
っ
て
る
か
い
？

念
の
た
め
言
っ
と
く
が
、
反
語
っ
て
の
は
、
「
主
張
し
た
い
こ
と
や
確
認
し
た
い
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
強
調
す
る
た
め

に
、
わ
ざ
と
逆
の
内
容
で
問
い
か
け
る
表
現
」
の
こ
と
を
言
う
ん
だ
ぜ
。

こ
の
文
な
ら
最
初
か
ら
「
仁
と
は
い
え
な
い
」
と
思
っ
て
て
、
そ
れ
を
強
め
る
た
め
に
、
わ
ざ
と
「
仁
と
い
え
る
だ
ろ
う

か
」
と
問
い
か
け
る
わ
け
だ
。

ふ
つ
う
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
後
で
「
い
や
、
仁
と
は
い
え
な
い
」
な
ん
て
言
わ
な
い
だ
ろ
？

た
と
え
ば
、
「
こ
ん
な
簡
単
な
問
題
が
、
お
れ
に
解
け
な
い
だ
ろ
う
か
！
」
っ
て
反
語
で
言
っ
て
、
そ
の
後
に
、
わ
ざ
わ
ざ

「
い
や
、
解
け
る
」
な
ん
て
言
わ
な
い
わ
な
？

だ
か
ら
、
ほ
ん
と
は
「
い
や
、

」
な
ん
て
部
分
は
い
ら
な
い
ん
だ
が
、
そ
の
反
語
が
何
を
強
調
し
て
る
の
か
確
認
す
る
た

︙

め
に
、
高
校
の
漢
文
や
古
文
で
は
、
わ
ざ
と
「
い
や
、

」
の
部
分
ま
で
添
え
て
訳
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
る
ん
だ
。

︙

あ
ほ
ら
し
い
と
い
え
ば
あ
ほ
ら
し
い
が
、
確
認
の
た
め
に
は
、
わ
り
と
い
い
手
立
て
な
ん
だ
ぜ
。

気
に
な
る
な
ら
、
（
い
や
、

）
と
括
弧
で
も
つ
け
と
け
。

︙

ᾖ

ఎ
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▼
豈
に
桃
を
愛
し
ま
ん
や
。

あ

も
も

を

▽
ど
う
し
て
桃
を
惜
し
ん
だ
り
し
よ
う
か
。
（
い
や
、
惜
し
み
は
し
な
い
。
）

。

ખ
ୁ
भ
ୁ
ਞ
ဨ
म
క
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भ
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अ
प
ખ
ୁ
भ
ୁ
ਞ
ౢ
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ध
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ँ
ॽ

ः
त
ॡ
থ
॰

反
語
の
語
気
副
詞
は
前
に
説
明
し
た
か
ら
わ
か
る
よ
な
？

我
々
は
「
ど
う
し
て
」
っ
て
訳
す
け
ど
、
別
に
理
由
を
聞
き
た
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

以
下
に
述
べ
る
こ
と
は
な
い
と
確
信
し
つ
つ
、
一
応
「
ど
う
だ
ろ
う
か
？
」
と
打
ち
消
し
つ
つ
問
い
か
け
る
語
気
で
最
初
に

示
す
ん
だ
。

そ
れ
を
我
々
が
「
ど
う
し
て
」
っ
て
自
然
な
日
本
語
で
訳
し
て
る
わ
け
さ
。

だ
か
ら
、
右
の
文
な
ら
、
ほ
ん
と
は
「
ど
う
だ
ろ
？
（
私
が
）
桃
を
惜
し
む
か

」
っ
て
の
が
原
義
に
近
い
か
な
。

!?

こ
の
反
語
文
の
文
末
に
語
気
詞
「
哉
」
を
置
い
て
、
よ
り
反
語
の
語
気
を
強
め
て
る
ん
だ
よ
。。


ᑢ


࿙

ृ
␓
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ऩ
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こ
れ
は
も
う
実
は
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
あ
っ
て
、
１
字
と
は
限
ら
ず
、
「
也

夫
」
と
か
「
也

乎
」
「
也

乎

哉
」
「
矣

夫
」

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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「
矣

乎
」
「
矣

哉
」
等
々
、
２
字
以
上
の
複
合
語
気
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
感
嘆
・
詠
嘆
と
い
う
が
、
細
か
く
見
て
い
く
と
、
賛
嘆
、
悲
哀
、
風
刺
、
怒
気
、
喜
び
な
ど
、
い
や
ま
あ
色
々
あ

る
わ
け
さ
。

一
応
使
わ
れ
方
に
傾
向
は
あ
る
も
の
の
、
単
に
語
気
詞
だ
け
を
見
て
、
そ
れ
が
こ
の
気
持
ち
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

わ
け
で
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
文
脈
か
ら
ど
ん
な
気
持
ち
が
こ
も
っ
て
る
ん
だ
ろ
う
？
っ
て
考
え
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。

え
？
な
ん
だ
い
？
「
結
局
文
脈
で
判
断
し
ろ
っ
て
い
う
の
か
？
」
だ
っ
て
？

ま
あ
そ
う
だ
よ
。
で
も
、
日
本
語
だ
っ
て
同
じ
だ
ろ
？

「
か
」
っ
て
こ
と
ば
だ
け
で
そ
れ
が
ど
ん
な
語
気
を
表
し
て
る
の
か
な
ん
て
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
？

「
君
が
や
っ
た
か
」
の
「
か
」
だ
っ
て
、
疑
問
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
「
そ
う
か
、
君
が
や
っ
た
か
！
」
と
驚
き
や
感
嘆
を
表

し
た
り
、
「
そ
う
か

君
が
や
っ
た
か

」
と
詠
嘆
の
場
合
も
あ
る
。

︙

︙

色
々
な
ん
だ
よ
。

そ
の
つ
ど
文
脈
か
ら
判
断
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
っ
て
の
は
わ
か
る
よ
ね
。

で
も
、
そ
れ
が
あ
る
意
味
楽
し
い
ん
だ
。

そ
う
、
楽
し
い
っ
て
思
え
る
よ
う
に
な
れ
よ
。

形
だ
け
で
丸
覚
え
な
ん
て
つ
ま
ん
な
い
だ
ろ
？

မ

ᑢ
␓


ਂ
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▼
惜
し
い
か
な
、
子
の
時
に
遇
は
ざ
る
。

を

し

と
き

あ

▽
惜
し
い
こ
と
よ
、
お
ま
え
が
時
運
に
巡
り
会
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
。

お
や
？
語
気
詞
「
乎
」
が
文
末
に
置
か
れ
て
な
い
ぞ
！
と
思
っ
た
諸
君
、
な
か
な
か
鋭
い
ね
。

文
中
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
こ
れ
は
倒
置
文
な
ん
だ
。

「
子

不

遇

時
、
惜

乎
。」
が
普
通
の
語
順
。

ノ

ル
ハ

レ

ハレ

ニ

シ
イ

こ
の
手
の
感
嘆
文
は
主
語
と
述
語
が
倒
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
ん
だ
。

君
ら
だ
っ
て
言
う
だ
ろ
？

「
す
ご
い
な
あ
、
君
は
。
」
と
か
、
「
楽
し
い
な
あ
、
漢
文
が
ど
ん
ど
ん
読
め
ち
ゃ
う
っ
て
。
」
っ
て
言
い
方
。

そ
れ
と
同
じ
だ
よ
。

だ
か
ら
、
こ
の
場
合
も
語
気
詞
「
乎
」
は
文
末
に
置
か
れ
て
る
っ
て
思
っ
て
い
い
ん
だ
ぜ
。

こ
こ
の
「
乎
」
は
詠
嘆
の
語
気
を
表
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
な
。

世
が
世
で
あ
れ
ば
大
活
躍
し
た
で
あ
ろ
う
「
お
ま
え
」
を
、
も
っ
た
い
な
い
こ
と
だ
な
ぁ

惜
し
い
こ
と
だ
な
ぁ

と
詠
嘆

︙

︙

し
て
る
ん
だ
。

あ
る
意
味
、
賛
美
の
気
持
ち
を
こ
め
て
る
と
も
と
れ
る
ぞ
。

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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▼
悲
し
い
か
な
、
子
の
余
を
知
ら
ざ
る
や
。

か
な

し

よ

し

▽
悲
し
い
こ
と
よ
、
あ
な
た
が
私
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
。

こ
れ
も
「
子

之

不

知

余

也
、
悲

夫
。」
の
倒
置
文
だ
。

ルレ

ラレ

ヲ

シ
イ

私
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
悲
嘆
の
気
持
ち
を
「
夫
」
が
表
し
て
る
ん
だ
。

こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
、
単
独
で
文
末
に
置
か
れ
て
感
嘆
・
詠
嘆
を
表
す
語
気
詞
は
、
「
か
な
」
と
訓
読
す
る
の
が
普
通
だ
。

感
嘆
・
詠
嘆
を
表
す
日
本
語
の
終
助
詞
と
し
て
翻
訳
し
た
わ
け
だ
な
。

「
～
な
あ
」
と
か
「
～
こ
と
よ
」
と
訳
す
と
お
さ
ま
り
が
い
い
ぞ
。

◎
ポ
イ
ン
ト
！

文
末
に
置
か
れ
る
「
乎
」
「
与
」
「
歟
」
「
耶
」
「
邪
」
「
哉
」
な
ど
の
語
気
詞
は
、
疑
問
や
反
語
の
語

︙
気
を
表
す
。
「
や
」
と
読
む
か
「
か
」
と
読
む
か
は
ル
ー
ル
が
あ
る
の
で
注
意
。

「
乎
」
「
哉
」
「
夫
」
「
矣
」
な
ど
の
語
気
詞
は
、
感
嘆
や
詠
嘆
の
語
気
を
表
す
。
通
常
「
か
な
」
と
読

み
、
「
～
な
あ
」
「
～
こ
と
よ
」
と
訳
す
。

・
い
ず
れ
も
種
類
が
多
い
が
、
た
く
さ
ん
の
漢
文
を
読
ん
で
慣
れ
よ
う
。
疑
問
な
の
か
反
語
な
の
か
、
詠
嘆
な
の
か

は
、
文
脈
か
ら
判
断
す
る
習
慣
を
つ
け
よ
う
。

⑤
文
末
で
用
い
ら
れ
限
定
・
強
意
を
表
す
語
気
詞
「
已
」
「
而
已
」
「
而
已
矣
」
「
爾
」
「
耳
」
な
ど

語
気
詞
の
最
後
が
限
定
・
強
意
を
表
す
も
の
だ
。

こ
れ
も
教
室
で
は
大
事
に
扱
わ
れ
る
や
つ
だ
な
。

「
の
み
」
っ
て
読
ま
な
き
ゃ
な
ら
な
い
し
、
訳
し
方
が
意
外
と
難
し
い
か
ら
ね
。

ま
ず
、
こ
の
手
の
語
気
詞
の
基
本
が
「
已
」
だ
。

あ
れ
？
見
た
こ
と
あ
る
な
ぁ

っ
て
思
っ
た
か
い
？

︙

そ
う
、
完
了
を
表
す
時
間
副
詞
と
し
て
「
す
で
ニ
」
っ
て
読
む
語
だ
よ
な
。

実
は
こ
の
「
已
」
は
「
や
ム
」
っ
て
読
ん
で
「
終
わ
る
」
と
か
「
終
え
る
」
い
う
意
味
の
動
詞
が
本
来
な
ん
だ
。

そ
こ
か
ら
完
了
の
時
間
副
詞
と
し
て
の
用
法
や
、
こ
れ
か
ら
説
明
す
る
語
気
詞
と
し
て
の
用
法
が
生
ま
れ
た
わ
け
。

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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だ
か
ら
、
こ
の

ん
だ
よ
。
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▼
之
を
悔
ゆ
と
雖
も
、
必
ず
及
ぶ
無
き
の
み
。

こ
れ

く

い
へ
ど

か
な
ら

お
よ

な

▽
こ
れ
を
後
悔
し
て
も
、
き
っ
と
間
に
合
う
こ
と
は
な
い
。

こ
の
例
の
場
合
、
語
気
詞
「
已
」
は
「
の
み
」
と
読
む
。

で
も
、
訳
し
て
な
い
ん
だ
が
、
「
き
っ
と
間
に
合
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
終
わ
り
」
と
い
う
感
じ
だ
な
。

も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
ふ
う
に
訳
す
な
よ
。

で
も
、
元
々
の
語
気
は
と
し
て
は
そ
ん
な
感
じ
な
ん
だ
。

だ
か
ら
、
訳
さ
な
い
場
合
も
あ
れ
ば
、
「
き
っ
と
間
に
合
い
ま
せ
ん
ぞ
」
と
強
め
て
訳
し
た
り
す
る
。
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ਚ

ਰ
␓


ଷ

ᇏ
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ឲ
␔
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▼
其
の
所
以
を
察
す
る
に
、
皆
其
の
本
を
失
ふ
の
み
。

そ

ゆ
ゑ
ん

さ
つ

み
な

そ

も
と

う
し
な

（
＝
春
秋
の
諸
国
が
主
君
を
殺
し
た
り
国
を
失
っ
た
り
し
た
）

（
＝
人
と
し
て
の
正

▽
そ
の

理
由
を
細
か
く
見
れ
ば
、
み
な
そ
の
根
本

を
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
い
道
徳
）

こ
の
例
の
場
合
も
同
じ
だ
な
。

「
み
ん
な
そ
の
根
本
を
失
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
終
わ
り
」
と
か
「
失
っ
て
い
た
こ
と
に
尽
き
る
」
と
か
い
う
語
気
を
「

已
」
が
表
し
て
る
ん
だ
。

と
こ
ろ
で
、
限
定
・
強
意
の
語
気
を
表
す
語
気
詞
は
「
已
」
単
独
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
案
外
少
な
く
て
、
他
の
語
気
詞
や

接
続
詞
「
而
」
と
複
合
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
ん
だ
。

૮

ຐ
␓
ྪ

ὖ

ඉ

ᕍ
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▼
驚
く
無
か
れ
、
吾
徴
舒
を
誅
す
る
の
み
。

お
ど
ろ

な

わ
れ
ち
よ
う
じ
よ

ち
ゆ
う

▽
驚
く
こ
と
は
な
い
、
私
は
徴
舒
を
成
敗
す
る
だ
け
だ
。

よ
く
用
い
ら
れ
る
の
が
こ
の
接
続
詞
「
而
」
と
語
気
詞
「
已
」
か
ら
な
る
「
而

已
」
だ
よ
。

こ
れ
も
「
の
み
」
と
読
む
。

と
い
う
か
、
限
定
の
語
気
詞
は
、
訓
読
で
は
み
ん
な
「
の
み
」
っ
て
読
む
ん
だ
。

で
も
、
君
達
は
わ
か
っ
て
き
た
よ
な
？

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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区
別
す
る
の
が
大
変
だ
か
ら
同
じ
に
読
ん
で
る
だ
け
で
、
ほ
ん
と
は
微
妙
に
語
気
は
違
う
ん
だ
。

漢
字
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
語
気
は
強
く
な
る
し
、
こ
も
る
気
持
ち
も
微
妙
に
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
だ
ね
。

と
こ
ろ
で
、
「
而

已
」
や
、
後
で
紹
介
す
る
「
而

已

矣
」
と
か
「
耳
」
「
爾
」
な
ど
の
限
定
の
語
気
詞
は
、
み
ん
な
「

の
み
」
と
読
む
。

で
も
、
「
だ
け
」
と
訳
す
と
は
限
ら
な
い
ぞ
。

む
し
ろ
そ
の
方
が
少
な
い
く
ら
い
だ
。

「
の
み
」
と
く
れ
ば
す
ぐ
「
だ
け
」
と
訳
す
の
は
、
君
達
の
悪
い
癖
だ
ぞ
。

「
の
み
」
と
読
む
限
定
の
語
気
詞
の
訳
し
方

①
～
だ
け
だ
。

②
～
に
過
ぎ
な
い
。

③
～
に
他
な
ら
な
い
・
～
だ
。
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▼
子
は
誠
に
斉
人
な
り
。
管

仲
晏
子
を
知
る
の
み
。

し

ま
こ
と

せ
い
ひ
と

く
わ
ん
ち
ゆ
う
あ
ん

し

し

▽
あ
な
た
は
本
当
に
斉
の
国
の
人
だ
。

管
仲
と
晏
子
を
知
っ
て
い
る
だ
け
だ
。

（
斉
の
有
名
な
宰
相
の
）


Ꮅ

ឲ

ᰜ

ध
ः
अ
ਘ
ः


भ
ୁ
ਞ

今
度
は
「
而

已
」
に
、
さ
ら
に
必
然
的
判
断
の
語
気
を
表
す
「
矣
」
も
併
せ
、

。

॑

ख
ञ
ु
भ

こ
れ
も
実
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
簡
単
に
言
え
ば
「
管
仲
晏
子
し
か
知
ら
な
い
」
と
、
あ
な
た
の
知
っ
て
い
る
内
容
を
限
定
し
て
い
る
ん
だ
。

教
科
書
や
参
考
書
な
ん
か
で
は
、
「
而
已
矣
」
「
而
已
矣
」
な
ん
て
二
種
類
の
振
り
仮
名
が
見
ら
れ
る
ん
だ
が
、
あ
ん
ま
り

の

み

の

み

気
に
す
る
必
要
は
な
い
。
ど
っ
ち
で
も
い
い
よ
。

ま
あ
、
こ
の
例
の
場
合
な
ら
厳
密
に
は
「
而

已
」
が
「
の
み
」
と
読
む
べ
き
語
句
な
ん
だ
け
ど
ね
。

で
も
、
「
而

已
」
も
「
矣
」
も
断
定
の
語
気
を
表
す
語
だ
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
「
而
已
矣
」
と
い
う
読
み
も
一
理
あ
る

の

み

っ
て
と
こ
だ
な
。
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▼
（
韓
信
）
謁
し
て
、
陛
下
因
り
て
之
を
禽
ふ
れ
ば
、
此
れ
特
だ
一
力
士
の
事
の
み
。

著者の許諾なく、複写・複製・印刷・配布することを禁じます。（ 「漢文学びのとびら」 https://xuexi.mokuren.ne.jp/kantobi/）
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▽
（
韓
信
が
陛
下
に
）
拝
謁
し
て
、
陛
下
が
そ
こ
で
彼
を
お
捕
ま
え
に
な
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
一
人
の
力
持
ち
の
こ
と

（
＝
捕
ま
え
る
た
め
の
、
一
人
の
力
持
ち
が
い
れ
ば
済
む
こ
と
で
す
。
）

に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

右
の
例
、
文
末
の
語
気
詞
「
耳
」
は
「
而

已
」
２
文
字
分
の
縮
約
語
だ
。

「
耳
」
は
本
来
象
形
文
字
で
、
「
み
み
」
の
意
味
に
他
な
ら
な
い
ん
だ
が
、
つ
ま
り
こ
れ
を
漢
文
で
い
う
と
「
耳

耳

耳
。」

ハ

の
み

︙

っ
て
な
る

ん
？
く
だ
ら
な
い
だ
じ
ゃ
れ
は
も
う
い
い
っ
て
？

は
は
は

。
︙

要
す
る
に
、
「
耳
」
が
「
而

已
」
の
発
音
と
た
ま
た
ま
同
じ
だ
か
ら
、
「
耳
」
一
字
で
も
「
而

已
」
と
同
じ
語
気
を
表
す

よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

日
本
語
音
で
も
「
而

已
」
は
「
ジ
イ
」
で
、
「
耳
」
（
ジ
）
と
近
い
だ
ろ
？

前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
複
数
の
漢
字
音
を
漢
字
１
音
で
表
現
し
た
語
を
縮
約
語
っ
て
い
う
ん
だ
よ
。

中
国
で
は
兼
詞
っ
て
い
う
。

要
す
る
に
「
耳
」
と
「
而

已
」
は
発
音
が
同
じ
で
、
同
じ
語
気
を
表
す
っ
て
こ
と
。

他
に
「
爾
」
も
同
じ
よ
う
な
縮
約
語
だ
っ
て
説
も
あ
る
。

っ
て
こ
と
だ
な
。


ປ
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भ
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ध
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ഭ
ख
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؞


भ
ୁ
ਞ
॑

घ

テ
ス
ト
や
入
試
問
題
で
は
、
「
而

已
」
や
「
而

已

矣
」
よ
り
、
む
し
ろ
「
耳
」
や
「
爾
」
の
字
の
ほ
う
が
漢
字
の
読
み

が
よ
く
問
わ
れ
る
か
ら
注
意
し
ろ
よ
。

そ
れ
と
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
ん
だ
が
、
限
定
の
語
気
詞
は
、
右
の
例
の
よ
う
に
、
「
惟

」
「
唯

」
「
特

」
な
ど
の

た
ダ

た
ダ

た
ダ

限
定
の
範
囲
副
詞
と
呼
応
す
る
形
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
範
囲
副
詞
が
用
い
ら
れ
た
文
は
、
語
気
詞
が
な
く
て
も
文
末
に
「
の
み
」
っ
て
つ
け
て
訓
読
す
る
こ
と
が
多
い
ん

だ
が
、
語
気
詞
が
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
そ
の
語
気
詞
を
「
の
み
」
っ
て
読
め
ば
い
い
。
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▼
死
す
る
に
非
ざ
れ
ば
徙
る
の
み
。

▽
（
村
人
が
い
な
く
な
っ
た
の
は
、
）
死
ん
だ
の
で
な
け
れ
ば
引
っ
越
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
例
は
「
爾
」
が
語
気
詞
だ
。

で
も
、
限
定
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
強
い
肯
定
の
語
気
を
表
し
て
い
る
ん
だ
。

「
～
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
感
じ
か
な
。

村
人
が
い
な
く
な
っ
た
理
由
は
、
そ
れ
に
限
っ
て
定
め
た
と
い
え
ば
、
限
定
か
ら
の
流
れ
が
わ
か
る
だ
ろ
う
？

こ
ん
な
ふ
う
に
、
「
の
み
」
と
読
ん
で
も
、
必
ず
し
も
「
だ
け
」
と
は
訳
さ
な
い
ん
だ
ぜ
。
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「
而

已
」
や
「
而

已

矣
」
、
「
耳
」
、
「
爾
」
な
ど
は
、
一
般
に
限
定
を
表
す
と
よ
く
言
う
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
ん
な

簡
単
な
語
気
じ
ゃ
な
く
、
断
定
や
、
語
調
の
ポ
ー
ズ
を
表
す
こ
と
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
い
ち
い
ち
取
り
上
げ
な
い
け
れ
ど
も
、
学
校
で
習
う
こ
と
な
ん
て
、
こ
と
ば
の
ほ
ん
の
一
部
の
意
味
で
し
か
な
い

っ
て
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
な
。

代
表
的
な
も
の
を
紹
介
し
て
る
だ
け
な
ん
だ
っ
て
ね
。

ま
た
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
以
外
に
も
、
複
数
の
語
気
詞
や
接
続
詞
と
合
わ
さ
っ
て
、
「
也

已
」
と
か
「
已

矣
」
、
「
耳

矣
」
、
「
耳

也
」
、
「
而

已

耳
」
、
「
而

已

爾
」
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
あ
る
ん
だ
。

み
ん
な
ち
ょ
っ
と
ず
つ
違
う
語
気
を
表
し
て
る
ん
だ
よ
。

等
し
く
「
の
み
」
と
訓
読
し
て
い
る
我
々
に
は
わ
か
ら
な
い
ん
だ
け
ど
な
。

◎
ポ
イ
ン
ト
！

文
末
に
置
か
れ
る
「
已
」
は
終
結
の
語
気
を
表
す
。

︙
「
而
已
」
「
而
已
矣
」
「
耳
」
「
爾
」
な
ど
の
語
気
詞
は
、
主
に
限
定
や
強
調
の
語
気
を
表
す
。
ひ
と
し

く
「
の
み
」
と
読
む
が
、
訳
し
方
は
「
だ
け
」
と
は
限
ら
ず
、
「
～
に
過
ぎ
な
い
」
「
～
に
他
な
ら
な
い

・
～
だ
」
と
訳
し
た
り
す
る
の
で
、
文
脈
か
ら
判
断
が
必
要
。

限
定
の
語
気
を
表
す
語
気
詞
は
、
「
惟

」
な
ど
の
範
囲
副
詞
と
併
せ
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

た
ダ

こ
れ
で
語
気
詞
の
講
義
は
終
わ
り
。

学
校
や
塾
な
ん
か
で
は
、
文
末
に
置
か
れ
る
疑
問
・
反
語
、
限
定
の
語
気
詞
ぐ
ら
い
を
大
事
だ
っ
て
教
わ
る
か
な
。

助
字
っ
て
用
語
で
説
明
し
た
り
す
る
け
ど
。

で
も
な
、
大
事
じ
ゃ
な
い
語
な
ん
て
な
い
ん
だ
よ
。

特
に
語
気
詞
は
表
現
し
た
人
の
気
持
ち
が
こ
も
る
語
だ
か
ら
、
こ
れ
っ
て
ど
う
い
う
気
持
ち
が
こ
も
っ
て
る
の
か
な
あ

な
︙

ん
て
考
え
な
が
ら
漢
文
読
む
と
、
味
わ
い
が
増
す
ん
だ
よ
。

楽
し
め
よ
、
ど
う
せ
勉
強
す
る
な
ら
な
。

さ
あ
、
い
よ
い
よ
次
回
は
基
本
の
最
後
、
接
続
詞
だ
よ
。
お
楽
し
み
に
。
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