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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
句
式
編

︻
第

回
︼
疑
問
の
形
︵
そ
の
他
の
疑
問
の
形
︶

10
疑
問
の
形
は
︑
⽂
末
に
疑
問
の
語
気
詞
を
置
く
も
の
と
︑
疑
問
代
詞
を
⽤
い
る
も
の
が
︑
な
ん
と
い
っ
て
も
代
表
格
だ
︒

そ
し
て
そ
の
両
⽅
を
⽤
い
る
も
の
も
多
い
︒

で
も
︑
そ
れ
以
外
に
も
疑
問
を
表
す
形
式
は
あ
る
し
︑
ま
た
︑
特
有
の
形
式
を
も
つ
疑
問
⽂
も
あ
る
ん
だ
よ
︒

今
回
の
講
義
は
︑
疑
問
の
形
の
最
後
と
し
て
︑
そ
れ
ら
を
紹
介
し
よ
う
か
な
︒

１
．数
詞
﹁
幾
﹂
を
⽤
い
て
疑
問
を
表
す
形

﹁
何
⼈
の
⼈
が
来
て
ま
す
か
︖
﹂
と
い
う
こ
と
を
尋
ね
る
時
︑
﹁
幾
⼈
来
て
ま
す
か
︖
﹂
っ
て
⾔
っ
た
り
す
る
だ
ろ
︖

え
︖
⾔
わ
な
い
っ
て
︖
⾔
う
ん
だ
よ
︕

で
︑
こ
の
﹁
幾
﹂
は
︑
不
定
数
を
表
す
数
詞
な
ん
だ
︒

た
と
え
ば
︑
﹁
三
⽇
﹂
と
い
う
の
は
︑
３
つ
の
⽇
っ
て
こ
と
で
︑
﹁
三
﹂
は
数
詞
︒

﹁
幾
⽇
﹂
と
い
う
の
は
︑
３
と
か
４
と
か
決
ま
ら
な
い
不
定
の
﹁
幾
﹂
と
い
う
数
詞
を
⽤
い
た
表
現
な
ん
だ
︑
つ
ま
り
何
⽇

っ
て
こ
と
だ
な
︒

え
︖
そ
れ
も
⾔
わ
な
い
っ
て
︖
ま
っ
た
く
君
ら
は
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
が
プ
ア
ー
す
ぎ
る
ぜ
︕

﹁
も
は
や
余
命
は
幾
⽇
も
な
い
﹂
っ
て
︑
ど
う
い
う
意
味
だ
︖
え
︖
そ
れ
な
ら
わ
か
る
っ
て
︖
︙
っ
た
く
︒

さ
て
︑
こ
の
不
定
の
数
詞
﹁
幾
﹂
を
使
っ
た
疑
問
の
形
式
が
あ
る
ん
だ
よ
︒

卿
年
幾
︒ゾ

▼
卿
年
幾
ぞ
︒

け
い
と
し
い
く
ば
く

▽
あ
な
た
は
御
年
齢
は
い
く
つ
で
す
か
︒

﹁
幾
﹂
は
数
量
や
時
間
︑
程
度
を
問
う
数
詞
で
︑
こ
こ
で
は
単
独
で
⽤
い
ら
れ
て
る
︒

﹁
年
幾
﹂
と
い
う
主
述
述
語
の
さ
ら
に
述
語
に
相
当
し
て
︑
年
齢
が
﹁
い
く
つ
﹂
で
あ
る
か
を
問
う
て
い
る
わ
け
だ
︒

ゾ

﹁
い
く
ば
く
﹂
と
い
う
⽇
本
語
は
︑
不
定
数
を
表
す
﹁
い
く
﹂
に
︑
量
や
程
度
を
表
す
接
尾
語
﹁
ば
﹂
が
つ
き
︑
さ
ら
に
副

詞
を
作
る
﹁
く
﹂
が
つ
い
て
で
き
た
と
⾔
わ
れ
て
い
る
け
ど
︑
要
す
る
に
﹁
ど
れ
ほ
ど
﹂
と
い
う
意
味
だ
︒

さ
っ
き
﹁
も
は
や
余
命
は
幾
⽇
も
な
い
﹂
っ
て
⾔
っ
た
け
ど
︑
普
通
は
﹁
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
﹂
っ
て
⾔
う
ん
だ
ぜ
︒

﹁
も
う
残
さ
れ
た
命
は
ど
れ
ほ
ど
も
な
い
﹂
っ
て
こ
と
さ
︒

﹁
幾
﹂
と
同
じ
く
﹁
ど
れ
ほ
ど
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
語
に
は
︑
﹁
幾
何
﹂
﹁
幾
許
﹂
が
あ
る
︒
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薛
公
之
地
︑⼤
⼩
幾
何
︒

ハ

ゾ

▼
薛
公
の
地
は
︑
⼤
⼩
幾
何
ぞ
︒

せ
つ
こ
う

ち

だ
い
せ
う
い
く
ば
く

▽
薛
公
の
領
地
は
︑
広
さ
は
ど
れ
ぐ
ら
い
で
す
か
︒

﹁
幾
何
﹂
は
︑
不
定
の
数
詞
﹁
幾
﹂
と
疑
問
代
詞
﹁
何
﹂
が
複
合
し
た
も
の
で
︑
や
っ
ぱ
り
﹁
ど
れ
ほ
ど
・
ど
の
く
ら
い
﹂

と
い
う
意
味
を
表
す
ん
だ
︒

張
尹
荘
︑
去
此
幾
許
︒

ノ

ハ

ル
コ
ト

レ

ヲ

ゾ

▼
張
尹
の
荘
は
︑
此
を
去
る
こ
と
幾
許
ぞ
︒

ち
や
う
い
ん

さ
う

こ
こ

さ

い
く
ば
く

▽
張
⻑
官
の
村
は
︑
こ
こ
か
ら
ど
れ
ぐ
ら
い
離
れ
て
い
ま
す
か
︒

﹁
幾
許
﹂
は
︑
不
定
の
数
詞
﹁
幾
﹂
と
︑
概
数
を
表
す
数
詞
﹁
許
﹂
が
複
合
し
た
も
の
︒

こ
れ
も
﹁
ど
れ
ほ
ど
・
ど
れ
ぐ
ら
い
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
不
定
の
数
詞
﹁
幾
﹂
は
﹁
ど
れ
ほ
ど
・
ど
れ
ぐ
ら
い
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
︒
﹁
幾
何
﹂
﹁
幾
許
﹂
も

同
様
に
⽤
い
ら
れ
る
︒
﹁
︵
〜
は
︶
ど
れ
ぐ
ら
い
か
﹂
と
い
う
述
語
を
構
成
す
る
︒

Ａ
︑
幾
︒
・
Ａ
︑
幾
何
︒
・
Ａ
︑
幾
許
︒

▼
Ａ
は
幾
ぞ
︒
・
Ａ
は
幾
何
ぞ
︒
・
Ａ
は
幾
許
ぞ
︒

い
く
ば
く

い
く
ば
く

い
く
ば
く

ハ

ゾ

ハ

ゾ

ハ

ゾ

▽
Ａ
は
ど
れ
ほ
ど
か
︒
・
Ａ
は
ど
れ
ぐ
ら
い
か
︒

こ
こ
ま
で
紹
介
し
た
例
は
︑
﹁
幾
﹂
﹁
幾
何
﹂
﹁
幾
許
﹂
が
述
語
と
し
て
⽤
い
ら
れ
た
形
だ
け
ど
︑
連
体
修
飾
語
と
し
て
︑

名
詞
を
修
飾
す
る
こ
と
も
あ
る
ぞ
︒

⼀
番
最
初
に
⾔
っ
た
﹁
幾
⽇
﹂
と
か
﹁
幾
⼈
﹂
が
そ
れ
だ
な
︒

受
学
︑幾
何
歳
︒

ク
ル
ハ

レ

ヲ

ノ

ゾ

▼
学
を
受
く
る
は
︑
幾
何
の
歳
ぞ
︒

が
く

う

い
く
ば
く

と
し

▽
学
ん
だ
の
は
︑
ど
れ
ぐ
ら
い
の
期
間
か
︒

こ
れ
は
﹁
幾
何
﹂
が
名
詞
﹁
歳
﹂
を
修
飾
す
る
例
だ
︒

﹁
幾
歳
﹂
と
⾔
っ
て
も
通
る
け
ど
︑
﹁
何
年
﹂
と
い
う
感
じ
だ
よ
ね
︒

ゾ
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そ
れ
に
対
し
て
︑
﹁
幾
何
年
﹂
は
﹁
ど
れ
ぐ
ら
い
の
年
﹂
と
い
う
感
じ
か
な
︖
﹁
幾
許
年
﹂
も
同
じ
だ
ね
︒

ノ

ゾ

ノ

ゾ

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
﹁
幾
﹂
﹁
幾
何
﹂
﹁
幾
許
﹂
は
︑
名
詞
を
連
体
修
飾
し
て
︑
﹁
ど
れ
ぐ
ら
い
の
﹂
と
い
う
意
味
を
表

す
︒

幾
Ａ

▼
幾
Ａ

い
く

▽
何
Ａ
・
ど
れ
ぐ
ら
い
の
Ａ

幾
何
Ａ
・
幾
許
Ａ

▼
幾
何
の
Ａ
・
幾
許
の
Ａ

い
く
ば
く

い
く
ば
く

ノ

ノ

▽
ど
れ
ほ
ど
の
Ａ
・
ど
れ
ぐ
ら
い
の
Ａ

２
．疑
問
の
兼
詞
︵
縮
約
語
︶
を
⽤
い
る
形

﹁
兼
詞
﹂
っ
て
の
は
︑
漢
字
１
字
で
２
字
分
を
兼
ね
る
こ
と
ば
っ
て
意
味
︒

け
ん
し

中
国
で
は
兼
詞
っ
て
呼
ぶ
ん
だ
け
ど
︑
あ
の
﹁
兼
語
﹂
と
紛
ら
わ
し
い
よ
な
︒

へ
︖
兼
語
っ
て
何
だ
っ
て
︕
お
い
︕
使
役
の
形
で
教
え
た
じ
ゃ
な
い
か
︕
そ
こ
読
み
返
し
と
け
︕

で
︑
何
だ
っ
け
︙

そ
う
そ
う
︑
兼
詞
は
兼
語
と
紛
ら
わ
し
い
⽤
語
だ
か
ら
︑
た
め
ぐ
ち
先
⽣
は
﹁
縮
約
語
﹂
と
別
の
呼
び

⽅
で
説
明
し
て
る
ん
だ
︑
つ
ま
り
︑
漢
字
２
字
を
１
字
に
縮
め
て
約
し
た
語
っ
て
こ
と
さ
︒

古
典
中
国
語
に
は
そ
の
縮
約
語
が
い
く
つ
か
あ
る
が
︑
有
名
な
の
は
﹁
諸
﹂
だ
ね
︒

﹁
こ
れ
﹂
っ
て
読
む
け
ど
︑
た
だ
の
﹁
こ
れ
﹂
じ
ゃ
な
く
︑
も
う
ち
ょ
っ
と
意
味
が
加
わ
っ
て
る
ん
だ
︒

た
と
え
ば
﹁
⼦
游
問
諸
孔
⼦
﹂
︵
⼦
游
諸
を
孔
⼦
に
問
う
︶
っ
て
⽂
は
︑
孔
⼦
の
お
弟
⼦
さ
ん
の
﹁
⼦
游
が
こ
の

し
い
う

こ
れ

フ⼆

ヲ

ニ⼀

こ
と
を
孔
⼦
に
問
う
﹂
と
い
う
意
味
だ
︒

こ
れ
を
﹁
諸
﹂
を
⽤
い
ず
に
書
け
ば
︑
﹁
⼦
游
問

之
於
孔
⼦
﹂
と
な
る
︒

フ⼆

ヲ

ニ⼀

つ
ま
り
﹁
諸
﹂
は
﹁
之
於
﹂
２
字
分
の
⾳
と
近
い
︑
つ
ま
り
⽇
本
語
の
⾳
な
ら
﹁
シ
・
ヲ
﹂
↓
﹁
シ
ョ
﹂
か
ら
︑
１
字
で

２
字
の
働
き
を
兼
ね
て
い
る
と
⾔
わ
れ
る
ん
だ
︒

だ
か
ら
︑
﹁
こ
れ
﹂
と
い
う
よ
り
は
︑
こ
の
⽂
の
場
合
な
ら
﹁
こ
れ
を
〜
に
﹂
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
﹁
諸
﹂
は
﹁
之
於
﹂
以
外
に
︑
﹁
之
乎
﹂
の
働
き
も
す
る
ん
だ
ぜ
︒

﹁
之
乎
﹂
も
﹁
シ
・
ヲ
﹂
↓
﹁
シ
ョ
﹂
で
︑
﹁
諸
﹂
と
⾳
が
近
い
︒

そ
も
そ
も
﹁
於
﹂
と
﹁
乎
﹂
は
前
置
詞
と
し
て
似
た
働
き
の
語
だ
ろ
︖

で
も
﹁
乎
﹂
に
は
も
う
１
つ
⽂
末
で
⽤
い
ら
れ
て
疑
問
や
反
語
︑
詠
嘆
の
語
気
を
表
す
語
気
詞
で
も
あ
る
よ
ね
︖

そ
れ
で
︑
疑
問
の
形
に
も
⽤
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
︒
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⼦
聞
諸
︒

ク
カレ

ヲ

▼
⼦
諸
を
聞
く
か
︒

し
こ
れ

き

▽
あ
な
た
は
こ
れ
を
聞
き
ま
し
た
か
︒

は
い
︑
こ
の
例
⽂
︑
﹁
諸
﹂
を
⽤
い
ず
に
書
け
ば
ど
う
な
る
︖

う
ん
︑
そ
う
︕

﹁
⼦
聞
之
乎
﹂
に
な
る
︒
う
ん
う
ん
︑
理
解
で
き
て
る
ね
︒

クレ

ヲ

つ
ま
り
︑
﹁
諸
﹂
は
⽂
末
に
置
か
れ
て
︑
﹁
こ
れ
を
〜
か
︖
﹂
っ
て
意
味
を
表
す
わ
け
だ
︒

こ
の
﹁
諸
﹂
を
⽂
末
に
⽤
い
る
疑
問
⽂
で
よ
く
⽤
い
ら
れ
る
の
が
︑
次
の
形
だ
︒

湯
放
桀
︑武
王
伐
紂
︑有
諸
︒

チレ

ヲ

ツレ

ヲ

リ
ヤレ

▼
湯
桀
を
放
ち
︑
武
王
紂
を
伐
つ
︑
諸
有
り
や
︒

た
う
け
つ

は
な

ぶ

わ
う
ち
う

う

こ
れ

あ

▽
湯
王
が
桀
王
を
放
逐
し
︑
武
王
が
紂
王
を
討
伐
し
た
︵
事
件
︶
︑
こ
れ
は
あ
っ
た
の
か
︵
＝
こ
れ
は
事
実
か
︶
︒

こ
ん
な
ふ
う
に
︑
ま
ず
前
の
句
で
過
去
の
事
件
を
述
べ
て
︑
そ
の
後
の
句
に
﹁
有
諸
﹂
を
置
い
て
︑
﹁
こ
ん
な
こ
と
が
あ

リ
ヤレ

っ
た
の
か
﹂
と
事
実
の
確
認
を
問
い
か
け
る
形
を
と
る
︒

君
ら
だ
っ
て
︑
﹁
先
⽣
︕
う
ち
の
学
校
が
昔
⽕
事
で
燃
え
た
っ
て
︑
そ
ん
な
こ
と
あ
っ
た
ん
で
す
か
ぁ
︖
﹂
と
か
⾔
う
だ

ろ
︖
そ
れ
だ
よ
︒

﹁
諸
﹂
が
﹁
之
乎
﹂
２
字
分
に
相
当
す
る
ん
だ
か
ら
︑
﹁
有
諸
﹂
は
﹁
有
之
乎
﹂
と
同
じ
意
味
に
な
る
︒

リ
ヤレ

リレ

や

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
形
︑
訓
読
で
は
通
常
﹁
こ
れ
あ
リ
ヤ
﹂
と
読
ん
で
︑
﹁
こ
れ
あ
ル
カ
﹂
と
は
読
ま
な
い
ね
︒

と
に
か
く
︑
こ
の
﹁
有
諸
﹂
は
︑
よ
く
出
て
く
る
形
だ
か
ら
︑
頭
の
ノ
ー
ト
に
書
い
と
け
よ
︒

リ
ヤレ

で
︑
こ
の
例
⽂
に
登
場
し
た
﹁
桀
王
﹂
と
﹁
紂
王
﹂
︑
前
に
部
分
否
定
の
と
こ
ろ
で
紹
介
し
た
︑
漢
⽂
で
は
超
有
名
な
暴
君

だ
︒そ

う
そ
う
︑
桀
王
は
⾁
⼭
脯
林
︵
⼭
の
よ
う
に
⾁
を
積
み
︑
林
の
よ
う
に
⼲
し
⾁
を
並
べ
る
宴
会
︶
︑
紂
王
は
酒
池
⾁
林
︵

に
く
ざ
ん

ほ

り
ん

し
ゅ

ち

に
く
り
ん

酒
を
池
に
満
た
し
⾁
を
林
の
よ
う
に
並
べ
る
宴
会
︶
と
︑
ど
っ
ち
も
贅
沢
三
昧
し
て
さ
︑
﹁
そ
れ
は
な
り
ま
せ
ん
ぞ
︕
﹂
と
諌

⾔
す
る
家
⾂
を
殺
し
た
り
︑
美
⼥
に
溺
れ
た
り
し
た
ん
だ
っ
た
よ
ね
︖

だ
か
ら
︑
桀
王
は
殷
の
湯
王
に
放
逐
さ
れ
た
し
︑
紂
王
は
周
の
武
王
に
討
伐
さ
れ
た
わ
け
︒

と
こ
ろ
で
︑
そ
の
殷
の
紂
王
が
滅
ぼ
さ
れ
た
事
件
は
︑
殷
周
⾰
命
っ
て
い
う
︒

武
王
⽅
５
万
⼈
ぐ
ら
い
︑
紂
王
⽅
は
実
に

万
⼈
と
い
う
⼤
軍
と
い
う
兵
⼒
の
差
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
勝
負
は
⼀

70

⽅
的
な
武
王
の
勝
利
だ
っ
た
と
⾔
わ
れ
て
る
︒

な
ん
で
か
っ
て
︖

あ
く
ま
で
そ
う
⾔
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
っ
て
前
提
だ
け
ど
︑
殷
の
兵
⼠
は
ほ
と
ん
ど
が
奴
隷
で
︑
も
と

も
と
武
王
の
軍
勢
を
待
ち
望
ん
で
い
た
ん
だ
と
か
︙
武
王
が
率
い
る
諸
侯
の
連
合
軍
が
攻
め
寄
せ
る
や
︑
武
器
を
さ
か
さ
ま
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に
︑
つ
ま
り
寝
返
っ
て
殷
を
攻
め
た
と
伝
え
ら
れ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
﹃
書
経
﹄
と
い
う
古
い
歴
史
書
に
は
︑
こ
の
戦
い
で
杵
が
⾎
で
流
れ
た
と
書
か
れ
て
る
︒

し
よ
き
よ
う

き
ね

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
後
世
儒
家
の
孟
⼦
は
﹁
こ
と
ご
と
く
書
を
信
ず
れ
ば
書
な
き
に
し
か
ず
﹂
︵
全
部
書
経
の
記
述
を
信

じ
る
ぐ
ら
い
な
ら
書
経
な
ん
て
な
い
ほ
う
が
い
い
︶
な
ん
て
⾔
っ
て
︑
そ
ん
な
こ
と
あ
り
得
ん
と
打
ち
消
し
た
ん
だ
︒

で
も
︑
本
当
の
と
こ
ろ
は
︑
結
構
⾎
で
⾎
を
洗
う
⼤
激
戦
だ
っ
た
の
か
も
な
︒

も
ち
ろ
ん
杵
は
︑
そ
れ
で
敵
を
な
ぐ
り
倒
す
武
器
だ
ぜ
︑
そ
れ
が
⾎
の
海
の
中
に
あ
っ
た
っ
て
こ
と
さ
︒

孟
⼦
は
武
王
の
よ
う
な
⼈
徳
の
あ
る
君
主
が
︑
紂
王
の
よ
う
な
暗
愚
な
王
を
相
⼿
に
激
戦
に
な
ろ
う
は
ず
が
な
い
と
⾔
い
張

っ
た
ん
わ
け
な
ん
だ
け
ど
︑
さ
て
︑
本
当
の
と
こ
ろ
は
ど
う
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
﹁
諸
﹂
は
﹁
之
乎
﹂2

字
分
の
働
き
を
す
る
兼
詞
︵
縮
約
語
︶
︒
⽂
末
に
置
か
れ
て
︑
﹁
こ
れ
を
〜

か
﹂
と
い
う
疑
問
を
表
す
︒

Ａ

諸
︒

▼
諸
を
Ａ
す
る
か
︒

こ
れ

ス
ル
カ

レ

ヲ

▽
こ
れ
を
Ａ
す
る
か
︒

・
﹁
Ａ
之
乎
﹂
と
同
じ
意
味
︒

ス
ルレ

ヲ

か

〜
︑
有
諸
︒

▼
〜
︑
諸
有
り
や
︒

こ
れ

あ

リ
ヤレ

▽
〜
︵
と
い
う
事
実
︶
︑
こ
れ
は
あ
っ
た
の
か
︒

・
﹁
有
之
乎
﹂
と
同
じ
意
味
︒
﹁
こ
れ
あ
る
か
﹂
と
は
普
通
読
ま
な
い
︒

リ
レ

じ
ゃ
︑
次
の
疑
問
を
表
す
縮
約
語
に
い
こ
う
︕

君
た
ち
が
漢
⽂
を
習
い
始
め
た
頃
に
︑
再
読
⽂
字
っ
て
の
を
教
わ
っ
た
ろ
︖

そ
の
中
に
﹁
盍
﹂
っ
て
字
が
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
︖
な
ん
て
読
む
ん
だ
っ
け
︖

そ
う
︑
﹁
な
ん
ゾ
〜
ざ
ル
﹂
っ
て
︑
⼆
度
に
分
け
て
読
む
ん
だ
っ
た
よ
な
︒

つ
ま
り
﹁
盍
﹂
は
︑
﹁
な
ん
ぞ
﹂
︵
ど
う
し
て
︶
と
﹁
ざ
る
﹂
︵
し
な
い
︵
の
か
︶
︶
の
２
つ
の
意
味
を
１
字
で
も
っ
て
る

か
ら
な
ん
だ
よ
︒

﹁
盍
〜
﹂
は
︑
﹁
ど
う
し
て
〜
し
な
い
の
か
﹂
と
い
う
意
味
だ
け
ど
︑
こ
れ
は
単
純
に
そ
の
理
由
を
聞
き
た
い
場
合
な

な
ん
ゾ

ざ
ル
レ

セ

ら
疑
問
に
な
る
ね
︒

﹁
〜
す
る
べ
き
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
思
い
が
前
提
で
問
え
ば
︑
反
語
に
な
る
︒

そ
し
て
﹁
し
た
⽅
が
い
い
か
ら
︑
ど
う
︖
し
て
み
な
い
︖
﹂
と
い
う
思
い
が
あ
れ
ば
︑
勧
誘
に
な
る
︒

ま
︑
使
わ
れ
る
状
況
次
第
っ
て
こ
と
だ
け
ど
︑
こ
こ
で
は
疑
問
の
例
を
紹
介
し
よ
う
︒
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⼦
盍
逃
之
︒

ゾルレ

ガ
レレ

ヲ

▼
⼦
盍
ぞ
之
を
逃
れ
ざ
る
︒

し

な
ん

こ
れ

の
が

▽
あ
な
た
は
ど
う
し
て
逃
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
す
か
︒

こ
の
例
は
︑
原
典
で
は
問
わ
れ
た
相
⼿
が
そ
の
理
由
を
答
え
て
い
る
か
ら
︑
⼀
応
疑
問
⽂
と
い
う
こ
と
に
し
た
ん
だ
が
︑
こ

れ
だ
っ
て
⼼
の
中
で
は
﹁
逃
げ
た
⽅
が
い
い
の
に
︙
﹂
っ
て
気
持
ち
が
こ
も
っ
て
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
︖

疑
問
⽂
か
反
語
⽂
か
︑
は
た
ま
た
勧
誘
な
の
か
な
ん
て
︑
も
う
紙
⼀
重
の
違
い
な
ん
だ
よ
︒

だ
か
ら
︑
そ
の
違
い
は
⽂
脈
か
ら
判
断
す
る
し
か
な
い
ね
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
﹁
盍
﹂
は
︑
よ
く
﹁
何
不
〜
﹂
の
﹁
何
不
﹂
の
合
字
だ
と
⾔
わ
れ
る
︒

ゾ

ル
レ

セ

⽇
本
語
の
⾳
で
も
︑
﹁
何
不
﹂
は
﹁
カ
フ
﹂
で
︑
﹁
盍
﹂
も
﹁
カ
フ
﹂
だ
か
ら
ね
︒

こ
の
説
明
は
間
違
っ
ち
ゃ
い
な
い
ん
だ
が
︑
厳
密
に
は
ち
と
違
う
︒

も
と
も
と
﹁
盍
﹂
は
﹁
ど
う
し
て
﹂
と
い
う
疑
問
を
表
す
語
な
ん
だ
︒

だ
か
ら
﹁
ど
う
し
て
〜
し
な
い
の
か
﹂
は
︑
や
っ
ぱ
り
﹁
盍
不
〜
﹂
な
ん
だ
よ
︒

な
ん
ゾ

ル
レ

セ

あ
れ
︖
き
ょ
と
ん
と
し
て
る
な
ぁ
︙
ま
あ
続
き
を
聞
け
よ
︒

と
こ
ろ
が
︑
こ
の
﹁
盍
﹂
の
古
代
⾳
の
末
尾
と
︑
﹁
不
﹂
の
先
頭
⾳
が
同
じ
な
ん
だ
よ
︒

だ
か
ら
︑
早
⼝
で
⾔
う
と
︑
﹁
盍
﹂
の
中
に
﹁
不
﹂
が
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
︑
﹁
盍
不
﹂
と
⾔
っ
た
つ
も
り
で
も
︑

聞
き
⼿
に
は
﹁
盍
﹂
⼀
字
と
同
じ
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
︑
そ
ん
な
現
象
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
︑
た
め
ぐ
ち
先
⽣
は
思
う

ん
だ
︒

と
い
う
こ
と
は
︑
つ
ま
り
︖

そ
う
︑
﹁
盍
﹂
単
体
で
も
﹁
ど
う
し
て
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
例
⽂
は
た
く
さ
ん
あ
る
ん
だ

よ
︒で

も
︑
も
っ
ぱ
ら
反
語
の
例
が
多
い
け
ど
な
︒

ち
な
み
に
︑
﹁
蓋
﹂
も
﹁
盍
﹂
と
同
様
に
も
ち
い
ら
れ
る
ぜ
︑
注
意
し
よ
う
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
﹁
盍
﹂
は
﹁
盍
﹂
︵
何
︶
と
﹁
不
﹂
の
兼
詞
︒
﹁
ど
う
し
て
〜
し
な
い
の
か
﹂
と
い
う
疑
問
を
表
す
︒

盍
Ａ
︒

▼
盍
ぞ
Ａ
せ
ざ
る
︒
．

な
ん

ゾル
レ

セ

▽
ど
う
し
て
Ａ
し
な
い
の
か
︒

・
反
語
や
勧
誘
に
も
⽤
い
ら
れ
る
︒
返
っ
て
読
む
時
は
︑
﹁
ず
﹂
の
連
体
形
﹁
ざ
る
﹂
と
読
む
︒
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３
．推
測
疑
問
を
表
す
副
詞
﹁
豈
﹂
を
⽤
い
る
形

ニ

﹁
豈
﹂
と
い
う
副
詞
が
あ
る
︒
ど
の
教
科
書
や
参
考
書
も
︑
普
通
は
﹁
ど
う
し
て
﹂
っ
て
訳
し
て
る
︒

あ
ニ

で
も
︑
実
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
だ
な
︒

反
語
の
例
を
出
し
た
⽅
が
わ
か
り
や
す
い
ん
で
︑
そ
れ
で
説
明
す
る
け
ど
︑
﹁
何
盗
之
乎
﹂
と
い
う
反
語
⽂
は
﹁
ど
う

ゾ

マ
ンレ

ヲ

や

し
て
こ
れ
を
盗
む
だ
ろ
う
か
︒
︵
い
や
︑
盗
み
は
し
な
い
︒
︶
﹂
っ
て
意
味
だ
︒

そ
し
て
︑
﹁
何
﹂
を
﹁
豈
﹂
に
か
え
て
︑
﹁
豈
盗
之
乎
﹂
と
い
う
の
も
︑
た
い
て
い
﹁
ど
う
し
て
こ
れ
を
盗
む
だ
ろ
う

ゾ

ニ

ニ

マ
ンレ

ヲ

か
︒
︵
い
や
︑
盗
み
は
し
な
い
︒
︶
﹂
と
同
様
に
訳
し
て
る
︒

だ
か
ら
︑
君
ら
は
﹁
そ
う
か
︑
﹃
豈
﹄
は
﹃
何
﹄
と
同
じ
な
ん
だ
な
︙
﹂
と
思
い
込
む
︒
ま
︑
当
然
だ
わ
な
︒

ニ

ゾ

だ
が
︑
ほ
ん
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
︒

﹁
豈
﹂
は
︑
﹁
ど
う
で
あ
ろ
う
︖
﹂
と
︑
相
⼿
や
⾃
分
に
⼀
度
疑
い
を
設
け
て
み
る
副
詞
だ
︒

ニ

た
と
え
ば
︑
さ
っ
き
の
﹁
豈
盗
之
乎
﹂
は
︑
﹁
ど
う
で
あ
ろ
う
︖
こ
れ
を
盗
む
か
︖
﹂
だ
︒

ニ

マ
ンレ

ヲ

反
語
の
場
合
は
︑
そ
の
⼤
前
提
と
し
て
︑
﹁
盗
ん
だ
り
す
る
わ
け
が
な
い
︕
﹂
と
い
う
思
い
が
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
相
⼿
に
判
断
を
委
ね
て
︑
﹁
ど
う
で
あ
ろ
う
︖
﹂
と
疑
い
を
設
け
て
み
る
わ
け
だ
︑
そ
う
や
っ
て
考
え
さ
せ
て
︑

﹁
盗
ん
だ
り
す
る
わ
け
な
い
だ
ろ
う
︖
﹂
と
い
う
⾔
外
の
結
論
を
想
像
さ
せ
る
ん
だ
︒

で
︑
﹁
ど
う
だ
ろ
う
︖
こ
れ
を
盗
む
か
︖
﹂
は
︑
つ
ま
り
は
﹁
ど
う
し
て
こ
れ
を
盗
む
だ
ろ
う
か
︖
﹂
っ
て
こ
と
に
な
る
か

ら
︑
そ
う
訳
し
て
る
わ
け
︒

っ
て
︑
本
当
の
と
こ
ろ
わ
か
っ
て
そ
う
訳
し
て
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
け
ど
な
︒

﹁
豈
﹂
は
反
語
で
よ
く
⽤
い
ら
れ
る
か
ら
︑
反
語
の
講
義
の
時
に
も
う
⼀
度
説
明
す
る
け
ど
な
︑
で
も
︑
い
い
か
い
︖
ま

ニ

ず
︑
﹁
豈
﹂
っ
て
そ
う
い
う
副
詞
な
ん
だ
っ
て
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
︒

ニ

さ
て
︑
こ
の
﹁
豈
﹂
は
必
ず
し
も
反
語
で
⽤
い
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
︒

ニ

た
と
え
ば
次
の
例
だ
︒

荊
卿
豈
有
意
哉
︒

ニ

リレ

や

▼
荊
卿
豈
に
意
有
り
や
︒

け
い
け
い

あ

い

あ

▽
荊
軻
殿
は
な
に
か
考
え
が
お
あ
り
で
す
か
︒

始
皇
帝
暗
殺
を
依
頼
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
い
っ
こ
う
に
出
発
し
よ
う
と
し
な
い
荊
軻
に
対
し
て
︑
い
ら
だ
っ
た
依
頼
主

の
太
⼦
丹
が
尋
ね
た
セ
リ
フ
︒

た
ん

こ
れ
︑
も
し
反
語
だ
っ
た
ら
︑
﹁
考
え
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︑
い
や
な
い
﹂
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︖

き
っ
と
何
か
考
え
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
尋
ね
て
る
わ
け
だ
か
ら
︑
形
式
上
は
疑
問
だ
よ
な
︒

こ
の
例
も
﹁
ど
う
で
あ
ろ
う
︖
な
に
か
考
え
が
あ
る
の
か
︖
﹂
と
︑
﹁
ど
う
で
あ
ろ
う
︖
﹂
と
い
う
疑
い
を
設
け
て
み
て
る

わ
け
︒
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こ
れ
は
さ
す
が
に
﹁
ど
う
し
て
﹂
と
は
訳
し
よ
う
が
な
い
だ
ろ
︖

だ
か
ら
︑
﹁
な
に
か
〜
が
あ
る
の
か
﹂
と
訳
し
て
る
ん
だ
︒

な
お
︑
た
め
ぐ
ち
先
⽣
は
︑
﹁
豈
﹂
の
こ
の
⽤
法
は
推
定
だ
と
思
う
︒

ニ

だ
か
ら
︑
推
定
の
形
の
講
義
の
時
に
︑
も
う
⼀
度
触
れ
る
つ
も
り
だ
け
ど
︑
問
い
か
け
て
い
る
と
い
え
ば
問
い
か
け
て
る
ん

で
︑
疑
問
の
講
義
で
も
説
明
し
て
る
わ
け
︒

こ
こ
で
は
出
発
の
期
⽇
が
過
ぎ
て
も
出
か
け
よ
う
と
し
な
い
荊
軻
に
対
し
て
︑
そ
の
出
発
し
よ
う
と
し
な
い
事
情
を
推
測
し

て
問
い
か
け
て
る
ん
だ
な
︒

こ
の
例
の
よ
う
に
︑
﹁
豈
﹂
が
推
定
疑
問
を
表
す
時
は
︑
﹁
豈
有
〜
哉
﹂
︵
な
に
か
〜
が
あ
る
の
か
︶
の
形
を
と
る
こ

ニ

ニ

リ
レ

や

と
が
多
い
︒

ま
れ
に
︑
﹁
豈
有
〜
哉
﹂
と
か
﹁
豈
有
〜
哉
﹂
と
読
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

ニ

ル
レ

か

ニ

ラ
ンレ

か

ま
た
︑
﹁
豈
有
〜
哉
﹂
と
読
ん
で
あ
る
の
に
も
出
く
わ
し
た
り
す
る
け
ど
︑
こ
れ
は
反
語
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
読
み

ニ

ラ
ンレ

や

⽅
で
︑
あ
ん
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
ね
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
﹁
豈
﹂
は
相
⼿
や
⾃
分
に
﹁
ど
う
で
あ
ろ
う
︖
﹂
と
疑
い
を
設
け
て
問
い
か
け
る
副
詞
︒
推
定
疑
問
を
表

ニ

す
こ
と
が
あ
る
︒

豈
有
Ａ
哉
︒

▼
豈
に
Ａ
有
り
や
︒
．

あ

あ

ニ

リ
レ

▽
な
に
か
Ａ
が
あ
る
の
か
︒
︵
↑
﹁
ど
う
で
あ
ろ
う
︖
Ａ
が
あ
る
の
か
︖
﹂
か
ら
︶

４
．⽂
末
に
﹁
不
﹂
﹁
否
﹂
﹁
未
﹂
を
置
い
て
選
択
疑
問
を
表
す
形

﹁
尊
君
在
不
︒﹂
︵
▼
尊
君
在
り
や
不
や
︒
▽
お
⽗
様
は
ご
在
宅
で
す
か
ど
う
で
す
か
︒
︶
と
か
︑

そ
ん
く
ん

あ

い
な

リ
ヤ

ヤ

﹁
視
吾
⾆
︒
尚
在
否
︒﹂
︵
▼
吾
が
⾆
を
視
よ
︒
尚
ほ
在
り
や
否
や
︒
▽
私
の
⾆
を
⾒
ろ
︒
ま
だ
あ
る
か
な
い
か
︒
︶
︑

わ

し
た

み

な

あ

い
な

ヨ⼆

ガ

ヲ⼀

ホ

リ
ヤ

ヤ

﹁
寒
梅
著

花
未
︒
﹂
︵
▼
寒
梅
花
を
著
け
た
り
や
未
だ
し
や
︒
▽
寒
梅
は
花
が
咲
い
た
か
ど
う
か
︒
︶
の
よ
う
に
︑

か
ん
ば
い
は
な

つ

い
ま

ケ
タ
リ
ヤ

レ

ヲ

ダ
シ
ヤ

⽂
末
に
﹁
不
﹂
﹁
否
﹂
﹁
未
﹂
を
置
い
て
︑
﹁
〜
か
︑
ど
う
か
﹂
と
い
う
選
択
疑
問
を
表
す
こ
と
が
あ
る
︒

以
上
︕

え
︖
そ
れ
で
終
わ
り
か
︕
っ
て
︖

そ
り
ゃ
そ
う
さ
︑
﹁
基
本
の
否
定
﹂
の
講
義
で
詳
し
く
説
明
し
た
じ
ゃ
な
い
か
︕

５
．﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
の
形

﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
の
形
を
と
る
⽂
が
あ
る
︒

⾒
か
け
上
は
同
じ
な
ん
だ
が
︑
実
は
構
造
的
に
全
く
違
う
３
種
類
が
あ
る
ん
だ
︒
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だ
か
ら
︑
形
の
丸
覚
え
で
は
︑
⻭
が
た
た
ん
ぞ
︕

⼀
つ
ひ
と
つ
順
番
に
⾒
て
い
こ
う
︕

①
﹁
何
Ａ
﹂
が
述
語
Ｂ
の
⽬
的
語
の
場
合

﹁
何
の
Ａ
を
Ｂ
す
る
の
か
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
時
︑
通
常
の
語
順
な
ら
︑
﹁
Ｂ

何
Ａ
﹂
︵
何
の
Ａ
を
Ｂ
す
る
︶
だ
よ

ス
ル

⼆

ノ

ヲ⼀

な
︖
だ
っ
て
︑
⽬
的
語
は
述
語
の
後
に
置
か
れ
る
ん
だ
か
ら
︒

と
こ
ろ
が
こ
れ
を
﹁
何
の
Ａ
﹂
を
強
め
て
前
に
出
す
と
︑
﹁
何
Ａ

Ｂ
﹂
と
な
る
︒

ノ

ヲ
カ

ス
ル

こ
れ
で
も
い
い
ん
だ
が
︑
﹁
之
﹂
を
﹁
何
Ａ
﹂
の
後
に
置
い
て
︑
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
の
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
︒

レ

ノ

ヲ
カ

レ

ス
ル

倒
置
の
形
の
講
義
の
時
に
︑
ま
た
説
明
す
る
け
ど
︑
中
国
で
は
﹁
之
﹂
は
語
順
の
変
化
を
⽰
す
標
識
と
し
て
働
い
て
い
る
構

造
助
詞
と
⾔
わ
れ
て
る
︒

ま
︑
こ
れ
は
い
か
に
も
合
理
的
な
解
釈
だ
よ
な
︒

で
も
︑
本
来
は
こ
の
﹁
之
﹂
は
前
に
置
か
れ
た
﹁
何
Ａ
﹂
を
﹁
之
﹂
が
再
指
⽰
し
て
︑
﹁
何
の
Ａ
︑
そ
れ
を
こ
そ
﹂
と
強

レ

ノ

レ

め
る
働
き
を
し
て
る
ん
だ
と
思
う
︒

﹁
之
﹂
の
こ
の
働
き
を
復
指
と
い
う
ん
だ
が
︑
こ
と
ば
が
単
な
る
標
識
な
ん
て
わ
け
が
な
い
ん
で
あ
っ
て
︑
そ
う
い
う
働
き

レ

を
し
て
る
ん
だ
と
︑
た
め
ぐ
ち
先
⽣
は
思
う
よ
︒

だ
か
ら
︑
﹁
Ｂ

何
Ａ
﹂
が
﹁
何
の
Ａ
を
Ｂ
す
る
﹂
な
ら
︑
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
は
﹁
何
の
Ａ
を
こ
そ
Ｂ
す
る
﹂
の
よ
う

ス
ル

⼆

ノ

ヲ⼀

ノ

ヲ
カ

レ

ス
ル

に
な
る
か
な
︒

王
何
卿
之
問
也
︒

ノ

ヲ
カ

レ

フ

や

▼
王
何
の
卿
を
か
之
れ
問
ふ
や
︒

わ
う
な
ん

け
い

こ

と

▽
王
様
︑
ど
ん
な
卿
︵
＝
要
職
に
あ
る
⼤
⾂
︶
の
こ
と
を
お
尋
ね
で
す
か
︒

こ
れ
は
本
来
の
語
順
な
ら
︑
﹁
問
何
卿
﹂
に
な
る
よ
ね
︒

フ⼆

ノ

ヲ⼀

つ
ま
り
︑
⽬
的
語
﹁
何
卿
﹂
を
倒
置
し
て
述
語
﹁
問
﹂
の
前
に
出
し
た
も
の
︒

ノ

フ

そ
し
て
︑
語
順
の
変
化
︑
す
な
わ
ち
倒
置
を
⽰
す
標
識
の
働
き
を
す
る
構
造
助
詞
﹁
之
﹂
を
置
く
︒

レ

別
の
⾔
い
⽅
を
す
れ
ば
︑
﹁
何
の
卿
を
こ
そ
﹂
の
﹁
︵
そ
れ
︶
を
こ
そ
﹂
︵
＝
之
︶
の
復
指
の
働
き
で
︑
﹁
何
卿
﹂
が
強

ノ

め
ら
れ
て
る
わ
け
さ
︒

こ
の
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
と
い
う
形
式
は
︑
実
際
に
は
反
語
で
⽤
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
︑
反
語
の
講
義
の
際
に
︑
も

ノ

ヲ
カ

レ

ス
ル

う
⼀
度
注
意
喚
起
し
よ
う
か
な
︒

そ
れ
と
︑
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
が
︑
も
ち
ろ
ん
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
と
い
う
場
合
も
あ
る
ぞ
︒

ノ

ニ
カ

レ

ス
ル

た
と
え
ば
︑
﹁
何
教

之
従
﹂
は
︑
﹁
従
何
教
﹂
の
⽬
的
語
﹁
何
教
﹂
を
倒
置
し
て
﹁
従
﹂
の
前
に
出
し
た
も
の
さ
︒

ノ

ヘ
ニ
カ

レ

フ

フ⼆

ノ

ヘ
ニ

⼀

ノ

ヘ

フ

で
︑
構
造
助
詞
﹁
之
﹂
を
置
い
て
︑
﹁
何
の
教
え
に
こ
そ
﹂
と
強
め
る
わ
け
だ
︒

レ
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こ
の
違
い
は
︙

え
︖
﹁
﹃
何
教
﹄
は
依
拠
性
の
⽬
的
語
で
し
ょ
︖
﹂
だ
っ
て
︖

す
︑
す
ば
ら
し
い
︑
よ
く
わ
か
っ
て

ノ

ヘ

る
じ
ゃ
な
い
か
︒

そ
の
依
拠
性
の
⽬
的
語
を
前
に
出
す
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
も
︑
多
く
は
反
語
で
⽤
い
ら
れ
る
ん
だ
︒

ノ

ニ
カ

レ

ス
ル

ち
な
み
に
︑
こ
れ
ら
の
形
︑
確
認
判
断
の
語
気
を
表
す
語
気
詞
﹁
也
﹂
が
⽂
末
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

そ
の
場
合
︑
訓
読
で
は
さ
っ
き
の
例
の
よ
う
に
︑
﹁
な
り
﹂
で
は
な
く
﹁
や
﹂
っ
て
読
む
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
の
﹁
何
Ａ
﹂
が
動
詞
Ｂ
の
⽬
的
語
の
場
合
は
︑
﹁
何
Ａ
﹂
が
﹁
Ｂ
﹂
の
前
に
倒
置

ノ

ス

さ
れ
た
も
の
︒
こ
の
時
︑
構
造
助
詞
﹁
之
﹂
が
﹁
何
Ａ
﹂
の
直
後
に
置
か
れ
る
︒

レ

ノ

何
Ａ

之
Ｂ
︒

▼
何
の
Ａ
を
か
Ｂ
す
る
︒

︙
﹁
Ｂ

何
Ａ
﹂
の
倒
置
表
現

な
ん

ノ

ヲ
カ

レ

ス
ル

ス
ル

⼆

ノ

ヲ⼀

▽
何
の
Ａ
を
Ｂ
す
る
の
か
︒

﹁
何
Ａ
﹂
は
Ｂ
の
他
動
性
の
⽬
的
語

ノ

何
Ａ

之
Ｂ
︒

▼
何
の
Ａ
に
か
Ｂ
す
る
︒

︙
﹁
Ｂ

何
Ａ
﹂
の
倒
置
表
現

な
ん

ノ

ニ
カ

レ

ス
ル

ス
ル

⼆

ノ

ニ⼀

▽
何
の
Ａ
に
Ｂ
す
る
の
か
︒

﹁
何
Ａ
﹂
は
Ｂ
の
依
拠
性
の
⽬
的
語

ノ

・
こ
れ
ら
の
形
は
反
語
で
⽤
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

・
⽂
末
に
語
気
詞
﹁
也
﹂
が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
の
場
合
は
﹁
也
﹂
を
﹁
や
﹂
と
訓
読
す
る
︒

②
Ａ
と
Ｂ
が
主
語
と
述
語
の
関
係
の
場
合

﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
の
⽂
が
︑
さ
っ
き
の
ば
っ
か
り
だ
っ
た
ら
い
い
ん
だ
け
ど
︑
そ
う
は
い
か
な
い
ん
だ
︒

Ａ
と
Ｂ
が
主
述
関
係
の
場
合
が
あ
る
ん
だ
よ
︒

ど
う
い
う
こ
と
っ
て
︖
つ
ま
り
︑
﹁
何
＋
〜
が
︵
主
語
︶
＋
之
＋
ど
う
す
る
・
ど
う
で
あ
る
︵
述
語
︶
﹂
の
形
に
な

ゾ

っ
て
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
な
︒

こ
ん
な
ふ
う
に
⼀
般
化
す
る
と
︑
か
え
っ
て
何
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
ん
な
ぁ
︙

例
⽂
で
確
認
し
た
⽅
が
早
い
か
︒

た
と
え
ば
次
の
⽂
︑
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
の
Ａ
と
Ｂ
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
語
だ
い
︖

此
⾮
吾
君
也
︑何
其
声
之
似
我
君
也
︒

レ

ザ
ル⼆

ガ

ニ⼀

ゾ

ノ

タ
ル⼆

ガ

ニ⼀

▼
此
れ
吾
が
君
に
⾮
ざ
る
な
り
︑
何
ぞ
其
の
声
の
我
が
君
に
似
た
る
や
︒

こ

わ

き
み

あ
ら

な
ん

そ

こ
ゑ

わ

き
み

に

▽
こ
の
⼈
は
わ
が
君
で
は
な
い
の
に
︑
ど
う
し
て
そ
の
声
が
我
が
君
に
似
て
い
る
の
か
︒
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﹁
何
其
声
之
似
我
君
也
﹂
の
部
分
を
⾒
て
く
れ
よ
︒

ゾ

ノ

タ
ル

⼆

ガ

ニ⼀

Ａ
と
Ｂ
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
語
か
確
認
で
き
た
か
い
︖

う
ん
︑
そ
う
︑
﹁
其
声
﹂
が
Ａ
︑
﹁
似
﹂
が
Ｂ
だ
よ
ね
︒

ノ

ル

こ
の
⽂
は
︑
﹁
そ
の
声
が
わ
が
君
︵
の
声
︶
に
似
る
﹂
と
い
う
意
味
だ
か
ら
︑
﹁
其
声
﹂
と
﹁
似
﹂
の
関
係
は
主
語
と
述

ノ

ル

語
の
関
係
だ
ろ
︖

こ
の
よ
う
に
﹁
何
＋
〜
が
︵
主
語
︶
＋
之
＋
ど
う
す
る
・
ど
う
で
あ
る
︵
述
語
︶
﹂
の
形
を
と
る
と
き
︑
﹁
ど
う
し

ゾ

て
〜
が
︵
こ
の
よ
う
に
︶
〜
す
る
の
か
﹂
と
訳
す
ん
だ
︒

え
︖
﹁
そ
の
訳
の
﹃
こ
の
よ
う
に
﹄
っ
て
の
は
何
か
﹂
っ
て
︖

う
〜
ん
︑
難
し
い
質
問
だ
な
︙

逃
げ
た
⾔
い
⽅
に
な
る
け
ど
︑
現
代
の
中
国
で
は
こ
の
形
式
の
﹁
之
﹂
を
﹁
こ
の
よ
う
に
﹂
っ
て
訳
し
て
る
ん
だ
よ
︒

指
⽰
代
詞
の
働
き
と
説
か
れ
て
い
る
と
⾔
っ
て
も
い
い
︒

た
だ
︑
た
め
ぐ
ち
先
⽣
と
し
て
は
︑
果
た
し
て
こ
の
﹁
之
﹂
が
語
法
的
に
︑
本
当
に
そ
ん
な
意
味
を
表
し
て
い
る
の
か
が
甚

だ
疑
問
な
ん
だ
︒

先
⽣
⾃
⾝
は
こ
の
﹁
之
﹂
は
︑
や
っ
ぱ
り
主
語
と
述
語
の
間
に
置
か
れ
て
名
詞
句
を
作
る
⽤
法
の
⼀
種
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

と
︙

た
と
え
ば
こ
の
例
な
ら
﹁
な
に
ゆ
え
の
そ
の
声
の
我
が
君
と
の
類
似
だ
︕
﹂
と
い
う
⽂
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
︖
と
思
っ

た
り
も
す
る
ん
だ
が
︑
ま
だ
確
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
︒

え
︖
そ
ん
な
こ
と
っ
て
あ
る
の
か
っ
て
︖
も
ち
ろ
ん
さ
︕

学
問
の
世
界
は
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
な
ん
だ
︒

で
も
︑
わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
︑
本
当
の
と
こ
ろ
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
っ
て
考
え
続
け
る
︑
そ
れ
こ
そ
が
本
当
の
学
問
じ
ゃ

な
い
の
か
い
︖

た
め
ぐ
ち
先
⽣
も
︑
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
だ
よ
︑
だ
か
ら
楽
し
い
ん
だ
よ
︕

と
︑
思
わ
ず
⼒
が
⼊
っ
た
が
︑
こ
の
形
に
つ
い
て
は
︑
な
お
も
今
後
の
研
究
が
待
ち
た
い
と
こ
ろ
だ
ね
︒

ち
な
み
に
こ
の
形
も
反
語
や
詠
嘆
の
意
味
で
⽤
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

何
楚
⼈
之
多
也
︒

ゾ

の

キ

や

▼
何
ぞ
楚
⼈
の
多
き
や
︒

な
ん

そ

ひ
と

お
ほ

▽
ど
う
し
て
楚
の
⼈
が
多
い
の
か
︒
︵
↓
な
ん
と
楚
の
⼈
の
多
い
こ
と
よ
︒
︶

劉
邦
率
い
る
漢
軍
と
項
⽻
の
楚
軍
の
攻
防
の
最
後
に
近
い
﹁
四
⾯
楚
歌
﹂
の
場
⾯
だ
︒

垓
下
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
項
⽻
が
︑
夜
︑
四
⾯
み
な
⾃
分
の
祖
国
の
楚
の
歌
に
満
ち
て
い
る
の
を
聞
い
て
︑
﹁
漢
軍
は
み
な

が
い

か

す
で
に
楚
を
占
領
し
た
の
か
﹂
と
驚
き
︑
思
わ
ず
⼝
に
し
た
⾔
葉
だ
ね
︒

こ
れ
も
﹁
楚
⼈
﹂
と
形
容
詞
の
﹁
多
﹂
が
主
語
と
述
語
の
関
係
だ
ろ
︖

シ

こ
の
⽂
は
教
科
書
や
参
考
書
で
は
︑
詠
嘆
⽂
と
解
さ
れ
て
い
る
け
ど
︑
本
来
は
本
来
疑
問
⽂
だ
︒

⼀
応
現
在
の
主
流
の
解
釈
で
は
﹁
な
ん
で
多
い
の
か
︕
﹂
と
い
う
意
味
だ
け
ど
︑
そ
の
驚
き
が
﹁
な
ん
と
多
い
こ
と
よ
﹂
と

い
う
詠
嘆
の
気
持
ち
に
つ
な
が
る
わ
け
だ
︒
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こ
の
場
合
も
︑
﹁
之
﹂
は
﹁
こ
の
よ
う
に
﹂
と
か
﹁
こ
ん
な
に
も
﹂
と
訳
す
と
い
う
の
が
通
説
︒

で
も
︑
さ
っ
き
⾔
っ
た
よ
う
に
︑
先
⽣
⾃
⾝
︑
ほ
ん
と
の
と
こ
ろ
ど
う
な
の
か
な
︖
っ
て
疑
わ
し
く
思
う
し
︑
﹁
こ
の
よ
う

に
﹂
と
い
う
訳
が
な
く
て
も
間
違
い
扱
い
は
さ
れ
な
い
と
思
う
か
ら
︑
い
ち
い
ち
付
け
な
く
て
も
い
い
ぜ
︒

え
︖
ち
な
み
に
先
⽣
は
ど
う
い
う
意
味
だ
と
考
え
て
る
の
か
っ
て
︖

う
〜
ん
︑
あ
く
ま
で
先
⽣
の
想
像
だ
ぜ
︑
﹁
な
ん

と
い
う
楚
⼈
の
多
さ
だ
︕
﹂
だ
ね
︒

⼤
声
で
⾔
う
な
よ
︑
ま
だ
確
証
は
得
ら
れ
て
な
い
ん
だ
か
ら
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
の
︑
Ａ
と
Ｂ
が
﹁
主
語
＋
述
語
﹂
の
場
合
は
次
の
意
味
を
表
す
︒

何
Ａ
之
Ｂ
︒

▼
何
ぞ
Ａ
の
Ｂ
す
る
︵
や
︶
︒

︙
Ａ
と
Ｂ
は
主
述
関
係

．

な
ん

ゾ

ス
ル
︵
ヤ
︶

▽
ど
う
し
て
Ａ
が
Ｂ
す
る
の
か
︒

何
Ａ
之
Ｂ
︒

▼
何
ぞ
Ａ
の
Ｂ
な
る
︵
や
︶
︒

︙
Ａ
と
Ｂ
は
主
述
関
係

．

な
ん

ゾ

ナ
ル
︵
ヤ
︶

▽
ど
う
し
て
Ａ
が
Ｂ
で
あ
る
の
か
︒

・
﹁
之
﹂
が
﹁
こ
の
よ
う
に
・
あ
の
よ
う
に
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
と
い
う
通
説
が
あ
る
が
︑
⼝
語
訳
に
反
映
さ
せ

な
く
て
よ
い
︒

・
こ
の
形
は
反
語
や
詠
嘆
で
⽤
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

・
⽂
末
に
語
気
詞
﹁
也
﹂
が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
の
場
合
は
﹁
也
﹂
を
﹁
や
﹂
と
訓
読
す
る
︒

③
Ａ
と
Ｂ
が
述
語
と
補
語
の
関
係
の
場
合

混
乱
さ
せ
と
い
て
悪
い
ん
だ
が
︑
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
の
形
に
は
︑
さ
ら
に
も
う
１
つ
あ
る
ん
だ
よ
︒

そ
れ
は
︑
Ｂ
が
述
語
Ａ
の
補
語
と
い
う
関
係
だ
︒

つ
ま
り
︑
Ａ
す
る
こ
と
の
程
度
や
状
態
を
Ｂ
が
表
し
て
る
関
係
だ
ね
︒

ま
ず
︑
例
を
⾒
て
く
れ
︒

⼤
姉
︑何
蔵
之
深
也
︒

ゾ

ル
ル
コ
ト
の

キ

や

▼
⼤
姉
︑
何
ぞ
蔵
る
る
こ
と
の
深
き
や
︒

た
い

し

な
ん

か
く

ふ
か

▽
姉
上
︑
な
ん
と
深
く
隠
れ
て
お
ら
れ
た
こ
と
よ
︒

﹁
蔵
﹂
と
い
う
述
語
の
状
態
が
﹁
深
﹂
と
⽰
さ
れ
る
関
係
だ
ね
︒

ル

シ
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古
典
中
国
語
⽂
法
で
は
︑
こ
う
い
う
﹁
深
﹂
み
た
い
な
働
き
を
す
る
語
を
補
語
と
呼
ん
で
︑
述
語
に
意
味
を
補
う
語
と
説

シ

明
し
て
る
ん
だ
︒

だ
か
ら
︑
﹁
隠
れ
る
こ
と
が
深
い
﹂
で
は
な
く
﹁
深
く
隠
れ
る
﹂
と
解
釈
す
る
わ
け
︒

さ
っ
き
の
形
と
同
じ
で
︑
こ
の
場
合
も
﹁
之
﹂
を
指
⽰
代
詞
と
し
て
﹁
こ
の
よ
う
に
﹂
と
解
釈
す
る
の
が
通
説
︒

つ
ま
り
︑
﹁
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
深
く
隠
れ
て
い
る
の
か
﹂
と
解
釈
す
る
ん
だ
け
ど
︑
そ
い
つ
を
疑
わ
し
い
と
思
っ
て
る
の

が
こ
の
た
め
ぐ
ち
先
⽣
さ
︒

え
︖
こ
こ
で
も
先
⽣
の
解
釈
が
聞
き
た
い
っ
て
︖

⼤
き
な
声
で
⾔
う
な
よ
︑
﹁
姉
上
︑
な
ん
と
い
う
御
隠
遁
の
深
さ
で

す
︕
﹂
だ
︒

つ
ま
り
︑
先
⽣
は
述
語
﹁
蔵
﹂
と
補
語
﹁
深
﹂
の
関
係
で
は
な
く
︑
﹁
蔵

之
深
﹂
を
名
詞
句
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
る

ル

シ

ル
ル
コ
ト

キ

ん
だ
が
︑
本
当
の
と
こ
ろ
は
ど
う
な
ん
だ
ろ
う
ね
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
﹁
何
Ａ
之
Ｂ
﹂
の
︑
Ａ
と
Ｂ
が
﹁
述
語
＋
補
語
﹂
の
場
合
は
次
の
意
味
を
表
す
︒

何
Ａ
之
Ｂ
︒

▼
何
ぞ
Ａ
の
Ｂ
な
る
︵
や
︶
︒

︙
Ａ
と
Ｂ
は
述
補
関
係

．

な
ん

ゾ

ナ
ル
︵
ヤ
︶

▽
ど
う
し
て
Ｂ
︵
の
状
態
で
︶
Ａ
す
る
の
か
︒

・
﹁
ど
う
し
て
Ａ
が
Ｂ
で
あ
る
の
か
﹂
と
訳
し
て
も
よ
い
︒

・
こ
の
形
も
﹁
之
﹂
が
﹁
こ
の
よ
う
に
・
あ
の
よ
う
に
﹂
と
い
う
意
味
を
表
す
と
い
う
通
説
が
あ
る
が
︑
⼝
語
訳
に

反
映
さ
せ
な
く
て
よ
い
︒

・
こ
の
形
も
反
語
や
詠
嘆
で
⽤
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

・
⽂
末
に
語
気
詞
﹁
也
﹂
が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
の
場
合
は
﹁
也
﹂
を
﹁
や
﹂
と
訓
読
す
る
︒

６
．﹁
何
其
Ａ

﹂
の
形

ゾ

レ

ス
ル
︵
ヤ
︶

そ
の
他
の
疑
問
の
形
の
最
後
は
︑
﹁
何
其
Ａ

﹂
の
形
︑
﹁
ど
う
し
て
Ａ
す
る
の
か
﹂
と
い
う
意
味
な
ん
だ
け
ど
︑
こ

ゾ

レ

ス
ル
︵
ヤ
︶

の
﹁
其
﹂
が
ま
た
ど
う
い
う
働
き
な
の
か
︑
諸
説
あ
る
と
こ
ろ
な
ん
だ
︒

レ

単
に
﹁
何
﹂
の
後
に
つ
い
て
語
気
を
強
め
て
る
っ
て
い
う
⼈
も
あ
る
し
︑
い
や
い
や
指
⽰
代
詞
の
働
き
で
﹁
そ
の
よ
う
に
﹂

っ
て
意
味
な
ん
だ
と
い
う
⼈
も
あ
っ
て
︑
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
︒

で
も
︑
君
ら
の
場
合
︑
と
り
あ
え
ず
﹁
ど
う
し
て
Ａ
す
る
の
か
﹂
っ
て
意
味
だ
っ
て
こ
と
と
︑
こ
の
形
も
反
語
や
詠
嘆
で
も

⽤
い
ら
れ
る
っ
て
こ
と
を
押
さ
え
て
お
い
て
く
れ
れ
ば
⼗
分
さ
︒

夫
⼦
聖
者
与
︒何
其
多
能
也
︒

ハ

か

ゾ

レ

ナ
ル

や
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▼
夫
⼦
は
聖
者
か
︒
何
ぞ
其
れ
多
能
な
る
や
︒

ふ
う

し

せ
い
じ
や

な
ん

そ

た

の
う

▽
先
⽣
︵
＝
孔
⼦
︶
は
︵
本
当
に
︶
聖
⼈
で
す
か
︒
︵
そ
れ
に
し
て
は
︶
ど
う
し
て
多
能
で
あ
る
の
か
︒
︵
↓
な
ん
と
多
能
で
あ
る
こ

と
よ
︒
︶

こ
の
例
︑
﹁
其
﹂
を
﹁
あ
の
よ
う
に
﹂
と
訳
し
て
﹁
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
多
能
な
の
か
﹂
と
訳
す
こ
と
も
あ
る
︒

レ

で
も
︑
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
な
ん
で
︑
君
ら
は
﹁
其
﹂
を
訳
さ
な
く
て
も
い
い
︒

レ

﹃
論
語
﹄
が
出
典
の
こ
の
⽂
は
︑
聖
⼈
は
ゆ
っ
た
り
構
え
る
も
の
で
︑
細
々
と
多
能
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
前
提
︒

も
ち
ろ
ん
疑
問
で
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
︑
訳
に
⽰
し
て
お
い
た
よ
う
に
感
嘆
・
詠
嘆
で
も
解
せ
る
︒

そ
れ
は
︑
そ
も
そ
も
疑
問
︑
反
語
︑
詠
嘆
が
︑
似
た
⼼
理
状
態
を
背
景
に
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
よ
︒

さ
っ
き
の
﹁
何
楚
⼈
之
多
也
﹂
だ
っ
て
︑
そ
う
だ
っ
た
ろ
︖

ゾ

キ

﹁
ど
う
し
て
多
能
な
の
か
︖
﹂
と
い
う
素
朴
な
疑
問
の
場
合
だ
っ
て
あ
る
し
︑
多
能
じ
ゃ
だ
め
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
思
い
を

背
景
に
﹁
ど
う
し
て
多
能
な
の
か
︖
﹂
と
問
い
か
け
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
︒
こ
れ
が
反
語
だ
よ
ね
︖

そ
れ
に
対
し
て
︑
﹁
ど
う
し
て
多
能
な
の
か
︑
す
ご
い
な
ぁ
︙
﹂
と
な
れ
ば
感
嘆
・
詠
嘆
に
な
る
︒

こ
の
例
⽂
︑
感
嘆
・
詠
嘆
で
も
訳
せ
る
っ
て
⾔
っ
た
け
ど
︑
聖
⼈
た
る
も
の
多
能
っ
て
の
は
ち
ょ
い
と
変
じ
ゃ
な
い
の
︖

ゆ
っ
た
り
構
え
て
へ
ん
や
ん
︕
聖
⼈
ち
ゃ
う
ん
と
ち
ゃ
う
︖
な
ん
て
気
持
ち
を
背
景
に
す
れ
ば
反
語
と
解
釈
す
る
こ
と
だ
っ

て
で
き
る
よ
ね
︒

疑
問
な
の
か
︑
反
語
な
の
か
︑
は
た
ま
た
感
嘆
・
詠
嘆
な
の
か
に
つ
い
て
︑
う
る
さ
く
こ
だ
わ
る
先
⽣
も
あ
る
っ
て
聞
く
け

ど
︑
は
っ
き
り
わ
か
る
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
わ
か
ら
ん
こ
と
だ
っ
て
普
通
に
あ
る
ぜ
︒

⾔
っ
た
本
⼈
に
聞
い
て
み
な
き
ゃ
わ
か
ら
ん
場
合
も
あ
る
ん
だ
か
ら
︑
あ
ん
ま
り
細
か
く
こ
だ
わ
る
必
要
は
あ
り
ま
し
ぇ
ん
︒

◎
ポ
イ
ン
ト
︕
︙
﹁
何
其
Ａ
﹂
は
︑
単
純
に
﹁
ど
う
し
て
Ａ
す
る
の
か
﹂
と
い
う
疑
問
を
表
す
︒

ゾ

レ

ス
ル

何
其
Ａ
︒

▼
何
ぞ
其
れ
Ａ
す
る
︵
や
︶
︒

な
ん

ゾ

レ

ス
ル
︵
ヤ
︶

▽
ど
う
し
て
Ａ
す
る
の
か
︒

・
﹁
其
﹂
が
﹁
そ
の
よ
う
に
﹂
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
説
も
あ
る
が
︑
訳
さ
な
く
て
も
よ
い
︒

レ

・
こ
の
形
も
反
語
や
詠
嘆
で
⽤
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

・
⽂
末
に
語
気
詞
﹁
也
﹂
が
置
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
の
場
合
は
﹁
也
﹂
を
﹁
や
﹂
と
訓
読
す
る
︒

さ
て
︑
君
た
ち
︑
よ
く
が
ん
ば
っ
た
ね
︒

疑
問
の
形
は
種
類
も
多
く
て
︑
語
法
学
習
の
⼤
き
な
ハ
ー
ド
ル
だ
っ
た
も
ん
な
︒

次
の
講
義
は
反
語
だ
︒

今
⽇
は
ゆ
っ
く
り
休
ん
で
く
れ
︒
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