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第
１
問

次
の
文
章
は
、
二
十
世
紀
末
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
環
境
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
言
葉
の
生
産
と
流
通
を
め
ぐ
る
社
会
的
諸
関
係
を「
言
葉

の
エ
コ
ノ
ミ
ー
」と
規
定
し
た
後
に
続
く
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
６
）に
答
え
よ
。（
配
点

５０
）

言
葉
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
空
間
に
文
字
が
持
ち
込
ん
だ
重
要
な
こ
と
の
一
つ
は
、
言
葉
が
声
以
外
の
表
現
媒
体
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
一
次

的
な
媒
体
で
あ
っ
た「
声
」と
二
次
的
な
媒
体
で
あ
る「
文
字
」と
の
間
に
時
間
的
・
空
間
的
な「
へ
だ
た
り
」が
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

文
字
に
書
か
れ
る
こ
と
で
、
言
葉
は「
声
」と「
文
字
」と
に
分
裂
す
る
。
こ
の
時
、
声
の
方
は
し
ば
し
ば
言
葉
を
発
す
る
身
体
に
直
接
属
す
る「
内
的
」

な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
他
方
、
文
字
の
方
は
そ
の
よ
う
な「
内
面
」か
ら
距
離
化
さ
れ
た「
表
層
」に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
意

し
た
い
の
は
、
Ａ
声
と
し
て
の
言
葉
も
す
で
に
、
そ
の
内
部
に
文
字
と
同
じ
よ
う
な
へ
だ
た
り
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
こ
と
は
、「
声
」と「
音
」と
の
区
別
を
考
え
て
み
る
と
分
か
り
や
す
い
。

「
音
声
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
普
通
言
う
意
味
で
の
人
間
の
声
は
音
で
あ
る
。
で
は
、
声
で
あ
る
音
と
声
で
な
い
音
と
は
ど
う
違
う
の
か
。

音
声
学
的
な
音
の
特
性
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
楽
器
の
音
の
音
波
形
に
は
完
全
な
周
期
性
が
見
ら
れ
る
が
、
人
間
の

声
に
は
そ
の
よ
う
な
完
全
な
周
期
性
は
見
ら
れ
な
い
。
ヴ
ィ
ブ
ラ
ー
ト
に
よ
る
声
の
ソ
ウ
�
シ
ョ
ク
は
、
人
間
の
声
の
こ
の
特
性
を
利
用
し
て
い

る
。
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
そ
の
よ
う
な
音
声
学
的
な
特
性
と
は
別
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
普
通
、
人
間
の
よ
う
な
生
物
の
、
心
の
よ
う
な
内

的
な
も
の
に
か
か
わ
る
意
味
を
と
も
な
っ
て
発
せ
ら
れ
る
音
を「
声
」と
呼
ん
で
、
物
や
体
が
擦
れ
合
っ
た
り
ぶ
つ
か
っ
た
り
し
て
出
る「
音
」か
ら
区
別

し
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
う
少
し
抽
象
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
声
に
は「
内
部（
内
面
）」が
あ
る
が
、
音
に
は「
内
部（
内
面
）」が
な
い
。「
声
と
し
て
の
音
」の
背
後
に
は
、

声
と
し
て
の
音
に
は
�
カ
ン
ゲ
ン
さ
れ
な
い「
何
か
」が
存
在
し
て
お
り
、
声
は
そ
の「
何
か
」を
表
現
す
る
音
で
あ
る
こ
と
で「
言
葉
」に
な
る
。
音
と

し
て
の
声
が
表
現
す
る
こ
の「
何
か
」は
、
し
ば
し
ば
言
葉
を
発
す
る
人
間
の
身
体
の
内
部
や
心
の
内
部
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
身
体

に
発
す
る
音
は
、
身
体
や
心
の
内
部
に
あ
る
も
の
を
表
現
す
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
で「
声
」に
な
る
。
あ
る
い
は
物
理
学
者
（
注
�
）

ホ
ー
キ
ン
グ
の
音
声
合

成
装
置
か
ら
発
す
る「
声
」の
よ
う
に
、
人
の
身
体
か
ら
直
接
発
し
た
の
で
は
な
い
音
で
も
、
人
に
発
す
る
意
志
や
意
味
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
声
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に
な
る
の
で
あ
る
。

は
ら

声
は
言
葉
の
メ
デ
ィ
ア（
あ
る
い
は
意
味
の
メ
デ
ィ
ア
）で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
音
と
は
異
な
る
内
的
な
へ
だ
た
り
を
自
ら
の
内
に
孕
む
。

声
の
向
こ
う
側
に
あ
る「
何
か
」は
、
必
ず
し
も
近
代
的
な
意
味
で
の「
主
体
」や「
自
我
」で
あ
る
必
要
は
な
い
。
人
間
の
歴
史
の
な
か
で
、
人
は
時
に
神

や
�
ソ
セ
ン
の
言
葉
を
語
り
、
部
族
や
身
分
の
言
葉
を
語
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
人
は
私
た
ち
が
知
る
よ
う
な「
内
面
」と
し
て
語
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
人
は
自
ら
を
媒
介
と
し
て「
誰
か
」の
言
葉
を
語
る
。
Ｂ
「
私
」と
は
、
そ
の「
誰
か
」が
取
り
う
る
一
つ
の
位
相
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の

こ
と
は
、
声
や
そ
れ
を
発
す
る
身
体
も
ま
た
、
語
ら
れ
る
言
葉
に
と
っ
て
は
一
つ
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

話
さ
れ
る
言
葉
の
向
こ
う
に
居
る
者
が
誰
で
あ
る
の
か
は
、
言
葉
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
構
造
を
決
定
す
る
重
要
な
条
件
で
あ
る
。
近
代
の
社
会
は
こ
の

「
誰
か
」を
、
も
っ
ぱ
ら
語
る
身
体
の
内
部
に
あ
る「
私
」へ
と
帰
属
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
言
葉
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
空
間
を
組
織
し
て
き
た
。

あ
ら

声
を
電
気
的
に
複
製
し
、
再
生
し
、
転
送
す
る
メ
デ
ィ
ア
が
現
わ
れ
る
の
は
、
言
葉
、
と
り
わ
け
声
を
人
々
の
内
部
へ
と
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
の
近
代

と
い
う
時
代
の
、
十
九
世
紀
も
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
電
話
や
レ
コ
ー
ド
の
よ
う
に
音
声
を
電
気
的
に
再
生
し
、
伝
達
し
、
蓄
積
す
る

一
群
の
技
術
が
発
明
・
開
発
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ら
の
技
術
を
利
用
し
た
複
製
メ
デ
ィ
ア
の
中
に
、
肉
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
複
製
さ
れ
た「
声
」が
現
わ

れ
る
。

電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
声
の
再
生
、
蓄
積
、
転
送
は
、
声
と
し
て
の
言
葉
と
そ
れ
を
発
話
す
る
人
間
の
身
体
と
を
時
間
的
・
空
間
的
に
切
り
離

す
。
電
話
や
ラ
ジ
オ
の
場
合
、
話
さ
れ
る
言
葉
は
、
話
さ
れ
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
話
す
身
体
と
は
遠
く
離
れ
た
場
所
で
再
生
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
電
話

や
ラ
ジ
オ
は
、
話
す
身
体
と
話
さ
れ
る
言
葉
を
空
間
的
に
切
り
離
し
て
い
る
。
他
方
、
（
注
�
）

レ
コ
ー
ド
や
テ
ー
プ
、
Ｃ
Ｄ
の
場
合
、
声
と
し
て
の
言
葉
は
そ

れ
を
発
す
る
身
体
か
ら
時
間
的
に
も
切
り
離
さ
れ
、
任
意
の
時
間
に
任
意
の
場
所
で
、
話
し
手
や
歌
い
手
の
意
思
に
か
か
わ
り
な
く
再
生
さ
れ
る
。
そ

こ
で
は
声
は
、
ち
ょ
う
ど
文
字
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
発
す
る
身
体
か
ら
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
切
り
離
さ
れ
て
生
産
さ
れ
、
流
通
し
、
消
費
さ
れ

る
。電

気
的
な
複
製
メ
デ
ィ
ア
の
初
期
の
発
明
者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
が
言
葉
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
も
た
ら
す
こ
の
時
間
的
・
空
間
的
な
へ
だ
た

り
を
、
直
観
的
に
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
電
話
を
意
味
す
る
〝telephone

〞
は
、「
遠
い
」tele

と「
音
」phone

が
結
び
つ
く
と
こ
ろ
に
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成
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
初
期
の
レ
コ
ー
ド
の
発
明
者
た
ち
が
彼
ら
の
発
明
に
与
え
た
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
や
グ
ラ
フ
ォ
フ
ォ
ン
、
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
等
の
名

は
、「
音
」phone

と「
文
字（
書
）」graph,

gram

を
組
み
合
わ
せ
て
造
語
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
名
は
、
声
を
身
体
か
ら
遠
く
引
き
離
し
、
か
つ

て
文
字
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
声
と
し
て
の
言
葉
を
蓄
積
し
、
転
送
し
、
再
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
の
原
理
的
な

あ
り
方
を
表
現
し
て
い
る
。

電
気
的
な
複
製
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
は「
書
か
れ
た
声
」、「
遠
い
声
」で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
そ
の
（
注
�
）

所
記
性
や
遠
隔
性
に
よ
っ
て
、
文
字
が
言
葉
の
エ

コ
ノ
ミ
ー
に
持
ち
込
ん
だ
声
と
言
葉
の
間
の
へ
だ
た
り
と
同
じ
よ
う
な
へ
だ
た
り
を
、
複
製
さ
れ
る
声
と
そ
の
声
を
発
し
た
身
体
の
間
に
持
ち
込
む
の

で
あ
る
。

電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
の「
書
か
れ
た
声
」「
遠
い
声
」は
、
言
葉
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
空
間
に
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

か
つ
て
文
字
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、「
声
で
な
い
言
葉
」を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
、
言
葉
か
ら
声
を
引
き
剝
が
し
、
や
が
て
そ
れ
を
人
び
と
の
内
部

（
内
面
）に
帰
属
さ
せ
て
い
っ
た
。
電
気
的
な
複
製
メ
デ
ィ
ア
は
、
声
と
し
て
の
言
葉
を
語
り
・
歌
う
身
体
か
ら
切
り
離
し
、
引
き
剝
が
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
声
が
身
体
に
と
っ
て
外
在
的
な
位
相
を
と
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
声
と
し
て
の
言
葉
は
そ
も
そ
も
、
そ
れ
が
表
現
す
る「
内
部
」に
た
い
し
て
外
在
的
な「
音
」と
し
て
の
位
相
を
も
っ
て
い

た
。
だ
か
ら
、
よ
り
精
確
に
言
え
ば
、
電
気
的
な
複
製
メ
デ
ィ
ア
は
声
を
、
そ
れ
を
語
り
・
歌
う
身
体
か
ら
時
間
的
・
空
間
的
に
切
り
離
す
こ
と
で
、

言
葉
と
し
て
の
声
が
内
的
に
孕
む
あ
の
へ
だ
た
り
を
顕
在
化
す
る
の
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

電
気
的
な
複
製
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
再
生
さ
れ
る
声
と
そ
れ
を
語
る
身
体
は
相
互
に
外
在
し
あ
う
。
こ
の
時
、
声
と
身
体
は
、
そ
れ
ま
で
互
い
を

つ
か

結
び
つ
け
て
き
た
言
葉
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
か
ら
束
の
間
解
放
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
筆
者
た
ち
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
し
た「
電
話
中
毒
」の
大
学
生
の
一
人
は
、

深
夜
の
長
電
話
の
最
中
に
自
分
が「
声
だ
け
に
な
っ
て
い
る
」よ
う
な
感
覚
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
と
語
っ
て
い
た
。
ま
た
、
精
神
科
医
の
大
平
健
が
報
告

す
る
事
例
に
お
い
て
、
あ
る
女
性
は
（
注
�
）

無
言
電
話
に
お
け
る
他
者
と
の
関
係
の
感
覚
を
、
（
注
�
）

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
技
術
と
機
械
と
を
結
び
つ
け
た
言
葉
で

あ
る「
メ
カ
ト
ロ
」と
い
う
機
械
的
な
隠
喩
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
身
体
感
覚（
あ
る
い
は
脱

身
体
感
覚
）は
、
語
る
身
体
と
語
ら
れ
る

声
と
が
相
互
に
外
在
化
す
る
電
気
的
な
複
製
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
の
空
間
で
、
語
り
手
の
主
体
性
が
身
体
に
た
い
し
て
外
在
し
た
り
、
身
体
か
ら
切
り
離

（２２０１―６）― ６ ―



さ
れ
た
声
の
側
に
投
射
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

レ
コ
ー
ド
や
Ｃ
Ｄ
の
よ
う
に
、
時
に
様
々
な
加
工
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
声
を
蓄
積
し
、
再
生
す
る
メ
デ
ィ
ア
や
、
ラ
ジ
オ
番
組
や
テ
レ
ビ
番
組
の
よ
う

な
組
織
的
に
編
集
さ
れ
た「
作
品
」の
な
か
の
声
の
場
合
、
事
情
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
、
声
は
そ
れ
を
語
り
・
歌
う
者
を

主
体
と
す
る
表
現
と
い
う
形
を
と
る
場
合
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
つ
ね
に
、
語
り
・
歌
う
者
以
外
の
多
く
の
人
々
に
よ
る
、
声
を
対
象

と
し
た
様
々
な
操
作
と
と
も
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
声
は
主
体
と
し
て
で
は
な
く
客
体
と
し
て
対
象
化
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
加

工
、
編
集
さ
れ
た
声
は「
商
品
」と
し
て
多
く
の
人
々
の
前
に
現
わ
れ
、
消
費
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
声
は
も
は
や
特
定
の
身
体
や
主
体
に
帰
属

す
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
こ
で
は
声
は
、
語
ら
れ
・
歌
わ
れ
た
言
葉
の
生
産
、
流
通
、
消
費
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
制
度
と
技
術
の
中
に
深
く
埋
め
込

ま
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
制
度
と
技
術
に
支
え
ら
れ
、
特
定
の
人
称
へ
の
帰
属
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
（
注
�
）

テ
ク
ス
ト
の
よ
う
に
多
様
な
人
々
の
中
へ
と
開

か
れ
る
。
そ
し
て
時
に
は
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
ア
イ
ド
ル
や
Ｄ
Ｊ
た
ち
の
よ
う
に
、
言
葉
を
語
り
・
歌
う
者
の
側
が
、
生
産
さ
れ
流
通
す
る
声
に
帰
属
す

る
者
と
し
て
現
わ
れ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。

電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
は
、
そ
れ
を
発
し
た
身
体
か
ら
時
間
的
・
空
間
的
に
切
り
離
さ
れ
た
声
で
あ
る
。
Ｃ
そ
れ
は
時
に
声
を
発
し
た
身

さ
さ
や

体
の
側
を
自
ら
に
帰
属
さ
せ
て
響
き
、
ま
た
時
に
は
特
定
の
人
称
か
ら
解
き
放
た
れ
て
囁
き
か
け
る
。
電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
を
聞
く
時
、
人

が
経
験
す
る
の
は
身
体
に
外
在
す
る
こ
の
よ
う
な
声
の
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
声
が
可
能
に
す
る
関
係
の
構
造
の
変
容
で
あ
る
。

わ
か
ば
や
し
み
き

お

（
若
林
幹
夫「
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
」に
よ
る
）

（
注
）

�

ホ
ー
キ
ン
グ

イ
ギ
リ
ス
の
理
論
物
理
学
者（
一
九
四
二
―
二
〇
一
八
）。
難
病
に
よ
り
歩
行
や
発
声
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
補
助
器
具
を
使
っ

て
い
た
。

�

レ
コ
ー
ド
や
テ
ー
プ
、
Ｃ
Ｄ

音
声
や
音
楽
を
録
音
し
て
再
生
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
。

�

所
記
性

書
き
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
、
意
味
内
容
と
し
て
の
性
質
。

�

無
言
電
話

電
話
に
出
て
も
発
信
者
が
無
言
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
。
か
つ
て
の
電
話
に
は
番
号
通
知
機
能
が
な
か
っ
た
。

（２２０１―７）― ７ ―



�

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

通
信
・
計
測
・
情
報
処
理
な
ど
に
関
す
る
学
問
。
電
子
工
学
。

�

テ
ク
ス
ト

文
字
で
書
か
れ
た
も
の
。
文
章
や
書
物
。

（２２０１―８）― ８ ―



問
１

傍
線
部
�
〜
�
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１

〜

３

。

�

ソ
ウ
シ
ョ
ク

１

�������
�

調
査
を
イ
シ
ョ
ク
す
る

�

キ
ョ
シ
ョ
ク
に
満
ち
た
生
活

�

ゴ
シ
ョ
ク
を
発
見
す
る

�

フ
ッ
シ
ョ
ク
で
き
な
い
不
安

�

カ
ン
ゲ
ン

２

�������
�

首
位
を
ダ
ッ
カ
ン
す
る

�

主
張
の
コ
ン
カ
ン
を
問
う

�

カ
ン
シ
ュ
ウ
に
倣
う

�

カ
ン
サ
ン
と
し
た
町

�

ソ
セ
ン

３

�������
�

ク
ウ
ソ
な
議
論

�

ヘ
イ
ソ
の
努
力

�

禅
宗
の
カ
イ
ソ

�

原
告
の
ハ
イ
ソ

（２２０１―９）― ９ ―



問
２

傍
線
部
Ａ「
声
と
し
て
の
言
葉
も
す
で
に
、
そ
の
内
部
に
文
字
と
同
じ
よ
う
な
へ
だ
た
り
を
も
っ
て
い
た
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と

か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

４

。

�

言
葉
は
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
層
と
し
て
の
文
字
と
内
面
と
し
て
の
声
に
分
裂
し
た
が
、
も
と
も
と
声
に
出
さ
れ
た
言
葉
に
も
音
と

そ
れ
が
表
現
し
て
い
る
内
的
な
も
の
と
の
間
に
差
異
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

言
葉
は
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
次
的
な
声
と
二
次
的
な
文
字
に
分
裂
し
た
が
、
も
と
も
と
声
に
出
さ
れ
た
言
葉
に
も
一
次
的
な
音
と

し
て
の
性
質
と
二
次
的
な
心
の
内
部
と
の
間
に
距
離
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

言
葉
は
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
媒
体
と
し
て
の
文
字
と
身
体
か
ら
発
す
る
声
に
分
裂
し
た
が
、
も
と
も
と
声
に
出
さ
れ
た
言
葉
に
も
客

体
と
し
て
の
音
と
主
体
と
し
て
の
声
と
の
間
に
違
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

言
葉
は
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
性
を
と
も
な
っ
た
声
と
空
間
的
に
定
着
さ
れ
た
文
字
に
分
裂
し
た
が
、
も
と
も
と
声
に
出
さ
れ
た

言
葉
に
も
音
声
学
的
な
音
と
生
物
学
的
な
声
と
の
間
に
開
き
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

言
葉
は
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
字
と
声
に
分
裂
し
た
が
、
も
と
も
と
声
に
出
さ
れ
た
言
葉
に
も
完
全
な
周
期
性
を
も
っ
た
表
層
的
な

音
と
周
期
性
を
も
た
な
い
内
的
な
声
と
の
間
に
ず
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

（２２０１―１０）― １０ ―



問
３

傍
線
部
Ｂ「『
私
』と
は
、
そ
の『
誰
か
』が
取
り
う
る
一
つ
の
位
相
に
過
ぎ
な
い
。」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

５

。

�

人
間
は
も
と
も
と
他
者
の
言
葉
を
語
っ
た
た
め
音
と
身
体
と
の
間
に
へ
だ
た
り
が
あ
っ
た
が
、
声
が「
私
」の
内
面
を
直
接
表
現
す
る
と
考

え
る
近
代
社
会
で
は
両
者
の
関
係
が
密
接
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

�

人
間
は
歴
史
の
な
か
で
共
同
体
の
秩
序
と
つ
な
が
っ
た
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
意
志
を
決
定
し
て
い
た
が
、
近
代
社
会
で
は
内
面
の
声
に
従

う「
私
」が
他
者
か
ら
へ
だ
て
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

声
は
本
来
人
間
の
長
い
歴
史
を
蓄
積
し
た
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
言
葉
を
な
か
だ
ち
と
し
て「
私
」が
自
我
と
は
異
な
る
他
者
と
語

り
あ
う
と
い
う
近
代
社
会
の
発
想
は
一
面
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

�

声
は
元
来
現
実
の
外
部
に
あ
る「
何
か
」に
よ
っ
て
世
界
の
意
味
を
想
定
す
る
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
表
現
さ
れ
る
考
え
が「
私
」の

内
部
に
帰
属
す
る
と
い
う
発
想
は
近
代
に
な
る
ま
で
現
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

声
は
か
つ
て
状
況
に
応
じ
て
個
人
の
意
志
を
超
え
た
様
々
な
存
在
の
言
葉
を
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
他
者
と
は
異
な
る

「
私
」の
内
面
を
表
す
と
い
う
近
代
的
な
発
想
が
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

（２２０１―１１）― １１ ―



問
４

傍
線
部
Ｃ「
そ
れ
は
時
に
声
を
発
し
た
身
体
の
側
を
自
ら
に
帰
属
さ
せ
て
響
き
、
ま
た
時
に
は
特
定
の
人
称
か
ら
解
き
放
た
れ
て
囁
き
か
け

る
。」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号

は

６

。

�

電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
は
、
語
り
・
歌
う
者
か
ら
発
し
た
声
を
元
に
様
々
に
複
製
さ
れ
た「
商
品
」と
し
て
流
通
し
た
り
、
声
を
発

す
る
主
体
と
し
て
の
身
体
を
感
じ
さ
せ
な
い
不
気
味
な
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

�

電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
は
、
客
体
と
し
て
対
象
化
し
た
声
を「
作
品
」と
し
、
身
体
を
付
随
さ
せ
て
流
通
し
た
り
、
複
雑
な
制
度
や

技
術
か
ら
自
由
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
多
く
の
人
々
に
受
容
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

�

電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
は
、
声
を
客
体
と
し
て
加
工
し
編
集
す
る
こ
と
で「
作
品
」と
な
り
、
語
り
・
歌
う
者
の
存
在
を
想
起
さ
せ

て
流
通
し
た
り
、
声
を
発
し
た
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
人
々
に
多
様
に
受
容
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

�

電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
は
、
語
り
・
歌
う
者
の
身
体
か
ら
声
の
み
が
引
き
剝
が
さ
れ
て「
商
品
」と
し
て
流
通
し
た
り
、
近
代
に
お

い
て
語
ら
れ
た
自
我
と
い
う
主
体
に
埋
め
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
密
か
に
消
費
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

�

電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
は
、
時
間
的
・
空
間
的
な
へ
だ
た
り
を
超
え
て
、
様
々
な
身
体
が
統
合
さ
れ
た「
作
品
」と
し
て
流
通
し
た

り
、
社
会
的
な
制
度
や
技
術
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
し
て
人
々
に
享
受
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

（２２０１―１２）― １２ ―



問
５

こ
の
文
章
の
構
成
・
展
開
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

７

。

�

声
と
音
と
の
へ
だ
た
り
を
論
拠
に
声
か
ら
自
我
が
切
り
離
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
言
葉
が

主
体
性
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
論
じ
、
近
代
的
な
社
会
構
造
に
お
い
て
声
と
人
間
の
内
部
と
の
関
係
が
変
容
す
る
と
総
括
し
て
い
る
。

�

声
と
文
字
、
声
と
音
、
さ
ら
に
声
と
身
体
と
の
対
照
的
な
関
係
を
捉
え
直
し
、
新
た
に
近
代
に
発
明
さ
れ
た
電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
声
が

身
体
に
内
在
化
し
て
い
く
経
緯
を
説
明
し
な
が
ら
、
社
会
的
な
制
度
や
技
術
に
お
け
る
言
葉
の
関
係
が
変
容
す
る
と
総
括
し
て
い
る
。

�

表
現
媒
体
と
し
て
の
文
字
、
音
、
声
、
身
体
の
区
別
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
十
九
世
紀
後
半
の
電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
声
と
身
体

が
と
も
に
加
工
さ
れ
て
外
在
化
し
た
こ
と
に
ま
で
論
を
広
げ
、
言
葉
の
生
産
と
流
通
を
め
ぐ
る
関
係
が
変
容
す
る
と
総
括
し
て
い
る
。

�

声
と
文
字
と
の
関
係
を
導
入
と
し
て
言
葉
が
内
包
す
る
へ
だ
た
り
と
い
う
概
念
を
中
心
に
論
を
整
理
し
な
が
ら
、
新
た
に
現
れ
た
電
気
的

な
メ
デ
ィ
ア
が
も
た
ら
す
経
験
に
つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
て
考
察
し
、
言
葉
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
関
係
が
変
容
す
る
と
総
括
し
て
い
る
。

�

か
つ
て
は
声
と
し
て
の
音
が
人
間
の
内
部
に
縛
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
問
題
提
起
し
、
電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
に
よ
っ
て
声
が
主
体
か

ら
解
放
さ
れ
て
い
く
仕
組
み
を
検
討
し
な
が
ら
、
音
声
が
消
費
さ
れ
る
現
場
で
言
葉
と
身
体
と
の
関
係
が
変
容
す
る
と
総
括
し
て
い
る
。

（２２０１―１３）― １３ ―



問
６

授
業
で「
メ
デ
ィ
ア
の
中
の
声
」の
本
文
を
読
ん
だ
Ｎ
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
な【
文
章
】を
書
い
た
。
そ
の
後
、
Ｎ
さ
ん
は【
文
章
】を
読
み
直
し
、

語
句
や
表
現
を
修
正
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
後
の
�
〜
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

【
文
章
】本

文
で
は
、「
電
気
的
な
メ
デ
ィ
ア
」に
よ
っ
て
、
声
と
そ
れ
を
発
す
る
人
間
の
身
体
と
が
切
り
離
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

た
。
ａ
本
文
を
読
ん
で
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
書
き
た
い
。

た
と
え
ば
、
映
画
の
吹
き
替
え
版
や
ア
ニ
メ
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
声
を
発
す
る
本
人
の
姿
が
見
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
映
画

の
俳
優
や
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
自
身
が
そ
の
声
を
発
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
別
の
存
在
が
発
し
た
声
で

あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
違
和
感
な
く
聞
い
て
い
る
の
だ
。

ｂ
そ
の
上
、
私
た
ち
は
声
を
聞
い
た
と
き
に
、
そ
こ
に
実
在
す
る
誰
か
が
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、
電
話
や
ボ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
ど
で
家
族
や
友
人
の
声
を
聞
く
と
、
そ
こ
に
そ
の
人
が
い
る
よ
う
に
感
じ
て
安
心
す
る
こ
と
が
あ
る
。

声
と
身
体
は
一
体
化
し
て
い
て
、
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
声
は
間
違
い
な
く
家
族
や
友
人
の
声
だ
と
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ｃ
要
す
る

に
、
声
に
よ
っ
て
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
電
話
で
母
と
姉
と
を
取
り
違
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
ま
た
、
録
音
し
た
私
自
身
の
声
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ｄ
ふ
つ
う
に
そ
れ
が
自
分
の
声
だ
と
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
誰
の
声

か
判
断
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

（２２０１―１４）― １４ ―



�

傍
線
部
ａ「
本
文
を
読
ん
で
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
書
き
た
い
。」に
つ
い
て
、【
文
章
】の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
問
題
提

起
と
し
て
適
切
な
表
現
に
な
る
よ
う
に
修
正
し
た
い
。
修
正
す
る
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

８

。

�

だ
が
、
個
人
の
声
と
身
体
と
は
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
、
声
は
個
人
の
存
在
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
社
会
生
活
の
具

体
的
な
場
面
に
お
い
て
も
、
声
に
よ
っ
て
他
者
の
身
体
の
実
在
を
特
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

�

だ
が
、
声
は
個
人
の
身
体
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
声
と
身
体
と
は
通
常
は
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
密
接
な

関
係
に
あ
る
は
ず
の
声
と
身
体
と
を
切
り
離
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

�

だ
が
、
声
と
身
体
と
は
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
の
、
身
体
と
声
の
持
ち
主
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
れ
で
は
、
声
と
身
体

と
が
一
致
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
と
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

�

だ
が
、
声
と
個
人
の
身
体
と
の
関
係
は
状
況
に
よ
っ
て
は
異
な
り
、
つ
ね
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
声
と
身

体
と
の
結
び
つ
き
が
成
立
す
る
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
条
件
が
想
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（２２０１―１５）― １５ ―



�

傍
線
部
ｂ
〜
ｄ
に
つ
い
て
、【
文
章
】の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
適
切
な
表
現
に
修
正
し
た
い
。
修
正
す
る
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
各
群
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は
、

９

〜

１１

。

ｂ
「
そ
の
上
」

９

�������
�

そ
の
た
め

�

し
か
も

�

し
か
し

�

あ
る
い
は

ｃ
「
要
す
る
に
」

１０

�������
�

ま
さ
に

�

と
こ
ろ
で

�

い
ま
だ
に

�

や
は
り

ｄ
「
ふ
つ
う
に
」

１１

�������
�

ま
さ
か

�

も
し

�

あ
た
か
も

�

お
そ
ら
く

（２２０１―１６）― １６ ―



�

Ｎ
さ
ん
は
、【
文
章
】の
末
尾
に
全
体
の
結
論
を
示
す
こ
と
に
し
た
。
ど
の
よ
う
な
結
論
に
す
る
の
が
よ
い
か
。
そ
の
内
容
の
説
明
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１２

。

�

他
者
の
声
に
つ
い
て
は
個
人
と
身
体
を
切
り
離
さ
ず
に
無
条
件
に
親
近
感
を
抱
く
こ
と
が
あ
る
一
方
、
自
分
自
身
の
声
を
聞
い
た
と
き

に
は
違
和
感
を
抱
く
こ
と
か
ら
、
自
分
以
外
の
存
在
に
限
っ
て
、
声
と
切
り
離
さ
れ
な
い
身
体
性
を
感
じ
る
と
い
う
結
論
に
す
る
。

�

声
を
聞
い
た
と
き
に
実
在
す
る
誰
か
が
い
る
か
の
よ
う
に
考
え
た
り
、
身
近
な
人
間
の
声
を
聞
く
と
そ
の
存
在
を
感
じ
て
安
心
し
た
り

す
る
こ
と
か
ら
、
人
間
の
声
と
身
体
と
は
つ
ね
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
関
係
は
一
定
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
す
る
。

�

声
だ
け
で
個
人
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
者
の
声
か
ら
安
心
感
を
得
た
り
、
自
分
自
身
の
声
を
認
識
し
た
り

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
声
の
側
に
身
体
を
重
ね
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
す
る
。

�

声
を
通
し
て
人
間
の
存
在
を
感
じ
た
り
、
声
を
発
し
た
本
人
以
外
の
何
者
か
に
身
体
性
を
感
じ
て
本
人
の
声
で
あ
っ
て
も
異
な
る
人
物

の
声
と
誤
解
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
人
間
の
声
と
身
体
と
の
関
係
は
一
つ
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
論
に
す
る
。

（２２０１―１７）― １７ ―



む
ろ

う

さ
い
せ
い

第
２
問

次
の
文
章
は
、
室
生
犀
星「
陶
古
の
女
人
」（
一
九
五
六
年
発
表
）の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
６
）に
答
え
よ
。
な

お
、
設
問
の
都
合
で
本
文
の
上
に
行
数
を
付
し
て
あ
る
。（
配
点

５０
）お

り

の
ぞ

つ
ぼ

め

こ
の
（
注
�
）

信
州
の
町
に
も
美
術
商
と
称
す
る
店
が
あ
っ
て
、
彼
は
散
歩
の
折
に
店
の
中
を
覗
い
て
歩
い
た
が
、
よ
し
な
き
壺
に
眼
を
と
め
な
が
ら
何
と
い

ど

こ

あ
き

う
意
地
の
汚
な
さ
で
あ
ろ
う
と
自
分
で
そ
う
思
っ
た
。
見
る
べ
く
も
な
い
（
注
�
）

陶
画
を
よ
く
見
よ
う
と
す
る
、
何
処
ま
で
も
定
見
の
な
い
自
分
に
惘
れ
て
い

た
、
彼
は
こ
れ
ら
の
あ
り
ふ
れ
た
壺
に
、
ち
ょ
っ
と
で
も
心
が
惹
か
れ
る
こ
と
は
、
行
き
ず
り
の
女
の
人
に
眼
を
惹
か
れ
る
美
し
さ
に
よ
く
似
て
い
る

ゆ
え

て
ん
ぽ
う

そ
め
つ
け
も
の

り

ち
よ
う

故
を
も
っ
て
、
郷
愁
と
い
う
名
称
を
つ
け
て
い
た
。
（
注
�
）

天
保
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
ざ
ら
に
あ
る
（
注
�
）

染
付
物
や
、
（
注
�
）

李
朝
後
期
の
ち
ょ
っ
と
し
た
壺
の
染
付

な
ど
に
、
彼
は
い
や
し
く
眼
を
さ
ら
し
て
、
思
い
返
し
て
何
も
買
わ
ず
に
店
を
立
ち
去
る
の
で
あ
る
が
、
Ａ
何
も
も
と
め
る
物
も
、
見
る
べ
き
物
も

な
い
折
の
さ
び
し
さ
は
な
か
な
か
で
あ
っ
た
。
東
京
で
は
陶
器
の
店
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
時
間
を
か
け
て
見
る
べ
き
も
の
も
あ
る
が
、
田
舎
の
町
で
は

き

も
ち

何
も
眼
に
ふ
れ
て
く
る
も
の
は
、
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
気
持
で
き
ょ
う
も
家
ま
で
帰
っ
て
来
る
と
、
庭
の
中
に
一
人
の
青
年
紳
士
が
立
っ
て
い
た
。

よ

し
や
く

つ
つ
み

服
装
も
き
ち
ん
と
し
眼
の
つ
か
い
方
に
も
、
こ
の
若
い
男
の
生
い
立
ち
の
宜
さ
の
ほ
ど
が
見
え
た
。
手
に
は
相
当
に
大
き
い
（
注
�
）

尺
も
あ
る
箱
の
包
を
さ
げ

て
い
た
。
か
れ
は
初
め
て
お
伺
い
す
る
者
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
見
て
い
た
だ
き
た
い
物
が
あ
っ
て
お
忙
し
い
と
は
知
り
な
が
ら
お
訪
ね
し
た
と
い
っ
た
。

う

か
ん
れ
ん

す

彼
は
こ
の
青
年
の
眼
に
な
に
か
に
飢
え
て
い
る
も
の
を
感
じ
て
、
そ
の
飢
え
は
金
銭
に
あ
る
こ
と
が
そ
の
箱
の
品
物
と
関
聯
し
て
直
ぐ
に
感
じ
ら
れ

た
。
彼
は
何
を
見
せ
に
お
見
え
に
な
っ
た
の
か
知
ら
ん
が
、
僕
は
何
も
見
た
い
物
な
ん
か
な
い
と
い
い
、
こ
れ
か
ら
仕
事
に
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

ほ

い
か
ら
、
些
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
間
だ
け
お
会
い
す
る
と
い
っ
て
、
客
を
茶
の
間
に
通
し
た
。
彼
は
ど
う
い
う
場
合
に
も
居
留
守
を
つ
か
っ
た
こ
と
は
な

い
し
、
会
え
な
い
と
い
っ
て
客
を
突
き
帰
す
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
二
分
間
で
も
三
分
間
で
も
会
っ
て
非
常
な
速
度
で
用
件
を
聞
い
て
か
ら
、
い
い
事

な
ら
即
答
を
し
て
や
っ
て
い
た
。
そ
し
て
率
直
に
い
ま
仕
事
中
だ
か
ら
こ
れ
だ
け
会
っ
た
の
だ
か
ら
お
帰
り
と
い
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
一
人
の
訪
客

に
（
注
�
）

女
中
や
ら
娘
や
ら
が
廊
下
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
、
会
う
と
か
会
わ
ん
と
か
い
う
事
で
ご
た
ご
た
し
た
気
分
が
い
や
で
あ
っ
た
。
会
え
ば
二
三
分

も
ら

間
で
済
む
こ
と
で
あ
り
遠
方
か
ら
来
た
人
も
、
会
っ
て
さ
え
貰
え
ば
素
直
に
帰
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
き
ょ
う
の
客
に
も
彼
は
一
体
何
を
僕
に

�１０１５

（２２０１―１８）― １８ ―



き

見
て
く
れ
と
い
う
の
か
と
訊
く
と
、
客
は
言
下
に
陶
器
を
一
つ
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
と
い
っ
た
。
陶
器
に
も
種
類
が
た
く
さ
ん
に
あ
る
が
何
処

の
物
で
す
か
と
い
う
と
、
（
注
�
）

青
磁
で
ご
ざ
い
ま
す
と
い
っ
た
。
彼
は
客
の
眼
に
注
意
し
て
み
た
が
先
刻
庭
の
中
で
見
か
け
た
飢
え
た
も
の
が
な
く
な
り
、

お
だ
や

お
ち

つ

穏
か
に
な
っ
て
い
た
。
ど
う
や
ら
彼
の
穏
か
さ
は
箱
の
中
の
青
磁
に
原
因
し
た
落
着
き
に
あ
る
ら
し
い
、
客
は
む
し
ろ
無
造
作
に
箱
の
中
か
ら
も
う
一

ゆ
う
ち
よ
う

度
包
ん
だ
絹
の
き
れ
を
ほ
ど
き
は
じ
め
た
、
そ
し
て
黄
い
ろ
い
絹
の
包
の
下
か
ら
、
突
然
と
ろ
り
と
し
た
濃
い
乳
緑
の
青
磁
ど
く
と
く
の
（
注
�
）

釉
調
が
、

よ

う
ん
か
く

か
た
つ
き

ひ
ろ
が
っ
た
。
絹
の
き
れ
が
全
く
除
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
に
は
だ
か
の
Ｂ
（
注
１０
）

雲
鶴
青
磁
が
（
注
１１
）

肩
衝
も
な
め
ら
か
に
立
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
彼
は

は
ず

メ
イ
ビ
ン

陶
器
が
裸
に
な
っ
た
羞
か
し
さ
を
見
た
こ
と
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
（
注
１２
）

梅
瓶
に
四
羽
の
鶴
の
飛
び
立
っ
て
い
る
の
に
見
入
っ
た
。
一
羽
は
す

い

き

で
に
雲
の
上
に
出
て
よ
う
や
く
に
疲
れ
て
、
も
う
昇
る
と
こ
ろ
も
な
い
満
足
げ
な
も
の
に
見
え
た
。
ま
た
の
一
羽
は
雲
の
中
か
ら
ひ
と
呼
吸
に
飛
翔
す

る
ゆ
る
や
か
さ
が
、
二
つ
な
ら
べ
て
伸
し
た
長
い
脚
の
あ
た
り
に
、
ち
か
ら
を
抜
い
て
い
る
状
態
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
三
羽
の
鶴
は
白
い
雲

は
げ

な

の
中
か
ら
烈
し
い
啼
き
声
を
発
し
て
、
遅
れ
ま
い
と
し
て
熱
っ
ぽ
い
翼
際
の
骨
の
ほ
て
り
ま
で
が
見
え
、
と
さ
か
の
黒
い
立
ち
毛
は
低
く
、
蛇
の
頭
の

よ
う
な
平
た
い
鋭
さ
を
現
わ
し
て
い
た
。
最
後
の
一
羽
に
あ
る
こ
の
鳥
の
念
願
の
ご
と
き
飛
翔
状
態
は
、
と
さ
か
と
同
じ
列
に
両
翼
の
間
か
ら
伸
べ
ら

は
し
り
ぐ
も

す
べ

れ
た
脚
ま
で
が
、
平
均
さ
れ
た
一
本
の
走
雲
の
よ
う
な
平
明
さ
を
も
っ
て
、
は
る
か
な
雲
の
間
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
凡
て
の
翼
は
白
く
ふ

わ
ふ
わ
し
て
い
て
、
最
後
の
一
羽
の
ご
と
き
は
長
い
脚
の
爪
ま
で
が
燃
え
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
恐
ろ
し
い
雲
鶴
青
磁
を
見
と
ど
け
た
時

さ
む

け

の
寒
気
が
、
し
ば
ら
く
背
中
に
も
む
ね
か
ら
も
去
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
客
の
青
年
は
穏
か
な
眼
の
中
に
た
っ
ぷ
り
と
構
え
た
自
信
の
よ
う
な
も
の

い
く

し
か

を
見
せ
て
、
こ
れ
は
本
物
で
し
ょ
う
か
と
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
Ｃ
幾
ら
か
の
か
ら
か
い
気
分
ま
で
見
せ
て
い
っ
た
。
併
し
そ
れ
は
あ
ま
り
に
驚

き
が
大
き
か
っ
た
た
め
に
、
彼
が
そ
う
い
う
邪
推
を
し
て
う
け
と
っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
疑
い
も
な
く
こ
れ
は
雲
鶴
青
磁
で
あ
り
逸
品

で
あ
る
と
い
い
、
こ
れ
は
お
宅
に
あ
っ
た
も
の
か
と
訊
く
と
、
終
戦
後
に
い
ろ
い
ろ
売
り
払
っ
た
な
か
に
、
こ
れ
が
一
つ
最
後
ま
で
売
り
残
さ
れ
て
い

な
か
ん
ず
く

し
ま

た
事
、
売
り
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
父
が
就
中
、
た
い
せ
つ
に
し
て
い
た
物
だ
が
、
二
年
前
父
の
死
と
同
時
に
（
注
１３
）

わ
す
ら
れ
て
了
っ
て
い
る
事
を
青

年
は
い
っ
た
が
、
そ
の
時
ふ
た
た
び
こ
の
若
い
男
の
眼
に
飢
え
た
よ
う
な
例
の
が
つ
が
つ
し
た
も
の
が
、
う
か
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
青
年
は
実
は
私
個

わ
か

人
の
事
情
で
こ
の
青
磁
を
売
り
た
い
の
で
す
が
、
時
価
は
ど
れ
だ
け
す
る
も
の
か
判
ら
な
い
が
私
は
三
万
円
く
ら
い
に
売
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で

２０２５３０３５
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あ

よ

そ

も
の

す
。
町
の
美
術
商
で
は
二
万
円
く
ら
い
な
ら
と
い
う
ん
で
す
が
…
…
私
は
或
る
随
筆
を
読
ん
で
あ
な
た
に
買
っ
て
貰
え
ば
余
処
者
の
手
に
渡
る
よ
り
も

あ
が

あ
る

嬉
し
い
と
思
っ
て
上
っ
た
の
だ
と
か
れ
は
言
っ
た
。
彼
は
二
万
や
三
万
ど
こ
ろ
で
は
な
く
最
低
二
十
万
円
は
す
る
も
の
だ
、
或
い
は
二
十
五
万
円
は
す

る
も
の
か
も
知
れ
な
い
、
そ
れ
な
の
に
た
っ
た
三
万
円
で
売
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
彼
は
例
の
飢
え
た
よ
う
な
眼
に
何
か
を
突
き
当
て
て
見
ざ
る
を

え
な
い
し
、
当
然
う
け
と
る
べ
き
金
を
知
ら
ず
に
う
け
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
正
義
を
も
併
せ
て
感
じ
た
。
君
は
こ
の
雲
鶴
梅
瓶
を
君
だ
け
の
意

く
わ
わ

志
で
売
ろ
う
と
な
さ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
先
刻
、
お
話
の
お
母
上
の
意
志
も
加
っ
て
居
る
の
か
ど
う
か
と
聞
く
と
、
青
年
は
私
だ
け
の
考
え
で
母
は
こ

い
つ

も

と
が

は
ず

の
話
は
一
さ
い
知
ら
な
い
の
だ
と
い
い
、
若
し
母
が
知
っ
て
も
ひ
ど
く
は
咎
め
な
い
筈
で
す
、
私
は
い
ま
勤
め
て
い
て
母
を
見
て
い
る
し
、
私
の
す
る

つ
け

ね

こ
と
で
誰
も
何
も
い
い
は
し
な
い
と
彼
は
い
い
、
若
し
三
万
円
が
無
理
な
ら
商
店
の
付
値
と
私
の
付
値
の
中
間
で
結
構
な
の
で
す
、
外
の
人
の
手
に
渡

す
よ
り
あ
な
た
の
お
手
元
に
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
で
父
が
青
磁
を
愛
し
て
い
た
お
も
い
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
気
も
し
て
、
あ
ん
し
ん
し
て
お

預
け
で
き
る
気
が
す
る
の
で
す
と
、
Ｄ
そ
の
言
葉
に
真
率
さ
が
あ
っ
た
。
文
学
者
な
ぞ
遠
く
か
ら
見
て
い
る
と
、
こ
ん
な
信
じ
方
を
さ
れ
て
い
る
の

か
と
思
っ
た
。
彼
は
言
っ
た
、
君
は
知
ら
な
い
ら
し
い
が
、
実
は
僕
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
こ
れ
だ
け
の
逸
品
は
、
最
低
二
十
万
円
は
ら
く
に
す
る
も
の

だ
ろ
う
、
そ
し
て
こ
の
青
磁
が
ど
ん
な
に
や
す
く
見
つ
も
っ
て
も
、
十
五
万
円
は
う
け
と
る
べ
き
筈
で
す
、
決
し
て
避
暑
地
な
ぞ
で
売
る
物
で
は
な
く

だ
ま

一
流
の
美
術
商
に
手
渡
し
す
べ
き
物
で
す
、
こ
こ
ま
で
お
話
し
た
か
ら
に
は
、
僕
は
決
し
て
君
を
騙
す
よ
う
な
買
い
方
を
す
る
事
は
出
来
な
い
、
お
父

だ
ま

上
が
買
わ
れ
た
時
に
も
相
当
以
上
に
値
の
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
三
万
円
で
買
い
落
す
と
い
う
こ
と
は
君
を
欺
す
こ
と
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
と

彼
は
言
い
、
更
に
或
る
美
術
商
の
人
が
言
っ
た
こ
と
ば
に
陶
器
も
す
じ
の
通
っ
た
も
の
は
、
地
所
と
同
じ
率
で
年
々
に
そ
の
価
格
が
（
注
１４
）

上
騰
し
て
ゆ
く
そ

う
だ
が
、
全
く
そ
の
通
り
で
す
ね
、
そ
う
い
う
事
に
な
れ
ば
当
然
君
は
市
価
と
同
じ
価
格
を
う
け
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
と
僕
に
は
そ
う
い
う

も
ち
あ
わ

か
つ

こ

金
は
持
合
せ
て
い
な
い
し
、
勢
い
君
は
確
乎
と
し
た
美
術
商
に
当
り
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
、
彼
は
こ
う
い
っ
て
青
年
の
方
に
梅
瓶
を
そ
っ
と
ず
ら
せ

つ
ば

い
つ

た
。
青
年
は
彼
の
い
う
市
価
の
高
い
格
に
ぞ
っ
と
し
て
驚
い
た
ら
し
か
っ
た
が
、
唾
を
の
み
込
ん
で
い
っ
た
。
た
と
え
市
価
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
一
た

こ
こ
ろ
も
ち

ん
持
参
し
た
物
で
あ
る
か
ら
、
私
の
申
出
で
は
あ
な
た
の
お
心
持
を
添
え
て
い
た
だ
け
ば
、
そ
れ
で
沢
山
な
の
で
す
、
た
と
え
、
そ
の
価
格
が
す
く

な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
苦
情
は
申
し
ま
せ
ん
と
、
真
底
か
ら
そ
う
思
っ
て
い
る
ら
し
く
い
っ
た
が
、
彼
は
当
然
、
価
格
の
判
定
し
て
い
る
も
の
に
対
し

４０４５５０

（２２０１―２０）― ２０ ―



お

そ

こ

て
、
人
を
だ
ま
す
よ
う
な
事
は
出
来
な
い
、
東
京
に
信
用
の
（
注
１５
）

於
け
る
美
術
商
が
あ
る
か
ら
と
彼
は
其
処
に
、
一
通
の
紹
介
状
を
書
い
て
渡
し
た
。

客
は
間
も
な
く
立
ち
去
っ
た
が
、
彼
は
そ
の
後
で
損
を
し
た
よ
う
な
気
が
し
、
Ｅ
そ
の
気
持
が
不
愉
快
だ
っ
た
。
し
か
も
青
年
の
持
参
し
た
雲
鶴

青
磁
は
、
彼
の
床
の
間
に
あ
る
梅
瓶
に
く
ら
べ
ら
れ
る
逸
品
で
あ
り
、
（
注
１６
）

再
度
と
手
に
は
い
る
機
会
の
絶
無
の
物
で
あ
っ
た
。
人
の
物
が
ほ
し
く
な
る
の

が
愛
陶
の
こ
こ
ろ
根
で
あ
る
が
、
当
然
彼
の
手
に
は
い
っ
た
も
同
様
の
物
を
、
ま
ん
ま
と
彼
自
身
で
そ
れ
の
（
注
１７
）

入
手
を
反
ら
し
た
こ
と
が
、
惜
し
く
も

あ
い

て

し

う
ち

あ
っ
た
。
対
手
が
承
知
し
て
い
た
ら
構
わ
な
い
と
思
っ
た
も
の
の
、
や
す
く
手
に
入
れ
る
（
注
１８
）

身
そ
ぼ
ら
し
さ
、
多
額
の
金
を
も
う
け
る
よ
う
な
仕
打
を
自

分
の
眼
に
見
る
い
や
ら
し
さ
、
文
学
を
勉
強
し
た
者
の
す
る
こ
と
で
な
い
汚
な
さ
、
そ
れ
ら
は
結
局
彼
に
あ
れ
は
あ
れ
で
宜
か
っ
た
の
だ
、
自
分
を
い

つ
わ
る
こ
と
を
、
一
等
好
き
な
物
を
前
に
置
い
て
、
そ
れ
を
そ
う
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
誰
も
知
ら
な
い
こ
と
な
が
ら
心
ま
で
く
さ
っ
て
い
な
い
こ
と

た
た
ず

が
、
喜
ば
し
か
っ
た
。
Ｆ
因
縁
が
な
く
て
わ
が
書
斎
に
佇
む
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
四
羽
の
鶴
は
、
そ
の
生
き
た
烈
し
さ
が
日
が
く
れ
か
け
て
も
、

こ
う
こ
う

昼
の
よ
う
に
（
注
１９
）

皓
々
と
し
て
眼
中
に
あ
っ
た
。

し
な

の

（
注
）

�

信
州

信
濃
国（
現
在
の
長
野
県
）の
別
称
。

�

陶
画

陶
器
に
描
い
た
絵
。

�

天
保

江
戸
時
代
後
期
の
元
号
。
一
八
三
〇
―
一
八
四
四
年
。

�

染
付
物

藍
色
の
顔
料
で
絵
模
様
を
描
き
、
そ
の
上
に
無
色
の
う
わ
ぐ
す
り
を
か
け
て
焼
い
た
も
の
。
う
わ
ぐ
す
り
と
は
、
素
焼
き
の
段
階
の
陶

磁
器
の
表
面
に
塗
る
薬
品
。
加
熱
す
る
と
水
の
浸
透
を
防
ぎ
、
つ
や
を
出
す
。

�

李
朝
後
期

美
術
史
上
の
区
分
で
、
一
八
世
紀
半
ば
か
ら
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
の
時
期
を
指
す
。

�

尺

長
さ
の
単
位
。
一
尺
は
、
約
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

�

女
中

雇
わ
れ
て
家
事
を
す
る
女
性
。
当
時
の
呼
称
。

	

青
磁

鉄
分
を
含
有
し
た
青
緑
色
の
陶
磁
器
。




釉
調

う
わ
ぐ
す
り
の
調
子
。
質
感
や
視
覚
的
効
果
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
美
感
の
こ
と
を
指
す
。

５５６０

（２２０１―２１）― ２１ ―



こ
う
ら
い

１０

雲
鶴
青
磁

朝
鮮
半
島
高
麗
時
代
の
青
磁
の
一
種
で
、
白
土
や
赤
土
を
用
い
て
、
飛
雲
と
舞
鶴
と
の
様
子
を
表
し
た
も
の
。

１１

肩
衝

器
物
の
口
か
ら
胴
に
つ
な
が
る
部
分
の
張
り
。

１２

梅
瓶

口
が
小
さ
く
、
上
部
は
丸
く
張
り
、
下
方
に
向
か
っ
て
緩
や
か
に
狭
ま
る
形
状
を
し
た
瓶
。
こ
こ
で
は
、
青
年
が
持
参
し
た
雲
鶴
青
磁
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。

１３

わ
す
ら
れ
て
―
―
こ
こ
で
は「
わ
す
れ
ら
れ
て
」に
同
じ
。

１４

上
騰

高
く
上
が
る
こ
と
。
高
騰
。

１５

於
け
る

こ
こ
で
は「
置
け
る
」に
同
じ
。

１６

再
度
と

こ
こ
で
は「
二
度
と
」に
同
じ
。

１７

入
手
を
反
ら
し
た
―
―
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
の
意
。

１８

身
そ
ぼ
ら
し
さ

み
す
ぼ
ら
し
さ
。

１９

皓
々

明
る
い
さ
ま
。

（２２０１―２２）― ２２ ―



問
１

傍
線
部
Ａ「
何
も
も
と
め
る
物
も
、
見
る
べ
き
物
も
な
い
折
の
さ
び
し
さ
」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の「
彼
」の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１３

。

�

散
歩
の
折
に
美
術
商
を
覗
い
て
意
地
汚
く
品
物
を
あ
さ
っ
て
み
て
も
、
心
を
惹
か
れ
る
も
の
が
何
も
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
現
実
の
中

で
、
東
京
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
我
が
身
を
顧
み
て
、
言
い
よ
う
の
な
い
心
細
さ
を
感
じ
て
い
る
。

�

信
州
の
美
術
商
な
ら
掘
り
出
し
物
が
あ
る
と
期
待
し
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
品
も
し
つ
こ
く
眺
め
回
し
て
み
た
が
、
結
局
何
も
見
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
で
自
身
の
鑑
賞
眼
の
な
さ
を
思
い
知
り
、
や
る
せ
な
く
心
が
晴
れ
な
い
で
い
る
。

�

骨
董
に
対
し
て
節
操
が
な
い
我
が
身
を
浅
ま
し
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
田
舎
の
町
で
機
会
を
見
つ
け
て
は
あ
り
ふ
れ
た
品
を
も
貪
欲
に
眺

め
回
し
、
東
京
に
比
べ
て
気
に
な
る
も
の
す
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
、
う
ら
悲
し
く
な
っ
て
い
る
。

�

時
間
を
か
け
て
見
る
べ
き
す
ぐ
れ
た
品
の
あ
る
東
京
の
美
術
商
と
は
異
な
り
、
あ
り
ふ
れ
た
品
物
し
か
な
い
田
舎
町
で
の
現
実
を
前
に
し

て
、
か
え
っ
て
遠
く
離
れ
た
故
郷
を
思
い
出
し
、
し
み
じ
み
と
恋
し
く
懐
か
し
く
な
っ
て
い
る
。

�

ど
こ
へ
行
っ
て
も
求
め
る
も
の
に
出
会
え
ず
、
通
り
す
が
り
に
覗
く
田
舎
の
店
の
品
物
に
ま
で
執
念
深
く
眼
を
向
け
た
自
分
の
さ
も
し
さ

を
認
め
、
陶
器
へ
の
過
剰
な
思
い
入
れ
を
続
け
る
こ
と
に
、
切
な
い
ほ
ど
の
空
虚
さ
を
感
じ
て
い
る
。

（２２０１―２３）― ２３ ―



問
２

傍
線
部
Ｂ「
雲
鶴
青
磁
」を
め
ぐ
る
表
現
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番

号
は

１４

。

�

２５
行
目「
熱
っ
ぽ
い
翼
際
の
骨
の
ほ
て
り
」、
２６
行
目「
平
た
い
鋭
さ
」と
い
っ
た
感
覚
的
な
言
葉
を
用
い
て
鶴
が
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
、

陶
器
を
見
た
時
の「
彼
」の
興
奮
が
あ
り
あ
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

�

２２
行
目「
陶
器
が
裸
に
な
っ
た
」、
２８
行
目「
爪
ま
で
が
燃
え
て
い
る
よ
う
」な
ど
陶
器
か
ら
受
け
る
印
象
を
比
喩
で
描
き
出
し
、
高
級
な
陶

器
が「
彼
」の
視
点
を
通
じ
て
卑
俗
な
も
の
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

�

２２
行
目「
見
入
っ
た
」、
２８
行
目「
見
と
ど
け
た
」な
ど「
彼
」の
見
る
動
作
が
繰
り
返
し
描
写
さ
れ
、
陶
器
に
描
か
れ
て
い
る
鶴
の
動
き
を
分

析
し
よ
う
と
す
る「
彼
」の
冷
静
沈
着
な
態
度
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

�

２０
行
目「
と
ろ
り
と
」、
２７
行
目「
ふ
わ
ふ
わ
し
て
」と
い
う
擬
態
語
を
用
い
て
陶
器
に
卑
近
な
印
象
を
持
た
せ
、
こ
の
陶
器
の
穏
や
か
な
た

た
ず
ま
い
に
対
し
て「
彼
」の
感
じ
た
慕
わ
し
さ
が
間
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

�

２５
行
目「
黒
い
立
ち
毛
」、
２７
行
目「
翼
は
白
く
」な
ど
陰
影
を
強
調
し
な
が
ら
も
他
の
色
を
あ
え
て
用
い
な
い
こ
と
で
、
か
え
っ
て
陶
器
の

色
鮮
や
か
さ
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る「
彼
」の
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（２２０１―２４）― ２４ ―



問
３

傍
線
部
Ｃ「
幾
ら
か
の
か
ら
か
い
気
分
ま
で
見
せ
て
い
っ
た
」に
つ
い
て
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

�
「
彼
」が「
か
ら
か
い
」と
し
て
受
け
取
っ
た
内
容
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番

号
は

１５

。

�

自
分
の
陶
器
に
対
す
る
愛
情
の
強
さ
を
冷
や
か
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。

�

人
物
や
陶
器
を
見
き
わ
め
る
自
ら
の
洞
察
力
が
疑
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。

�

陶
器
を
見
て
自
分
が
態
度
を
変
え
た
こ
と
を
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。

�

自
分
が
陶
器
に
お
の
の
い
て
い
る
さ
ま
を
面
白
が
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。

�

自
分
が
陶
器
の
価
値
を
適
切
に
見
定
め
ら
れ
る
か
を
試
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。

�
「
か
ら
か
い
気
分
」を
感
じ
取
っ
た「
彼
」の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番

号
は

１６

。

�

「
彼
」は
青
磁
の
価
値
に
う
ろ
た
え
、
態
度
と
裏
腹
の
発
言
を
し
た
青
年
が
盗
品
を
持
参
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ぶ
か
し
ん
だ
。

�

「
彼
」は
青
磁
の
素
晴
ら
し
さ
に
動
転
し
、
軽
妙
さ
を
見
せ
た
青
年
が
自
分
を
だ
ま
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
憶
測
し
た
。

�

「
彼
」は
青
磁
の
価
値
に
怖
じ
気
づ
き
、
穏
や
か
な
表
情
を
浮
か
べ
る
青
年
が
陶
器
を
見
極
め
る
眼
を
持
っ
て
い
る
と
誤
解
し
た
。

�

「
彼
」は
青
磁
の
素
晴
ら
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
、
軽
薄
な
態
度
を
取
る
青
年
が
自
分
を
見
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
怪
し
ん
だ
。

�

「
彼
」は
青
磁
の
素
晴
ら
し
さ
に
仰
天
し
、
余
裕
を
感
じ
さ
せ
る
青
年
が
陶
器
の
真
価
を
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
勘
繰
っ
た
。

（２２０１―２５）― ２５ ―



問
４

傍
線
部
Ｄ「
そ
の
言
葉
に
真
率
さ
が
あ
っ
た
」と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
青
年
に
つ
い
て「
彼
」は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
か
。
そ
の
説
明

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１７

。

�

父
の
遺
品
を
売
る
こ
と
に
心
を
痛
め
て
い
る
が
、
せ
め
て
陶
器
に
理
解
の
あ
る
人
物
に
託
す
こ
と
で
父
の
思
い
出
を
守
ろ
う
と
す
る
と
こ

ろ
に
、
最
後
ま
で
可
能
性
を
追
い
求
め
る
青
年
の
懸
命
さ
が
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。

�

父
同
様
に
陶
器
を
愛
す
る
人
物
で
あ
れ
ば
、
市
価
よ
り
も
高
い
値
段
で
青
磁
を
買
い
取
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
す
る
と
こ
ろ
に
、
文

学
者
の
審
美
眼
に
対
し
て
多
大
な
信
頼
を
寄
せ
る
青
年
の
誠
実
さ
が
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。

�

父
が
愛
し
た
青
磁
の
売
却
に
際
し
て
母
の
意
向
を
確
認
し
て
い
な
い
も
の
の
、
陶
器
へ
の
態
度
が
父
と
重
な
る
人
物
を
交
渉
相
手
に
選
ぶ

と
こ
ろ
に
、
両
親
へ
の
愛
情
を
貫
こ
う
と
す
る
青
年
の
一
途
さ
が
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。

�

経
済
的
な
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
少
し
で
も
高
く
売
り
払
う
こ
と
よ
り
も
自
分
が
見
込
ん
だ
人
物
に
陶
器
を
手
渡
す
こ
と
を
優
先
し
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
、
意
志
を
貫
こ
う
と
す
る
青
年
の
実
直
さ
が
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。

�

い
た
し
か
た
な
く
形
見
の
青
磁
を
手
放
そ
う
と
す
る
が
、
適
切
な
価
格
で
売
り
渡
す
よ
り
も
自
分
が
見
出
し
た
人
物
に
何
と
し
て
も
手
渡

そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
生
真
面
目
な
青
年
の
か
た
く
な
さ
が
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
る
。

（２２０１―２６）― ２６ ―



問
５

傍
線
部
Ｅ「
そ
の
気
持
が
不
愉
快
だ
っ
た
」と
あ
る
が
、「
彼
」が
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１８

。

�

「
彼
」に
信
頼
を
寄
せ
る
青
年
の
態
度
に
接
し
、
東
京
の
美
術
商
を
紹
介
す
る
こ
と
で
誠
実
さ
を
見
せ
た
も
の
の
、
逸
品
を
安
価
で
入
手
す

る
機
会
を
逃
し
て
後
悔
し
た
自
分
の
い
や
し
さ
を
腹
立
た
し
く
思
っ
た
か
ら
。

�

随
筆
を
読
ん
で
父
の
遺
品
を
託
す
相
手
が「
彼
」以
外
に
な
い
と
信
じ
、
初
対
面
で
も
臆
す
る
こ
と
な
く
来
訪
し
た
青
年
の
熱
烈
さ
に
触

れ
、
そ
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
の
狭
量
さ
に
い
ら
だ
ち
を
感
じ
た
か
ら
。

�

日
々
の
生
活
苦
を
解
消
す
る
た
め
、
父
の
遺
品
を
自
宅
か
ら
独
断
で
持
ち
出
し
た
青
年
の
焦
燥
感
に
圧
倒
さ
れ
る
よ
う
に
、
よ
り
高
値
を

付
け
る
美
術
商
を
紹
介
し
手
を
引
い
て
し
ま
っ
た
自
分
の
小
心
さ
に
気
が
滅
入
っ
た
か
ら
。

�

た
ま
た
ま
読
ん
だ
随
筆
だ
け
を
手
が
か
り
に
、
唐
突
に「
彼
」を
訪
ね
て
き
た
青
年
の
大
胆
さ
を
前
に
、
逸
品
を
入
手
す
る
機
会
を
前
に
し

て
そ
れ
に
手
を
出
す
勇
気
を
持
て
な
か
っ
た
自
分
の
臆
病
さ
に
嫌
悪
感
を
抱
い
た
か
ら
。

�

父
の
遺
品
の
価
値
を
確
か
め
る
た
め
に
、「
彼
」の
顔
色
を
ひ
そ
か
に
観
察
し
て
い
た
青
年
の
態
度
に
比
べ
て
、
品
物
の
素
晴
ら
し
さ
に
感

動
す
る
あ
ま
り
陶
器
の
価
値
を
正
直
に
教
え
て
し
ま
っ
た
自
分
の
単
純
さ
に
落
胆
し
た
か
ら
。

（２２０１―２７）― ２７ ―



問
６

傍
線
部
Ｆ「
因
縁
が
な
く
て
わ
が
書
斎
に
佇
む
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
四
羽
の
鶴
は
、
そ
の
生
き
た
烈
し
さ
が
日
が
く
れ
か
け
て
も
、
昼
の
よ

う
に
皓
々
と
し
て
眼
中
に
あ
っ
た
。」に
つ
い
て
、
壺
は
青
年
が
持
ち
帰
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず「
四
羽
の
鶴
」が「
眼
中
に
あ
っ
た
」と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
。
Ａ
さ
ん
と
Ｂ
さ
ん
は
、【
資
料
】を
用
い
つ
つ
教
師
と
一
緒
に
話
し
合
い
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
次
に
示
す【
資
料
】と【
話
し

合
い
の
様
子
】に
つ
い
て
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

【
資
料
】

�
�
�
�
�
�
�

し
ゆ
う
し
ゆ
う

し
か

あ
り
て
い

さ
が

私
は
又
異
な
る
例
を
挙
げ
よ
う
。
こ
の
世
に
蒐

集
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
は
多
い
。
併
し
有
体
に
云
っ
て
全
幅
的
に
頭
の
下
る
蒐
集
に

あ

ち
な

出
逢
っ
た
た
め
し
が
な
い
。
中
に
は
実
に
珍
妙
な
の
が
あ
る
。
例
え
ば
猫
に
因
ん
だ
も
の
な
ら
何
な
り
と
集
め
る
人
が
あ
る
。
そ
う
い
う
蒐

集
は
ど
う
あ
っ
て
も
価
値
の
大
き
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
の
か
。
猫
を
現
し
た
も
の
だ
と
い
う「
こ
と
」に
興
味
が
（
注
�
）

集
注
さ
れ
て
、

そ
れ
が
ど
ん
な
品
物
で
あ
る
か
は
問
わ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
二
目
と
見
ら
れ
ぬ
よ
う
な
く
だ
ら
ぬ
も
の
ま
で
集
め
る
。
質
よ
り

し
ま

め
ず

も
量
な
の
だ
か
ら
、
特
に
珍
ら
し
い
品
に
随
喜
し
て
了
う
。
併
し
そ
れ
は
珍
ら
し
い「
こ
と
」へ
の
興
味
で
、
そ
れ
が
美
し
い「
も
の
」か
醜
い

た
だ

「
も
の
」か
は
別
に
問
わ
な
い
。
美
し
い
も
の
が
中
に
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
只
偶
然
に
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
蒐
集
は
質
的
に

（
注
�
）

選
練
さ
れ
る
見
込
み
は
な
い
。

い
わ
ゆ
る

併
し
こ
ん
な
愚
か
な
蒐
集
を
例
に
挙
げ
る
要
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
も
っ
と
進
ん
だ
所
謂「
美
術
品
」の
蒐
集
に
就
い
て
一
言
す
る
方
が
よ

き

た
ん

す
く
な

い
。
忌
憚
な
く
云
っ
て
、
真
に
質
の
よ
い
美
術
品
の
蒐
集
が
こ
の
世
に
ど
れ
だ
け
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筋
の
通
っ
た
蒐
集
が
少
い
の
は
、

し
か

や
は
り
集
め
る「
こ
と
」、
自
分
の
も
の
に
す
る「
こ
と
」、
自
慢
す
る「
こ
と
」等
に
余
計
魅
力
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
而
も
標
準
は
大

あ
が
な

概
、
有
名
な
も
の
で
あ
る「
こ
と
」、
時
に
は
高
価
な
も
の
で
あ
る「
こ
と
」で
さ
え
あ
る
。「
も
の
」を
見
る
よ
り
、「
こ
と
」で
購
う
。「
物
」を

は
ず

じ
か
に
見
て
い
る
な
ら
、
集
め
る
物
に
筋
が
通
る
筈
で
あ
る
。
い
つ
も
玉
石
が
混
合
し
て
了
う
の
は
、
蒐
集
す
る「
こ
と
」が
先
だ
っ
て
了
う

か
ら
だ
と
思
え
る
。
欲
が
先
故
、
眼
が
曇
る
の
だ
と
も
云
え
る
。
蒐
集
家
に
は
明
る
い
人
が
少
く
、
何
か
い
や
な
性
質
が
つ
き
ま
と
う
。
併

よ
ろ
こ

わ
か

し「
も
の
」に
真
の
悦
び
が
あ
っ
た
ら
、
明
る
く
な
る
筈
で
あ
る
。
悦
び
を
人
と
共
に
分
つ
こ
と
が
多
く
な
る
筈
で
あ
る
。
蒐
集
家
は「
こ
と
」

（２２０１―２８）― ２８ ―



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

へ
の
犠
牲
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
。「
も
の
」へ
の
よ
き
選
択
者
で
あ
り
創
作
家
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
蒐
集
家
に
は
不
思
議
な
く
ら
い
、

正
し
く
選
ぶ
人
が
少
い
。

や
な
ぎ
む
ね
よ
し

こ
う
げ
い

柳
宗
悦「『
も
の
』と『
こ
と
』」（『
工
藝
』一
九
三
九
年
二
月
）の
一
部
。
な
お
、
原
文
の
仮
名
遣
い
を
改
め
て
あ
る
。

（
注
）

�

集
注

「
集
中
」に
同
じ
。

�

選
練

「
洗
練
」に
同
じ
。

【
話
し
合
い
の
様
子
】

教

師

【
資
料
】の
二
重
傍
線
部
に
は「
蒐
集
家
は『
こ
と
』へ
の
犠
牲
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
。」と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
ど
う
い
う
こ
と

が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
か
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

Ａ
さ
ん

批
判
さ
れ
て
い
る
の
は「
猫
を
現
し
た
も
の
」な
ら
何
で
も
集
め
て
し
ま
う
よ
う
な「
蒐
集
」の
あ
り
方
で
す
。

Ｂ
さ
ん

こ
の
よ
う
な「
蒐
集
」が
批
判
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が

Ⅰ

だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
さ
ん

そ
う
だ
と
す
る
と
、
二
重
傍
線
部
の
直
後
で
述
べ
ら
れ
て
い
る「
正
し
く
選
ぶ
」態
度
と
は
、「
こ
と
」に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く「
も

の
」を
見
よ
う
と
す
る
態
度
、
と
言
い
換
え
ら
れ
そ
う
で
す
。

教

師

【
資
料
】の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
、「
蒐
集
家
」と「
も
の
」と
の
望
ま
し
い
関
係
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
で

は
、
こ
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、
青
年
の
持
参
し
た
陶
器
に
対
す
る「
彼
」の
態
度
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で
し
ょ
う

か
。

Ｂ
さ
ん

青
年
が
立
ち
去
っ
た
後
、
そ
の
場
に
な
い
は
ず
の
壺
の
絵
が「
眼
中
に
あ
っ
た
」と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。
結
果
と
し

て
壺
は
手
元
に
残
ら
な
か
っ
た
の
に
、
壺
の
与
え
た
強
い
印
象
が「
彼
」の
中
に
残
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん

つ
ま
り
、
こ
の
と
き
の「
彼
」は
、

Ⅱ

の
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
そ
の
場
に
な
い
壺
の
絵
が「
眼
中
に
あ
っ
た
」と
い
う
表
現
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

教

師

【
資
料
】と
あ
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、「
も
の
」と
真
摯
に
向
き
合
う「
蒐
集
家
」と
し
て
の「
彼
」に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
た
よ
う
で
す
。

（２２０１―２９）― ２９ ―



�

空
欄

Ⅰ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１９

。

�

多
く
の
品
を
集
め
る
こ
と
に
と
ら
わ
れ
て
、
美
と
い
う
観
点
を
見
失
う
こ
と

�

美
し
い
か
ど
う
か
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
、
関
心
の
幅
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と

�

趣
味
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
、
他
者
と
の
交
流
が
失
わ
れ
る
こ
と

�

偶
然
の
機
会
に
期
待
し
て
、
対
象
と
の
出
会
い
を
受
動
的
に
待
つ
こ
と

�

質
も
量
も
追
い
求
め
た
結
果
、
蒐
集
す
る
喜
び
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

�

空
欄

Ⅱ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２０

。

�

「
も
の
」に
対
す
る
強
い
関
心
に
引
き
ず
ら
れ
、「
こ
と
」へ
の
執
着
が
い
っ
そ
う
強
め
ら
れ
た

�

入
手
す
る
と
い
う「
こ
と
」を
優
先
し
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
も
の
」の
本
質
を
と
ら
え
ら
れ
た

�

貴
重
で
あ
る「
こ
と
」に
こ
だ
わ
り
続
け
た
こ
と
で
、「
も
の
」に
対
す
る
認
識
を
深
め
ら
れ
た

�

「
も
の
」へ
の
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
て
も
、
所
有
す
る「
こ
と
」は
諦
め
ら
れ
な
か
っ
た

�

所
有
す
る「
こ
と
」の
困
難
に
直
面
し
た
た
め
に
、「
も
の
」か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
に
な
っ
た

（２２０１―３０）― ３０ ―



か
げ
ろ
う

第
３
問

次
の
文
章
は
、『
蜻
蛉
日
記
』の
一
節
で
あ
る
。
療
養
先
の
山
寺
で
母
が
死
去
し
、
作
者
は
ひ
ど
く
嘆
き
悲
し
ん
だ
。
以
下
は
、
そ
の
後
の
場

面
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
５
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
本
文
の
段
落
に

�
〜

�
の
番
号
を
付
し
て
あ

る
。（
配
点

５０
）

�

か
く
て
、
（
注
�
）

と
か
う
も
の
す
る
こ
と
な
ど
、
（
注
�
）

い
た
つ
く
人
多
く
て
、
�
み
な
し
は
て
つ
。
い
ま
は
い
と
あ
は
れ
な
る
山
寺
に
集
ひ
て
、
つ
れ
づ
れ

ふ
も
と

た

い

と
あ
り
。
夜
、
目
も
あ
は
ぬ
ま
ま
に
、
嘆
き
明
か
し
つ
つ
、
山
づ
ら
を
見
れ
ば
、
霧
は
げ
に
麓
を
こ
め
た
り
。
京
も
げ
に
誰
が
も
と
へ
か
は
出
で
む

と
す
ら
む
、
い
で
、
な
ほ
こ
こ
な
が
ら
死
な
む
と
思
へ
ど
、
（
注
�
）

生
く
る
人
ぞ
い
と
つ
ら
き
や
。

�

か
く
て
十
余
日
に
な
り
ぬ
。
僧
ど
も
念
仏
の
ひ
ま
に
物
語
す
る
を
聞
け
ば
、「
こ
の
亡
く
な
り
ぬ
る
人
の
、
あ
ら
は
に
見
ゆ
る
と
こ
ろ
な
む
あ

る
。
さ
て
、
近
く
寄
れ
ば
、
消
え
失
せ
ぬ
な
り
。
遠
う
て
は
見
ゆ
な
り
」「
い
づ
れ
の
国
と
か
や
」「
み
み
ら
く
の
島
と
な
む
い
ふ
な
る
」な
ど
、
口
々

語
る
を
聞
く
に
、
い
と
知
ら
ま
ほ
し
う
、
悲
し
う
お
ぼ
え
て
、
か
く
ぞ
い
は
る
る
。

あ
り
と
だ
に
よ
そ
に
て
も
見
む
名
に
し
負
は
ば
わ
れ
に
聞
か
せ
よ
み
み
ら
く
の
島

せ

う

と

と
い
ふ
を
、
兄
人
な
る
人
聞
き
て
、
そ
れ
も
泣
く
泣
く
、

い
づ
こ
と
か
音
に
の
み
聞
く
み
み
ら
く
の
島
が
く
れ
に
し
人
を
た
づ
ね
む

け
が

�

か
く
て
あ
る
ほ
ど
に
、
（
注
�
）

立
ち
な
が
ら
も
の
し
て
、
日
々
に
と
ふ
め
れ
ど
、
た
だ
い
ま
は
何
心
も
な
き
に
、
穢
ら
ひ
の
心
も
と
な
き
こ
と
、
お
ぼ
つ

か
な
き
こ
と
な
ど
、
む
つ
か
し
き
ま
で
書
き
つ
づ
け
て
あ
れ
ど
、
も
の
お
ぼ
え
ざ
り
し
ほ
ど
の
こ
と
な
れ
ば
に
や
、
お
ぼ
え
ず
。

ふ

た
ま

�

里
に
も
急
が
ね
ど
、
心
に
し
ま
か
せ
ね
ば
、
今
日
、
み
な
出
で
立
つ
日
に
な
り
ぬ
。
来
し
時
は
、
膝
に
臥
し
給
へ
り
し
人
を
、
い
か
で
か
安
ら
か

こ

た
み

に
と
思
ひ
つ
つ
、
わ
が
身
は
汗
に
な
り
つ
つ
、
さ
り
と
も
と
思
ふ
心
そ
ひ
て
、
頼
も
し
か
り
き
。
此
度
は
、
い
と
安
ら
か
に
て
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で

く
つ
ろ
か
に
乗
ら
れ
た
る
に
も
、
道
す
が
ら
い
み
じ
う
悲
し
。

�

降
り
て
見
る
に
も
、
	
さ
ら
に
も
の
お
ぼ
え
ず
悲
し
。
も
ろ
と
も
に
出
で
居
つ
つ
、
つ
く
ろ
は
せ
し
草
な
ど
も
、
わ
づ
ら
ひ
し
よ
り
は
じ
め

て
、
う
ち
捨
て
た
り
け
れ
ば
、
生
ひ
こ
り
て
い
ろ
い
ろ
に
咲
き
乱
れ
た
り
。
（
注
�
）

わ
ざ
と
の
こ
と
な
ど
も
、
み
な
お
の
が
と
り
ど
り
す
れ
ば
、
我
は
た
だ

（２２０１―３２）― ３２ ―



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�ね

つ
れ
づ
れ
と
な
が
め
を
の
み
し
て
、「
ひ
と
む
ら
す
す
き
虫
の
音
の
」と
の
み
ぞ
い
は
る
る
。

手
ふ
れ
ね
ど
花
は
さ
か
り
に
な
り
に
け
り
と
ど
め
お
き
け
る
露
に
か
か
り
て

な
ど
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。

つ
ぼ
ね

�
（
注
�
）

こ
れ
か
れ
ぞ
殿
上
な
ど
も
せ
ね
ば
、
穢
ら
ひ
も
ひ
と
つ
に
し
な
し
た
め
れ
ば
、
お
の
が
じ
し
（
注
�
）

ひ
き
局
な
ど
し
つ
つ
あ
め
る
中
に
、
我
の
み
ぞ
紛
る

し

じ
ふ

く

に
ち

た
れ

る
こ
と
な
く
て
、
夜
は
念
仏
の
声
聞
き
は
じ
む
る
よ
り
、
や
が
て
泣
き
の
み
明
か
さ
る
。
（
注
�
）

四
十
九
日
の
こ
と
、
誰
も
欠
く
こ
と
な
く
て
、
家
に
て
ぞ

か

す
る
。
（
注
�
）

わ
が
知
る
人
、
お
ほ
か
た
の
こ
と
を
行
ひ
た
め
れ
ば
、
人
々
多
く
さ
し
あ
ひ
た
り
。
わ
が
心
ざ
し
を
ば
、
仏
を
ぞ
描
か
せ
た
る
。
そ
の
日
過

ぎ
ぬ
れ
ば
、
み
な
お
の
が
じ
し
行
き
あ
か
れ
ぬ
。
ま
し
て
わ
が
心
地
は
心
細
う
な
り
ま
さ
り
て
、
い
と
ど
や
る
か
た
な
く
、
（
注
１０
）

人
は
か
う
心
細
げ
な
る

を
思
ひ
て
、
あ
り
し
よ
り
は
し
げ
う
通
ふ
。

（
注
）

�

と
か
う
も
の
す
る
こ
と
な
ど

葬
式
や
そ
の
後
始
末
な
ど
。

�

い
た
つ
く

世
話
を
す
る
。

	

生
く
る
人

作
者
を
死
な
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
人
。

け
が




立
ち
な
が
ら
も
の
し
て

作
者
の
夫
で
あ
る
藤
原
兼
家
が
、
立
っ
た
ま
ま
面
会
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
。
立
っ
た
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
死
の
穢

れ
に
触
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

�

わ
ざ
と
の
こ
と

特
別
に
行
う
供
養
。

�

こ
れ
か
れ
ぞ
殿
上
な
ど
も
せ
ね
ば
、
穢
ら
ひ
も
ひ
と
つ
に
し
な
し
た
め
れ
ば

殿
上
人
も
い
な
い
の
で
、
皆
が
同
じ
場
所
に
籠
も
っ
て
喪
に
服
し

た
こ
と
を
指
す
。
殿
上
で
働
く
人
に
は
、
服
喪
に
関
わ
る
謹
慎
期
間
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
っ
た
。

び
よ
う

ぶ

�

ひ
き
局

屛
風
な
ど
で
仕
切
り
を
し
て
一
時
的
に
作
る
個
人
ス
ペ
ー
ス
。

�

四
十
九
日
の
こ
と

人
の
死
後
四
十
九
日
目
に
行
う
、
死
者
を
供
養
す
る
た
め
の
大
き
な
法
事
。

�

わ
が
知
る
人

作
者
の
夫
、
兼
家
。

１０

人

兼
家
。
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問
１

傍
線
部
�
・
�
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２１

・

２２

。

�

み
な
し
は
て
つ

２１

���������
�

皆
が
疲
れ
果
て
た

�

す
べ
て
済
ま
せ
た

�

一
通
り
体
裁
を
整
え
た

�

見
届
け
終
わ
っ
た

�

悲
し
み
つ
く
し
た

�

さ
ら
に
も
の
お
ぼ
え
ず

２２

���������
�

少
し
も
た
と
え
よ
う
が
な
い
く
ら
い

�

こ
れ
以
上
は
考
え
ら
れ
な
い
く
ら
い

�

再
び
思
い
出
し
た
く
な
い
く
ら
い

�

も
は
や
何
も
感
じ
な
い
く
ら
い

�

全
く
何
も
わ
か
ら
な
い
く
ら
い

（２２０１―３４）― ３４ ―



問
２

�
段
落
、

�
段
落
の
内
容
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
二
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序

は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

２３

・

２４

。

�

僧
た
ち
が
念
仏
の
合
間
に
雑
談
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
、
そ
の
不
真
面
目
な
態
度
に
作
者
は
悲
し
く
な
っ
た
。

�

作
者
は「
み
み
ら
く
の
島
」の
こ
と
を
聞
い
て
も
半
信
半
疑
で
、
知
っ
て
い
る
な
ら
詳
し
く
教
え
て
ほ
し
い
と
兄
に
頼
ん
だ
。

�

「
み
み
ら
く
の
島
」の
こ
と
を
聞
い
た
作
者
の
兄
は
、
そ
の
島
の
場
所
が
わ
か
る
な
ら
母
を
訪
ね
て
行
き
た
い
と
詠
ん
だ
。

�

作
者
は
、
今
は
心
の
余
裕
も
な
く
死
の
穢
れ
の
こ
と
も
あ
る
た
め
、
兼
家
に
い
つ
会
え
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
伝
え
た
。

	

兼
家
は
、
母
を
亡
く
し
た
作
者
に
対
し
て
、
は
じ
め
は
気
遣
っ
て
い
た
が
、
だ
ん
だ
ん
と
い
い
加
減
な
態
度
に
な
っ
て
い
っ
た
。

ぼ
う
ぜ
ん

�

作
者
は
、
母
を
亡
く
し
て
呆
然
と
す
る
余
り
、
兼
家
か
ら
手
紙
を
受
け
取
っ
て
も
、
か
え
っ
て
わ
ず
ら
わ
し
く
思
っ
た
。
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問
３

�
段
落
に
記
さ
れ
た
作
者
の
心
中
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号

は

２５

。

�

自
宅
に
は
帰
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
人
々
に
連
れ
ら
れ
て
山
寺
を
去
る
こ
と
を
不
本
意
に
思
っ
て
い
た
。

�

山
寺
に
向
か
っ
た
と
き
の
車
の
中
で
は
、
母
の
不
安
を
な
ん
と
か
和
ら
げ
よ
う
と
、
母
の
気
を
紛
ら
す
こ
と
に
必
死
だ
っ
た
。

�

山
寺
へ
向
か
う
途
中
、
母
の
死
を
予
感
し
て
冷
や
汗
を
か
い
て
い
た
が
、
そ
れ
を
母
に
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
た
。

き

と
う

�

山
寺
に
到
着
す
る
と
き
ま
で
は
、
祈
禱
を
受
け
れ
ば
母
は
必
ず
回
復
す
る
に
違
い
な
い
と
、
僧
た
ち
を
心
強
く
思
っ
て
い
た
。

�

帰
り
の
車
の
中
で
は
、
介
抱
す
る
苦
労
が
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
母
が
い
な
い
こ
と
を
強
く
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
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問
４

�
段
落
の
二
重
傍
線
部「
ひ
と
む
ら
す
す
き
虫
の
音
の
」は
、『
古
今
和
歌
集
』の
、
あ
る
和
歌
の
一
部
を
引
用
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
の
和
歌

こ
と
ば
が
き

と
詞
書（
和
歌
の
前
書
き
）は
、
次
の【
資
料
】の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

【
資
料
】

と
し
も
と
の
あ

そ

ん

は
べ

ざ
う

し

（
注
�
）

藤
原
利
基
朝
臣
の
右
近
中
将
に
て
住
み
侍
り
け
る
（
注
�
）

曹
司
の
、
身
ま
か
り
て
の
ち
、
人
も
住
ま
ず
な
り
に
け
る
に
、
秋
の
夜
ふ
け
て
も

の
よ
り
ま
う
で
来
け
る
つ
い
で
に
見
入
れ
け
れ
ば
、
も
と
あ
り
し
前
栽
も
い
と
繁
く
荒
れ
た
り
け
る
を
見
て
、
は
や
く
そ
こ
に
侍
り
け

み

は
る
の
あ
り
す
け

れ
ば
、
昔
を
思
ひ
や
り
て
よ
み
け
る

（
注
�
）

御
春
有
助

君
が
植
ゑ
し
ひ
と
む
ら
す
す
き
虫
の
音
の
し
げ
き
野
辺
と
も
な
り
に
け
る
か
な

（
注
）

�

藤
原
利
基
朝
臣

平
安
時
代
前
期
の
貴
族
。

�

曹
司

邸
宅
の
一
画
に
あ
る
、
貴
人
の
子
弟
が
住
む
部
屋
。

�

御
春
有
助

平
安
時
代
前
期
の
歌
人
。
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�
【
資
料
】の
詞
書
の
語
句
や
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２６

。

�

「
人
も
住
ま
ず
な
り
に
け
る
」の「
な
り
」は
伝
聞
を
表
し
、
誰
も
住
ま
な
い
と
聞
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

�

「
見
入
れ
け
れ
ば
」は
思
わ
ず
見
と
れ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

�

「
前
裁
」は
庭
を
囲
む
よ
う
に
造
っ
た
垣
根
の
こ
と
で
あ
る
。

�

「
は
や
く
」は
時
の
経
過
に
対
す
る
驚
き
を
表
し
て
い
る
。

�

「
そ
こ
に
侍
り
け
れ
ば
」は
有
助
が
利
基
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
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�
【
資
料
】お
よ
び

�
段
落
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２７

。

�

�
段
落
の
二
重
傍
線
部
は
、
親
し
か
っ
た
人
が
残
し
た
植
物
の
変
化
を
描
く【
資
料
】と
共
通
し
て
い
る
た
め
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
も

の
だ
が
、【
資
料
】で
は
利
基
の
死
後
は
誰
も
住
ま
な
く
な
っ
た
曹
司
の
庭
の
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

�
段
落
で
は
母
が

亡
く
な
る
直
前
ま
で
手
入
れ
を
し
て
い
た
お
か
げ
で
色
と
り
ど
り
に
花
が
咲
い
て
い
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

�

�
段
落
の
二
重
傍
線
部
は
、
親
し
か
っ
た
人
が
残
し
た
植
物
の
変
化
を
描
く【
資
料
】と
共
通
し
て
い
る
た
め
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
も

の
だ
が
、【
資
料
】で
は
荒
れ
果
て
た
庭
の
さ
び
し
さ
が「
虫
の
音
」に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

�
段
落
で
は
自
由
に
咲

き
乱
れ
て
い
る
草
花
の
た
く
ま
し
さ
が「
手
ふ
れ
ね
ど
」に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

�

�
段
落
の
二
重
傍
線
部
は
、
親
し
か
っ
た
人
が
残
し
た
庭
の
様
子
を
描
く【
資
料
】と
共
通
し
て
い
る
た
め
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
も
の

だ
が
、【
資
料
】で
は
虫
の
美
し
い
鳴
き
声
を
利
基
に
聴
か
せ
た
い
と
い
う
思
い
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

�
段
落
で
は
母
の
形

見
と
し
て
咲
い
て
い
る
花
を
い
つ
ま
で
も
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う
願
望
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

�

�
段
落
の
二
重
傍
線
部
は
、
手
入
れ
す
る
人
の
い
な
く
な
っ
た
庭
の
様
子
を
描
く【
資
料
】と
共
通
し
て
い
る
た
め
に
思
い
起
こ
さ
れ

た
も
の
だ
が
、【
資
料
】で
は
野
原
の
よ
う
に
荒
れ
た
庭
を
前
に
し
た
も
の
悲
し
さ
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

�
段
落
で
は
悲
し

み
の
中
に
も
亡
き
母
が
生
前
に
注
い
だ
愛
情
の
お
か
げ
で
花
が
咲
き
ほ
こ
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
慨
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

�

�
段
落
の
二
重
傍
線
部
は
、
手
入
れ
す
る
人
の
い
な
く
な
っ
た
庭
の
様
子
を
描
く【
資
料
】と
共
通
し
て
い
る
た
め
に
思
い
起
こ
さ
れ

た
も
の
だ
が
、【
資
料
】で
は
利
基
が
植
え
た
草
花
が
す
っ
か
り
枯
れ
て
す
す
き
だ
け
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
落
胆
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対

あ
ん

ど

し
て
、

�
段
落
で
は
母
の
世
話
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
ま
だ
花
が
庭
に
咲
き
残
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
安
堵
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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問
５

�
段
落
で
は
、
作
者
の
孤
独
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
表
現
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２８

。

�

推
定
・
婉
曲
を
表
す「
め
り
」が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
周
囲
の
人
々
の
様
子
を
ど
こ
か
距
離
を
置
い
て
見
て
い
る
作
者
の
あ
り

方
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

�

「
お
の
が
じ
し
」の
描
写
の
後
に
、「
我
」「
わ
が
」と
繰
り
返
し
作
者
の
状
況
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
、
作
者
の
理
解
さ
れ
な
い
悲
し
み
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。

�

「
仏
を
ぞ
描
か
せ
た
る
」に
は
、
心
を
閉
ざ
し
た
作
者
を
慰
め
る
た
め
に
兼
家
が
仏
の
姿
を
描
い
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
、

係
り
結
び
を
用
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

�

「
い
と
ど
や
る
か
た
な
く
」か
ら
は
、
母
を
失
っ
た
悲
し
み
の
ほ
か
に
、
親
族
が
法
要
後
に
去
っ
て
心
細
さ
ま
で
加
わ
っ
た
、
作
者
の
晴
れ

な
い
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
。

�

「
人
は
か
う
心
細
げ
な
る
を
思
ひ
て
」か
ら
は
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
作
者
に
寄
り
添
っ
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
、
作
者
が
兼
家
を
認
識
し
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（２２０１―４０）― ４０ ―



�
�

�
�

き
じ

た
い
そ
う

第
４
問

唐
の
王
宮
の
中
に
雉
が
集
ま
っ
て
く
る
と
い
う
事
件
が
何
度
も
続
き
、
皇
帝
で
あ
る
太
宗
は
何
か
の
前
触
れ
で
は
な
い
か
と
怪
し
ん
で
、
臣

ち
よ

す
い
り
よ
う

下
に
意
見
を
求
め
た
。
以
下
は
、
こ
の
時
に
臣
下
の
褚
遂
良
が
出
し
た
意
見
と
太
宗
の
反
応
と
に
対
す
る
批
評
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問

い（
問
１
〜
６
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
本
文
を
改
め
、
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。（
配
点

５０
）

ハ
ク

ノ

ノ

シ
テ

ル

き
じ
ト

ハ

キ

ニ

ハ

ク

ニ

遂

良

曰
、「
昔

（
注
�
）

秦

文

公

時
、
童

子

化

為
�
雉
。
雌

鳴
�
（
注
�
）

陳

倉
�
雄

鳴
�
（
注
�
）

南

陽
	

ハ
ク

ル

ヲ

ハ

タ
リ

ル

ヲ

ハ

タ
リ
ト

ニ

ニ

ハ

も
と

ゼ
ラ
ル

ニ

童

子

曰
、『
得
�
雄

者

王
、
得
�
雌

者

覇
。』文

公

遂
ゆ
うタ
リ
雄
�
諸

侯
	
（
注


）

陛

下

本

封
�
秦
、

ニ

ビ
ニ

テ

グ
ト

ヲ

し
や
う

ハ
ク

ハ

故

雄

雌

並
あ
らハ
レ
見
、
以

告
�
明

徳
	」 （

注
�
）

上
よ
ろ
こビ
テ

説

曰
、「 Ａ
人

Ｘ

以

無

学
、
遂

良

所

謂

ノ

ナ
ル

ト

多

識

君

子

哉
。」

お

ノ

ハ

テ

ヲ

ス
ハ

ヲ

ト

ホ

テ

予

以
も

ヘ
ラ
ク
謂
、
秦

雉
、（
注
�
）

陳

宝

也
、Ｂ
豈

常

雉

乎
。
今

見
�
雉
、 
即

為
�
之

宝
�

（
注
�
）

猶シ�
得
�

ヲ

チ

ラ

ブ
ル
ガ

ニ

レ

て
ん

ば
う

ノ

ヲ

ル
ニ

ヲ

モ

白

魚
�
便

自

比
�
武

王
。�
此

（
注
�
）

諂

妄

之
ダ
シ
キ
モ

ノ
ニ
シ
テ

甚
、 （

注
�
）

ぐ愚
��

こ
ス
ルナ
リ

瞽

其

君
	
而

太

宗
�

善
�
之
、 （

注
１０
）

史

そ
し
ラ

レ

チ

ナ
リ

メ
バ

ラ

ズ

テ

不
�
譏

焉
。Ｃ
野

鳥

無

故

数

入

宮
、
此

乃

災

異
。 Ｄ
使
�

（
注
１１
）

ぎ魏
ち
よ
う
ヲ
シ
テ

徴

在
�
必

以
�
（
注
１２
）

高

宗

て
い

じ

ヲ

ザ
ル
ニ

ル
ニ

ラ

ヲ

テ
テ

て
い

こ
う
ヲ

ル
ハ

ヲ

ザ
ル

ニ

鼎

耳

之

祥
�

い
さメ
ン
諫

也
。
遂

良

非
�
不
�
知
�
此
、
捨
�
鼎

雊
�
而

取
�
陳

宝
� Ｅ
非
�
忠

臣
�

そ

し
よ
く
ち
よ
う
へ
ん
と
う

ば

せ
ん
せ
い
が
い
し
ゆ
う

也
。

（
蘇
軾『
重
編
東
坡
先
生
外
集
』に
よ
る
）

（２２０１―４２）― ４２ ―



（
注
）

�

秦
文
公

春
秋
時
代
の
諸
侯
の
一
人
で
、
秦
の
統
治
者
。

せ
ん
せ
い

�

陳
倉

地
名
。
現
在
の
陝
西
省
に
あ
っ
た
。

�

南
陽

地
名
。
現
在
の
河
南
省
と
湖
北
省
の
境
界
あ
た
り
に
あ
っ
た
。

�

陛
下
本
封
�
秦

太
宗
は
即
位
以
前
、
秦
王
の
位
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
唐
の
長
安
も
春
秋
時
代
の
秦
の
領
地
に
含
ま
れ
る
。

�

上

太
宗
。

�

陳
宝

童
子
が
変
身
し
た
雉
を
指
す
。

	

猶


得
�
白
魚
�
便
自
比

武
王
�

周
の
武
王
が
船
で
川
を
渡
っ
て
い
る
と
、
白
い
魚
が
船
中
に
飛
び
込
ん
で
き
た
故
事
を
踏
ま
え
る
。
そ
の
後
、

い
ん

武
王
は
殷
を
滅
ぼ
し
て
周
王
朝
を
開
き
、
白
魚
は
吉
兆
と
さ
れ
た
。

�

諂
妄

こ
び
へ
つ
ら
う
こ
と
。

�

愚
瞽

判
断
を
誤
ら
せ
る
。

１０

史

史
官
。
歴
史
書
編
集
を
担
当
す
る
役
人
。

１１

魏
徴

太
宗
の
臣
下
。

か
な
え

１２

高
宗
鼎
耳
之
祥

殷
の
高
宗
の
祭
り
の
時
、
鼎（
三
本
足
の
器
）の
取
っ
手
に
雉
が
と
ま
っ
て
鳴
き
、
こ
れ
を
異
変
と
考
え
た
臣
下
が
王
を
い
さ

め
た
故
事
。
後
に
見
え
る「
鼎
雊
」も
こ
れ
と
同
じ
。「
雊
」は
雉
が
鳴
く
こ
と
。

（２２０１―４３）― ４３ ―



問
１

波
線
部
�「
即
」・
�「
善
」の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

２９

・

３０

。

�
「
即
」

２９

���������
�

か
え
っ
て

�

そ
こ
で
は
じ
め
て

�

す
ぐ
に

�

そ
の
と
き
に
は

�

か
り
に

�
「
善
」

３０

���������
�

崇
拝
す
る

�

称
賛
す
る

�

整
え
る

�

得
意
と
す
る

�

親
友
に
な
る

（２２０１―４４）― ４４ ―



問
２

傍
線
部
Ａ「
人

Ｘ

以

無

学
」に
つ
い
て
、
空
欄

Ｘ

に
入
る
語
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３１

。

�

須

人

須
ら
く
以
て
学
無
か
る
べ
し

�

不

如

人

以
て
学
無
き
に
如
か
ず

�

不

可

人

以
て
学
無
か
る
べ
か
ら
ず

�

猶

人

猶
ほ
以
て
学
無
き
が
ご
と
し

�

不

唯

人

唯
だ
以
て
学
無
き
の
み
に
あ
ら
ず

（２２０１―４５）― ４５ ―



問
３

傍
線
部
Ｂ「
豈

常

雉

乎
」の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３２

。

�

き
っ
と
い
つ
も
の
雉
だ
ろ
う

�

ど
う
し
て
普
通
の
雉
で
あ
ろ
う
か

�

お
そ
ら
く
い
つ
も
雉
が
い
る
の
だ
ろ
う

�

な
ん
と
も
あ
り
ふ
れ
た
雉
で
は
な
い
か

�

な
ぜ
普
通
の
雉
な
の
だ
ろ
う

（２２０１―４６）― ４６ ―



問
４

傍
線
部
Ｃ「
野

鳥

無

故

数

入

宮
」に
つ
い
て
、
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３３

。

ゆ
ゑ

�

野

鳥

無
�
故
�
数
�
入
�
宮

野
鳥
宮
に
入
る
を
数
ふ
る
に
故
無
し

こ
と
さ
ら

�

野

鳥

無
�
故

数
�
入
�
宮

野
鳥

故
に
数
ふ
る
無
く
宮
に
入
る

ゆ
ゑ

し
ば
し
ば

�

野

鳥

無
�
故

数

入
�
宮

野
鳥
故
無
く
し
て
数

宮
に
入
る

も
と

し
ば
し
ば

	

野

鳥

無

故

数

入
�
宮

野
鳥
無
き
は
故
よ
り
数

宮
に
入
れ
ば
な
り

こ
と
さ
ら

し
ば
し
ば

�

野

鳥

無
�
故

数

入


宮

野
鳥

故
に
数

宮
に
入
る
こ
と
無
し

（２２０１―４７）― ４７ ―



問
５

傍
線
部
Ｄ「
使
�
魏

徴

在
�
必

以
�
高

宗

鼎

耳

之

祥
�
諫

也
」と
あ
る
が
、
次
の【
資
料
】は
、
魏
徴
が
世
を
去
っ
た
と
き
に
太
宗
が
彼
を

悼
ん
で
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

【
資
料
】

�
�
�
�

レ

テ

ヲ

セ
バ

ト

ク

テ

ス

ヲ

テ

ヲ

セ
バ

ト

ク

テ

ル

ヲ

テ

ヲ

夫

以
�
銅

為
�
鏡
、
可
	
以

正
�
衣

冠
�
以
�
古

為
�
鏡
、
可
	
以

知
�
（
注


）

興

替
�
以
�
人

セ
バ

ト

シ

テ

ヲ

ニ

チ

ノ

ノ

ヲ

テ

グ

ノ

チ
ヲ

そ

せ
い
シ

為
�
鏡
、
可
	
以

ラ
カニ
ス

明
�
得

失
�
朕

常

保
�
此

三

鏡
�
以

防
�
己

過
�
今

魏

徴
（
注
�
）

殂

逝
、

ニ

う
し
な
フ

ノ

ヲ

遂

亡
�
一

鏡
�
矣
。

く

と
う
じ
よ

（『
旧
唐
書
』に
よ
る
）

（
注
）




興
替
―
―
盛
衰
。

�

殂
逝

亡
く
な
る
。

（２２０１―４８）― ４８ ―



�

波
線
部「
得

失
」の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３４

。

�

人
の
長
所
と
短
所

�

自
国
と
他
国
の
優
劣

�

臣
下
た
ち
の
人
望
の
有
無

�

過
去
の
王
朝
の
成
功
と
失
敗

�

衣
装
選
び
の
当
否

�
【
資
料
】か
ら
、
傍
線
部
Ｄ「
使
	
魏

徴

在


必

以
	
高

宗

鼎

耳

之

祥
�
諫

也
」と
述
べ
ら
れ
た
背
景
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の【
資
料
】を
踏
ま
え
た
傍
線
部
Ｄ
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３５

。

�

鏡
が
物
を
客
観
的
に
映
し
だ
す
よ
う
に
、
魏
徴
は
太
宗
に
決
し
て
う
そ
を
つ
か
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
な
ら「
高
宗
鼎
耳
」の
故
事
を
引
用

し
、
事
件
を
誤
解
し
て
い
る
太
宗
に
真
実
を
話
し
た
だ
ろ
う
。

�

鏡
で
身
な
り
を
点
検
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
魏
徴
は
太
宗
の
言
動
に
目
を
光
ら
せ
て
い
た
か
ら
、
彼
な
ら「
高
宗
鼎
耳
」の
故
事
を
引
用

し
、
事
件
に
か
こ
つ
け
て
太
宗
の
無
知
を
た
し
な
め
た
だ
ろ
う
。

�

鏡
に
映
っ
た
自
分
自
身
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
魏
徴
は
太
宗
の
こ
と
を
誰
よ
り
も
深
く
理
解
し
て
い
た
か
ら
、
彼
な
ら「
高
宗
鼎
耳
」の

故
事
を
引
用
し
、
事
件
で
悩
む
太
宗
に
同
情
し
て
慰
め
た
だ
ろ
う
。

�

鏡
が
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
映
す
よ
う
に
、
魏
徴
は
太
宗
に
遠
慮
せ
ず
率
直
に
意
見
す
る
か
ら
、
彼
な
ら「
高
宗
鼎
耳
」の
故
事
を
引

用
し
、
事
件
を
機
に
太
宗
に
反
省
す
る
よ
う
促
し
た
だ
ろ
う
。

�

鏡
が
自
分
を
見
つ
め
直
す
助
け
と
な
る
よ
う
に
、
魏
徴
は
歴
史
の
知
識
で
太
宗
を
助
け
て
き
た
か
ら
、
彼
な
ら「
高
宗
鼎
耳
」の
故
事
を

引
用
し
、
事
件
に
と
ま
ど
う
太
宗
に
知
恵
を
授
け
た
だ
ろ
う
。

（２２０１―４９）― ４９ ―



問
６

傍
線
部
Ｅ「
非
�
忠

臣
�
也
」と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜

�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

３６

。

�

褚
遂
良
は
、
事
件
を
め
で
た
い
知
ら
せ
だ
と
解
釈
し
て
太
宗
の
機
嫌
を
取
っ
た
が
、
忠
臣
な
ら
ば
、
た
と
え
主
君
が
不
機
嫌
に
な
る
と
し

て
も
、
厳
し
く
忠
告
し
て
主
君
を
よ
り
良
い
方
向
へ
と
導
く
べ
き
だ
っ
た
か
ら
。

�

褚
遂
良
は
、
事
件
か
ら
貴
重
な
教
訓
を
引
き
出
し
て
太
宗
の
気
を
引
き
締
め
た
が
、
忠
臣
な
ら
ば
、
た
と
え
主
君
が
緊
張
を
解
い
て
し
ま

う
と
し
て
も
、
主
君
の
良
い
点
を
ほ
め
て
主
君
に
自
信
を
持
た
せ
る
べ
き
だ
っ
た
か
ら
。

�

褚
遂
良
は
、
事
件
は
過
去
に
も
例
が
あ
り
珍
し
く
な
い
と
説
明
し
て
太
宗
を
安
心
さ
せ
た
が
、
忠
臣
な
ら
ば
、
た
と
え
主
君
が
不
安
を
感

じ
る
と
し
て
も
、
事
件
の
重
大
さ
を
強
調
し
て
主
君
に
警
戒
さ
せ
る
べ
き
だ
っ
た
か
ら
。

�

褚
遂
良
は
、
事
件
と
似
た
逸
話
を
知
っ
て
い
た
お
か
げ
で
太
宗
を
感
心
さ
せ
た
が
、
忠
臣
な
ら
ば
、
た
と
え
主
君
か
ら
聞
か
れ
て
い
な
い

と
し
て
も
、
普
段
か
ら
勉
強
し
て
主
君
の
求
め
に
備
え
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
か
ら
。

�

褚
遂
良
は
、
事
件
の
実
態
を
隠
し
間
違
っ
た
報
告
を
し
て
太
宗
の
注
意
を
そ
ら
し
た
が
、
忠
臣
な
ら
ば
、
た
と
え
主
君
か
ら
怒
ら
れ
る
と

し
て
も
、
本
当
の
こ
と
を
伝
え
て
主
君
に
事
実
を
教
え
る
べ
き
だ
っ
た
か
ら
。

（２２０１―５０）― ５０ ―


