
－ 20 －

一
、
は
じ
め
に

　

中
学
・
高
校
の
生
徒
に
と
っ
て
、
古
文
を
原
文
で
読
み
こ
な
す
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
る
た
め
に

中
学
校
の
教
科
書
に
は
原
則
と
し
て
「
現
代
語
訳
」
が
付
け
ら
れ
て

い
る
が
、
高
校
の
教
科
書
に
な
る
と
「
現
代
語
訳
」
は
ほ
と
ん
ど
姿

を
消
し
、
生
徒
は
「
原
文
」
に
よ
る
読
解
と
い
う
課
題
と
い
き
な
り

向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
高
校
進
学
時
に
古
文
学
習
の
難
易
度
が
急

に
上
が
る
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
中
高
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
少
し
で
も
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
本
稿
で
は
和
歌
や
俳
句
な
ど
の
韻
文
教

材
に
着
目
し
た
い
。
韻
文
は
「
現
代
語
訳
」
だ
け
で
は
味
読
が
難
し

く（
１
）、「
原
文
」
に
目
を
向
け
さ
せ
る
教
材
と
し
て
適
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
韻
文
教
材
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
以

下
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
。

　

・
中
学
校
三
年
「
国
語
」
と
高
等
学
校
一
年
「
言
語
文
化
」
の
全

て
の
教
科
書
で
教
材
化
さ
れ
て
お
り
、
中
高
の
連
携
を
考
え
る

の
に
適
し
て
い
る
。

　

・
短
詩
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
現
代
語
訳
」
と
「
原
文
」
の
対
照

が
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
諸
説
の
比
較
も
し
や
す
い
。

　

特
に
後
者
は
本
稿
の
重
視
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
、
教
科
書

に
お
け
る
「
現
代
語
訳
」
の
あ
り
よ
う
を
概
観
し
つ
つ
、
思
考
力
の

育
成
と
い
う
観
点
か
ら
韻
文
教
材
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

二
、
中
学
校
教
科
書
の
「
現
代
語
訳
」

　

現
行
の
中
学
校
国
語
教
科
書
は
四
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
が

（
東
京
書
籍
・
三
省
堂
・
教
育
出
版
・
光
村
図
書
、
令
和
二
年
二
月

検
定
、
国
語901

〜4

）、
前
述
の
ご
と
く
こ
れ
ら
に
採
録
さ
れ
る
古

文
教
材
に
は
原
則
と
し
て
「
現
代
語
訳
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
形
式
に
つ
い
て
は
、「
現
代
語
訳
」
を
本
文
の
下
段
な
ど
別
の
場

所
に
掲
載
す
る
も
の
（
別べ

つ

提て
い

型
）
と
、
本
文
の
左
横
に
部
分
訳
を
付

す
も
の
（
傍
注
型
）
が
大
半
を
占
め
、
作
品
に
よ
っ
て
適
宜
使
い
分

和
歌
・
俳
句
を
用
い
た
思
考
力
の
育
成

―
芭
蕉
の
発
句
・
額
田
王
の
歌
を
例
と
し
て
―
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か
ら
で
あ
る
。「
お
く
の
ほ
そ
道
」
の
い
ち
ば
ん
の
魅
力
は
、

そ
の
格
調
高
い
文
体
に
あ
り
、
朗
読
に
よ
っ
て
、
そ
の
味
わ
い

を
実
感
す
る
こ
と
か
ら
学
習
を
始
め
た
い
。（
一
三
一
頁
）

　

確
か
に
「
平
泉
」
は
、
故
事
や
典
拠
、
地
形
、
地
名
等
の
注
が
あ

れ
ば
内
容
は
あ
る
程
度
把
握
で
き
る
。
発ほ

つ

句く

（
俳
句
）
を
含
む
こ
の

一
節
は
、
正
に
「
原
文
」
を
味
わ
う
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
と
言
う

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
よ
り
「
原
文
」
を
重
視
す
る
と
い
う
次
の
段

階
に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
現
代
語
訳
」
を
掲

載
し
て
い
な
い
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
こ
に
は
い
か
に
「
原
文
」
に
目
を
向
け
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題

が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
以
下
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
発
句
に
焦

点
を
絞
り
、
具
体
的
に
そ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

三
、
松
尾
芭
蕉
「
草
の
戸
も
」
の
句
を
め
ぐ
っ
て

　

本
節
で
は
、『
お
く
の
ほ
そ
道
』
冒
頭
部
の
「
草
の
戸
も
住
み
替

は
る
代
ぞ
雛ひ

な

の
家
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
句
は
中
学
三
年
「
国
語
」

の
全
て
の
教
科
書
と
、
高
校
「
言
語
文
化
」
の
大
半
の
教
科
書
（
十

七
種
の
う
ち
十
四
種
）
に
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、「
現
代
語
訳
」
を

付
け
て
い
る
の
は
中
学
校
教
科
書
の
次
の
二
社
の
み
で
あ
る
。

　
ａ
こ
の
よ
う
な
草そ

う

庵あ
ん

に
も
、
あ
る
じ
の
住
み
替
わ
る
時
節
が
や
っ

て
き
た
こ
と
だ
。
私
の
よ
う
な
世
捨
て
人
の
住
ん
で
い
た
と
き

と
は
違ち

が

い
、
雛
人
形
も
飾か
ざ

ら
れ
て
華は
な

や
か
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。�

（
東
京
書
籍
『
新
し
い
国
語
３
』
国
語901

）

け
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
な
ど
一
部
の
教
材
に
は
脚
注
に
部
分
訳
を
載

せ
る
場
合
も
あ
る
（
脚
注
型
）。

　

別
提
型
は
訳
文
を
ま
と
め
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
が

あ
る
が
、
原
文
と
訳
を
対
照
さ
せ
る
に
は
時
間
が
か
か
る
と
い
う
デ

メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
。
逆
に
傍
注
型
は
原
文
と
の
対
照
は
容
易
で
あ
る

が
、
部
分
訳
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
訳
だ
け
を
先
に
読
む
に

は
不
向
き
で
あ
る
。
脚
注
型
は
原
文
か
ら
脚
注
へ
目
を
移
し
つ
つ
自

分
で
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
生
徒
の

学
習
段
階
や
指
導
目
標
、
あ
る
い
は
文
章
の
難
易
度
に
よ
っ
て
適
宜

使
い
分
け
る
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う（

２
）。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
中
学
校
教
科
書
に
も
「
現
代
語
訳
」

の
な
い
教
材
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
社
と
も
中
学
三
年
の

教
材
と
し
て
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
か
ら
「
冒
頭
」
と
「
平
泉
」
の
一

節
を
採
録
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
「
平
泉
」
は
い
ず
れ
も
脚
注
の

み
で
「
現
代
語
訳
」
を
掲
載
し
て
い
な
い
（
三
省
堂
と
教
育
出
版
は

こ
の
ほ
か
「
立
石
寺
」
も
原
文
の
み
掲
載
す
る
）。
こ
れ
に
つ
い
て
、

例
え
ば
光
村
図
書
の
『
中
学
校
国
語
学
習
指
導
書
３
下
』（
二
〇
二

一
・
二
）
に
は
、「
平
泉
」
の
「
教
材
提
出
の
意
図
」
と
し
て
次
の

よ
う
に
あ
る
。

平
泉
の
場
面
で
は
、
脚
注
の
み
で
訳
文
を
付
け
て
い
な
い
。
そ

れ
は
、
こ
の
部
分
が
、
一
読
し
て
概
要
を
つ
か
め
る
簡
潔
な
文

章
だ
か
ら
で
あ
り
、
冒
頭
部
分
で
原
文
に
読
み
慣
れ
た
後
で
あ

れ
ば
、
脚
注
を
頼
り
に
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
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れ
の
言
葉
が
放
つ
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
っ
て
、「
住
み
替
は
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
生
じ
る
住
居
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
に
気
づ
く
と
い
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
現
代
語
訳
」
の
な
い
教
科
書
の
場
合
、「
雛
の
家
」
に

つ
い
て
生
徒
が
独
力
で
解
釈
す
る
こ
と
は
想
像
以
上
に
困
難
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。「
雛
の
家
」
が
右
の
よ
う
な
解
釈
に
落
ち
着
い
た
の

は
主
に
戦
後
の
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て（

３
）、

決
し
て
自
明
の
こ
と

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
優
れ
た
古
注
と
し
て
知
ら
れ
る
蓑さ

笠り
ゆ
う

庵あ
ん

梨り

一い
ち

『
奥
お
く
の

細ほ
そ

道み
ち

菅す
が

菰ご
も

抄し
よ
う』（1778

）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（
４
）。

頃
は
二
月
末
に
て
、上じ

や
う

巳し

の
せ
ち（
三
月
三
日
の
節
句
の
こ
と
・

引
用
者
注
）
に
近
き
故ゆ

ゑ

に
、
雛
を
商
ふ
も
の
、
翁
の
明キ

庵
を
か

り
て
売
物
を
入い

れ

、
置お
き

所ど
こ
ろ

と
な
せ
し
に
よ
り
て
、
此こ
の

吟
あ
り
と
云い
ふ

。

　

つ
ま
り
、
雛
人
形
の
商
人
が
芭
蕉
庵
を
売
物
の
置
き
所
（
物
置
）

に
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
現
在
こ
の
説
は
ほ
ぼ
否
定
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
別
の
文
献
（『
世よ

の

中な
か

百
韻
』）
に
、

は
る
け
き
た
び
の
空
お
も
ひ
や
る
に
も
、
い
さ
ゝ
か
も

こ
ゝ
ろ
に
さ
は
ら
ん
、
も
の
む
つ
か
し
け
れ
ば
、
日ひ

比ご
ろ

住す
み

け
る
庵い
ほ
りを
相
し
れ
る
人
に
ゆ
づ
り
て
い
で
ぬ
。
こ
の
ひ
と

な
む
、
つ
ま
を
ぐ
し
、
む
す
め
、
ま
ご
な
ど
も
て
る
ひ
と

な
り
け
れ
ば

　
　

草
の
戸
も
住す

み

か
は
る
世
や
雛ひ
な

の
家

と
あ
り（

５
）（
傍
線
引
用
者
）、
ま
た
、
こ
の
句
を
記
し
た
芭
蕉
真し
ん

蹟せ
き

短た
ん

冊ざ
く

の
前
書
き
に
も
「
む
す
め
持も
ち

た
る
人
に
草
庵
を
ゆ
づ
り
て
」
と
あ

　

ｂ
元
の
草そ

う

庵あ
ん

に
も
、
新
し
い
住
人
が
越
し
て
き
て
、
私
の
住
ん
で

い
た
頃
の
わ
び
し
さ
と
は
う
っ
て
変
わ
り
、
華
や
か
に
雛
人
形

な
ど
を
飾
っ
て
い
る
。�

（
光
村
図
書
『
国
語
３
』
国
語904

）

　

ど
ち
ら
も
「
現
代
語
訳
」
の
み
で
注
は
な
い
。
な
お
、
他
の
二
社

（
三
省
堂
・
教
育
出
版
）
は
「
現
代
語
訳
」
を
掲
載
せ
ず
、
教
育
出

版
は
注
さ
え
付
け
て
い
な
い
。
三
省
堂
は
「
ひ
な
の
家
」
に
「
妻
も

娘
も
お
り
、
ひ
な
人
形
を
飾
る
家
。
今
ま
で
の
わ
び
し
い
『
草
の
戸
』

の
家
に
対
比
し
て
『
ひ
な
の
家
』
と
い
っ
た
」
と
注
を
付
け
て
い
る
。

教
科
書
に
よ
っ
て
か
な
り
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

ま
ず
前
掲
の
ａ
・
ｂ
を
比
較
す
る
と
、
ａ
が
原
文
の
語
順
に
比
較

的
忠
実
な
の
に
対
し
、
ｂ
に
は
「
住
み
替
わ
る
代
ぞ
」
の
「
ぞ
」（
切

れ
字
）
に
相
当
す
る
文
の
切
れ
目
が
な
く
、「
現
代
語
訳
」
と
い
う

よ
り
は
説
明
に
近
く
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
ｂ
の
教
師
用
指
導
書

（
光
村
図
書
『
中
学
校
国
語
学
習
指
導
書
３
下
』）
を
見
る
と
、「
指

導
上
の
留
意
点
」
に
は
「
現
代
語
訳
と
対
照
し
た
り
、
脚
注
を
参
考

に
し
た
り
し
な
が
ら
、
文
章
の
内
容
を
ま
と
め
さ
せ
る
」（
一
四
九

頁
）
と
あ
る
が
、
こ
の
句
に
つ
い
て
は
「
現
代
語
訳
」
と
ど
う
対
照

さ
せ
る
か
、
特
に
指
示
は
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
句
の
場
合
、「
草
の
戸
」
と
「
雛
の
家
」
と
い

う
「
対
比
」
が
鍵
を
握
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
な

わ
ち
、「
草
の
戸
」（
草
庵
、
粗
末
な
家
、
隠
者
の
家
）、「
住
み
替
は

る
」（
転
居
に
よ
っ
て
住
人
が
入
れ
替
わ
る
）、「
雛
の
家
」（
華
や
か

な
家
、
雛
人
形
を
飾
る
よ
う
な
家
族
が
住
む
家
）
と
い
う
、
そ
れ
ぞ



－ 23 －

（
ａ
）、
そ
れ
と
も
既
に
飾
ら
れ
て
い
る
の
か
（
ｂ
）
と
い
う
点
で

解
釈
が
対
立
し
て
い
る
。
実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
現
在
の
研
究
者

の
間
で
も
説
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が（

９
）、
そ
の
対
立
が
教
科
書

に
持
ち
こ
ま
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
立
場
の
異
な
る
注
釈
書

に
依
拠
し
て
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。

　
ａ
説
に
よ
れ
ば
、
芭
蕉
（
厳
密
に
は
作
中
主
体
の
「
予
」）
は
転

居
後
の
情
景
を
想
像
し
て
こ
の
句
を
作
り
、
退
去
の
際
に
芭
蕉
庵
の

「
柱
」
に
「
表
八
句
」（
こ
の
句
を
発
句
と
す
る
百
韻
連
句
の
初
表
）

を
懸
け
置
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
（
想
像
説
）、
ｂ
説
に
よ
れ
ば
、

「
杉
風
が
別
墅
」（
＝
採
荼
庵
）
に
移
っ
た
後
、
旧
居
に
新
し
い
住

人
が
住
ん
で
い
る
情
景
を
目
に
し
て
、
そ
の
感
慨
を
吟ぎ

ん

じ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
（
眼
前
説）

（（
（

）。
ど
ち
ら
の
説
を
採
る
か
に
よ
っ
て
、
作

品
の
印
象
は
大
き
く
異
な
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ａ
・
ｂ
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
を
問
う
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は

な
い
が
、
あ
え
て
私
見
を
示
せ
ば
、
本
稿
は
ａ
説
に
与く

み

す
る
も
の
で

あ
る
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
お
け
る
こ
の
句
の
前
文
に
「
杉
風
が

別
墅
に
移
る
に0

」
と
あ
り
、
こ
れ
は
「
杉
風
の
別
宅
に
移
る
時
に
」

と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
か
ら
、
芭
蕉
庵
を
去
る
ま
さ
に
そ
の
時
の
感

慨
と
見
る
の
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
芭
蕉
の
落
梧
宛
書
簡
に

見
え
る
こ
の
句
（
恐
ら
く
初
案
）
の
前
書
に
「
草
庵
の
か
は
れ
る
や

う
お

（
マ
マ
）か
し
く
て
」
と
あ
る）
（1
（

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
尾
形
仂つ
と
む氏
の
言
う
よ

う
に
「
当
初
の
芭
蕉
の
モ
チ
ー
フ
の
中
心
」
は
「
人
に
譲
っ
た
草
庵

を
後
か
ら
覗
い
て
み
た
」
時
の
感
慨
か
も
し
れ
な
い
（『
お
く
の
ほ

る
か
ら
で
あ
る（

６
）。
娘
や
孫
の
い
る
人
に
庵
を
譲
っ
た
と
い
う
現
在
の

通
説
は
こ
れ
ら
の
資
料（

７
）に

よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か

つ
て
は
複
数
の
異
説
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る（

８
）。

　

現
代
語
訳
の
付
い
て
い
な
い
教
科
書
の
場
合
、
こ
の
点
に
配
慮
す

べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
雛
の
家
」
に
対
す
る
現
在
の
通

説
を
自
明
の
も
の
と
し
、
そ
れ
を
生
徒
か
ら
引
き
出
そ
う
と
し
て
も
、

う
ま
く
い
か
な
い
ケ
ー
ス
が
十
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し

解
釈
を
生
徒
自
身
に
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
要
な
情
報
を
選

択
し
、
必
要
に
応
じ
て
上
手
に
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

但
し
、
現
在
の
通
説
を
支
え
て
い
る
の
が
、
あ
く
ま
で
『
お
く
の

ほ
そ
道
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
外
に
あ
る
、
別
資
料
の
情
報
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。『
お
く
の
ほ
そ
道
』
本
文

に
は
「
住
め
る
方
は
人
に
譲
り
（
て
）」
と
し
か
な
く
、
ど
の
よ
う

な
「
人
」
に
譲
っ
た
か
は
読
者
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
別
資
料
に
よ
っ
て
あ
ま
り
解
釈
の
幅
を
狭
め
過
ぎ
る
の
も

問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
の
成
立
に
関
す
る
議
論
と
紀
行
本
文
の
読

み
は
区
別
す
べ
き
で
あ
り
、
本
稿
と
し
て
は
紀
行
本
文
の
許
容
す
る

範
囲
で
生
徒
に
は
も
う
少
し
自
由
に
考
え
さ
せ
て
よ
い
と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
よ
く
見
る
と
前
掲
ａ
・
ｂ
の
「
現
代
語
訳
」
に
は
内

容
的
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
（
以
下
一
部
再
掲
・
傍
点
引
用
者
）。

　
　
ａ
雛
人
形
も
飾か

ざ

ら
れ
て
華は
な

や
か
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う

0

0

0

0

。

　
　

ｂ
華
や
か
に
雛
人
形
な
ど
を
飾
っ
て
い
る

0

0

0

。

　
「
雛
人
形
」
は
新
し
い
住
人
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
飾
ら
れ
る
の
か
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高
い
文
体
」
で
あ
る
こ
と
も
原
文
を
そ
の
ま
ま
扱
う
の
に
ふ
さ
わ
し

い
。
更
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
有
名
な
句
で
あ
り
な
が
ら
、
今
な
お
解
釈

が
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
教
材
と
し
て
の
豊
か
な
可
能
性

を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
右
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
諸
説
を

検
討
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
思
考
力
の
育
成
に
資
す
る
（
①
）
だ

け
で
な
く
、
生
徒
が
こ
の
句
の
注
釈
史
＝
享
受
史
に
思
い
を
致
す

（
③
）
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
島
内
景
二
氏
の
次
の
言
説
が
示
唆
的
で
あ
る
。

『
増
註
湖こ

月げ
つ

抄し
よ
う

』（
源
氏
物
語
の
注
釈
書
・
引
用
者
注
）
を
読
む

副
産
物
は
、
本
文
に
加
え
て
諸
注
釈
書
の
対
立
す
る
見
解
を
知

る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
根
拠
を
考
え
る
時
間
が
必
要
と
な

る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
が
か
か
る
。
そ
う
す
る
と
、

時
間
を
か
け
て
諸
説
を
比
較
検
討
し
て
い
る
う
ち
に
、
行
間
に

込
め
ら
れ
た
登
場
人
物
の
息
づ
か
い
や
心
の
中
が
、
我
が
こ
と

の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
本
文
だ
け
を
読
ん
で
い
た

り
、
現
代
語
訳
で
速
読
し
た
り
し
て
い
て
は
、
絶
対
に
感
じ
取

れ
な
い
「
読
み
方
」
だ
っ
た
。
注
釈
で
古
典
を
読
む
醍
醐
味
は
、

こ
こ
に
あ
っ
た
。
文
章
の
背
後
か
ら
、
時
代
を
超
え
た
先
人
た

ち
の
解
釈
が
聞
こ
え
て
き
て
、
そ
の
彼
方
に
、
登
場
人
物
や
作

者
の
心
が
見
え
て
く
る
の
だ（

（1
（

。（
傍
線
引
用
者
）

　
「
古
い
作
品
」
は
長
年
に
わ
た
り
人
々
に
磨
か
れ
続
け
て
「
古
典
」

に
な
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
注
釈
の
歴
史
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

の
一
端
を
垣
間
見
せ
て
い
る
と
い
う
次
第
な
の
で
あ
る
。

そ
道
評
釈
』2001

）。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
当
初
の

0

0

0

作
意
で
あ

っ
て
、
尾
形
氏
も
注
意
す
る
よ
う
に
当
初
の
作
意
と
『
お
く
の
ほ
そ

道
』
本
文
の
読
み
と
は
区
別
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
富と

山や
ま

奏す
す
む

氏
は
「
前
書
と
し
て
付
記
す
る
制
作
事
情
が
事
実
と
相
違
す
る

場
合
に
は
、
事
実
よ
り
も
前
書
に
言
う
と
こ
ろ
に
即
し
て
句
を
解
釈

す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
「
想
像
説
」（
ａ
説
）
を
支
持
し
て
い
る

が）
（1
（

、
本
稿
も
そ
の
理
解
に
賛
同
し
た
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
教
科
書
の
依
拠
す
る
有
力
な
注
釈
書
で
さ
え
意
見
が

分
か
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
考
え
れ
ば
、
授
業
の
中
で
必
ず
し
も

「
正
解
」を
一
つ
に
決
め
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。た
と
え「
正

解
」
が
決
ま
ら
な
く
て
も
、「
現
代
語
訳
」
を
比
較
し
、
議
論
す
る

こ
と
自
体
に
次
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

①
比
較
に
よ
っ
て
批ク

リ
テ
ィ
カ
ル

判
的
な
視
点
を
獲
得
し
、
解
釈
の
核
心
に
迫

る
よ
う
な
深
い
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
古
典
の
「
現
代
語
訳
」
に
は
解
釈
の
分
か
れ
る
も
の
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
認
識
で
き
る）

（1
（

。

　

③
一
つ
の
作
品
に
多
く
の
人
が
関
わ
っ
て
き
た
と
い
う
享
受
の
歴

史
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
よ
う
な
教
材
が
中
学
三
年
の
教
科
書
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
誠
に
意
味
の
あ
る
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
俳
句
や
芭
蕉
の

紀
行
文
は
、
助
詞
・
助
動
詞
や
敬
語
等
の
用
法
を
熟
知
し
て
い
な
く

て
も
何
と
か
大
意
を
取
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
、
ま
た
、
前
掲
の

学
習
指
導
書
が
言
う
よ
う
に
、
味
読
す
る
に
値
す
る
よ
う
な
「
格
調
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り
出
す
世
界
」
と
い
う
単
元
で
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
教
材
の
一
つ

と
し
て
次
の
歌
を
掲
げ
る
（
二
一
八
頁
、
歌
番
号
は
引
用
者
）。

　
　
　
　

百ひ
や
く

首し
ゆ

歌う
た

の
中
に
、
忍
ぶ
（
マ
マ
）恋
を�

式
子
内
親
王

玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り

も
ぞ
す
る
（
恋
歌
一
・
一
〇
三
四
）

　

こ
の
歌
を
ま
ず
原
文
と
脚
注
の
み
で
読
ま
せ
、
そ
の
上
で
、
こ
の

単
元
の
最
後
に
「
和
歌
を
訳
す
」（
探
究
の
扉
―
比
べ
読
み
―
）
と

い
う
ペ
ー
ジ
を
設
け
て
（
二
二
〇
〜
一
頁
）、
以
下
の
三
つ
の
「
現

代
語
訳
」
を
比
較
さ
せ
る
と
い
う
課
題
を
掲
げ
て
い
る
（「
／
」
は

改
行
、
ａ
〜
ｃ
の
符
号
は
引
用
者
に
よ
る
）。

　
ａ
玉
を
貫
く
緒
よ��

わ
が
、
い
の
ち
の
流
れ
よ
／
切
れ
る
の
な
ら

／
い
っ
そ
い
ま��

切
れ
て
し
ま
え
／
こ
の
先��

長
く
生
き
た
と

し
て
／
わ
た
し
に
は��

ま
る
で
自
信
が
な
い
の
で
す
／
忍
ぶ
力

が��

弱
ま
り
は
し
な
い
か
／
秘
め
た
こ
の
恋
が
／
露ろ

呈て
い

し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と�

（
小こ

池い
け

昌ま
さ

代よ

『
百
人
一
首
』）

　

ｂ
ネ
ッ
ク
レ
ス　

切
れ
て
も
い
い
の
よ　

こ
の
ま
ま
じ
ゃ
／
心
も

そ
の
う
ち　

は
じ
け
て
消
え
そ
う

（
橋は

し

本も
と

治お
さ
む

『
百
人
一
首
が
よ
く
わ
か
る
』）

　
ｃ
こ
の
恋
を
忍
ぶ
こ
と
に　

い
つ
か
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
く
ら
い

な
ら
…
…
／
私
は　

今
消
え
て
も
か
ま
わ
な
い

（
杉す

ぎ

田た

圭け
い

『
超
訳
百
人
一
首�

う
た
恋こ

い
。』）

　

教
材
の
リ
ー
ド
文
に
は
「
単
な
る
直
訳
で
は
歌
に
込
め
ら
れ
た
思

い
の
深
さ
を
表
し
切
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。（
中
略
）訳
者
の
工
夫
と
、

四
、
教
科
書
の
和
歌
単
元

　

こ
の
よ
う
に
、
韻
文
教
材
の
読
解
を
通
し
て
「
原
文
」
と
「
現
代

語
訳
」
の
関
係
を
自
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
に
つ
な
が
れ
ば
、
そ
れ
は

生
徒
が
独
力
で
「
原
文
」
に
向
き
合
う
た
め
の
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と

な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
同
じ
中
学
三
年
の
教
科
書
に
各
社
と
も

和
歌
単
元
（
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集
）
を
設
け
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
中
学
校
教
科
書
に

お
い
て
和
歌
単
元
の
全
て
の
歌
に
「
現
代
語
訳
」
を
付
し
て
い
る
の

は
光
村
図
書
だ
け
で
あ
り
（
別
提
型
）、
他
三
社
は
、
一
部
に
鑑
賞

文
を
付
す
も
の
は
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
原
文
と
脚
注
の
み
を
掲
載

し
て
い
る
。
和
歌
こ
そ
は
、
韻
律
や
種
々
の
技
法
な
ど
、
現
代
語
訳

に
置
き
換
え
が
た
い
要
素
を
多
く
内
包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
三
社
の
教
科
書
で
は
脚
注
を
頼
り
に
学
習
者
自
身
が
自
力
で

解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
の
高
校
一
年
の
教
科
書
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
必
修
科
目
「
言
語
文
化
」
の
場
合
、
多
く
は
導
入
教
材
（「
児

の
そ
ら
寝
」
な
ど
の
散
文
）
に
傍
注
型
の
「
現
代
語
訳
」
を
付
す
の

み
で
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
教
材
は
、
和
歌
・
俳
句
を
含
め
て
原
文
と

脚
注
の
み
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
。

　

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
数
研
出
版
『
新
編
言
語
文
化
』（
言
文709

）

の
次
の
試
み
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
同
教
科
書
は
ま
ず
「
和
歌
が
作
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も
、
既
に
俵
万
智
氏
が
『
伊
勢
物
語
』
で
試
み
て
い
る
。

お
な
じ
月
お
な
じ
春
で
は
な
く
な
っ
て
お
な
じ
心
の
我わ

れ

だ
け
が

い
る）

（1
（

（
第
四
段
）

　

俵
氏
は
こ
の
よ
う
な
試
み
を
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

和
歌
は
、
散
文
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
密
度
の

濃
い
言
葉
の
集
約
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
わ
か
り
や
す
く

読
み
と
き
、
現
代
の
散
文
で
読
み
ほ
ぐ
し
て
ゆ
け
ば
、
長
く
な

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
。／
が
、
そ
の
結
果
、
も
と
の

歌
が
持
っ
て
い
た
韻
律
の
美
し
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
、

も
っ
た
い
な
さ
。（
中
略
）
も
う
少
し
本
来
の
リ
ズ
ム
を
、
訳

に
生
か
せ
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
っ
た
。
リ
ズ
ム
だ
っ
て
、

作
品
の
う
ち
な
の
だ
か
ら
。（
傍
線
引
用
者
）

　

前
掲
の
数
研
出
版
の
教
科
書
も
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
問
題
を
「
現

代
語
訳
」
の
比
較
を
通
し
て
考
え
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
こ
の
教
科
書
の
場
合
、
学
習
者
は
既
に
自
分
の
目
で
「
原
文
」

を
見
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

「
原
文
」
の
学
習
の
そ
の
先
に
翻
案
の
比
較
と
い
う
課
題
が
設
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
に
興
味
を
惹
く
た
め
だ
け
の
教
材
と
見
る

べ
き
で
は
な
い
。

　

予
め
自
分
で
作
っ
た
「
逐
語
訳
」
が
あ
れ
ば
比
較
の
基
準
と
し
て

効
果
的
に
活
用
で
き
る
し
、
ま
た
、
縁
語
を
学
習
し
て
い
れ
ば
、
縁

語
が
訳
出
し
に
く
い
こ
と
も
改
め
て
実
感
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る（「
絶

訳
に
よ
る
雰
囲
気
の
違
い
を
感
じ
取
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
目
標
が

示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
標
に
沿
っ
た
活
動
も
末
尾
に
添
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
訳
文
は
「
翻
案
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
特
長
が
あ
り
、
ａ
・
ｃ
は
現
代
詩
、
ｂ
は
現
代
短
歌
に

な
っ
て
い
る
。

　

百
人
一
首
の
現
代
詩
へ
の
翻
案
は
夙つ

と

に
大
岡
信ま
こ
と

氏
が
試
み
て
い

る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
大
岡
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

私
は
中
学
生
の
昔
か
ら
、
国
文
解
釈
の
勉
強
を
す
る
折
な
ど
に

い
つ
も
疑
問
に
思
う
一
つ
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
和
歌
や

俳
諧
を
は
じ
め
、
詩
的
な
表
現
が
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
時
、

そ
れ
の
通
釈
が
、
一
つ
一
つ
の
語
義
の
解
釈
に
慎
重
な
あ
ま
り
、

通
読
す
る
と
必
ず
し
も
す
ん
な
り
と
一
息
に
了
解
で
き
る
よ
う

な
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
例
が
少
な
く
な
い
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
文
法
上
の
正
解
が
、
一
篇
の
詩
歌
の
通
釈
と
し
て
は
必
ず

し
も
魅
力
満
点
の
も
の
と
は
限
ら
ぬ
事
例
が
多
い
の
で
は
な
い

か
。（
中
略
）
私
の
こ
の
一
種
の
現
代
詩
訳
な
る
も
の
は
、
そ

う
い
う
疑
問
に
対
す
る
私
の
さ
さ
や
か
な
答
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
。（
傍
線
引
用
者
）　

　

大
岡
氏
は
「
文
法
上
の
正
解
」
に
飽
き
足
ら
ず
、「
現
代
語
訳
」

を
「
詩
」
に
昇
華
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
氏
自

身
は
「
百
人
一
首
の
和
歌
を
『
楽
譜
』
と
し
た
、
現
代
語
に
よ
る
『
演

奏
』」
だ
と
し
て
い
る
。
示
唆
に
富
む
発
言
と
言
え
よ
う
。

　

ま
た
、
和
歌
を
現
代
短
歌
に
置
き
換
え
る
と
い
う
翻
案
に
つ
い
て
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君
待
つ
と
我あ

が
恋こ

ひ
居を

れ
ば
我わ

が
屋や

戸ど

の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の

風
吹
く
（
万
葉
集
・
巻
四
・
四
八
八
）

　

教
科
書
の
和
歌
単
元
は
し
ば
し
ば
「
心
情
」
の
読
み
取
り
を
課
題

と
し
て
掲
げ
る
が
、
こ
の
歌
の
場
合
、
そ
の
「
心
情
」
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
上
二
句
に
よ
れ
ば
男
を
恋
し
く
思
っ
て

待
っ
て
い
る
歌
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
る
が
（
上
代
で
は
「
君
」
は

原
則
と
し
て
男
を
指
す
）、
一
首
全
体
と
し
て
は
「
人
を
待
っ
て
来

な
い
寂
寥
感
を
歌
う
」（
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
』2009

）
も
の
な

の
か
、
そ
れ
と
も
「
す
だ
れ
の
動
き
に
も
恋
人
の
訪
れ
か
と
胸
を
お

ど
ら
せ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
」（
稲
岡
耕
二
『
和
歌
文
学
大
系
』

1997

）
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
古
来
議
論
が
分
か
れ
て
お
り）
11
（

、

現
在
で
も
決
着
が
付
い
た
と
は
言
い
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

ち
な
み
に
右
に
引
用
し
た
和
歌
文
学
大
系
の
校
注
者
、
稲
岡
耕
二

氏
と
言
え
ば
先
年
逝
去
さ
れ
た
万
葉
学
の
泰
斗
で
あ
る
が
、
そ
の
追

悼
文
に
お
い
て
渡
部
泰
明
氏
が
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
紹
介
し
て
い
る）

1（
（

。

修
士
論
文
の
口
述
試
験
の
休
憩
時
間
だ
っ
た
か
と
思
う
。
額
田

王
の
「
我
が
屋
戸
の
簾
動
か
し
秋
の
風
吹
く
」
を
持
ち
出
し
た

稲
岡
先
生
が
、「
あ
な
た
を
お
待
ち
し
て
恋
い
こ
が
れ
て
い
る

と
、
我
が
家
の
簾
を
動
か
し
て
秋
風
が
吹
く
。
ま
る
で
あ
な
た

が
訪
れ
た
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
」
と
名
調
子
で
訳
さ
れ
る
と
、

す
か
さ
ず
渡
辺
先
生
（
渡
辺
実
氏
の
こ
と
・
引
用
者
注
）
が
、

「
あ
な
た
が
訪
れ
た
か
と
云
々
の
訳
は
蛇
足
や
な
。
歌
が
だ
い

え
」「
な
が
ら
へ
」「
弱
り
」
は
「
緖
」
の
縁
語
）。
前
稿
で
強
調
し

た
こ
と
で
あ
る
が
、「
逐
語
訳
」
が
比
較
や
思
考
の
出
発
点
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い）

（1
（

。

　

対
象
と
な
る
も
の
の
共
通
点
や
相
違
点
を
考
え
る
と
い
う
の
は
科

学
的
思
考
の
第
一
歩
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
現
代
語
訳
」
の
比
較

は
思
考
力
を
育
成
す
る
一
助
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
場
合
、
必
ず
し
も
「
正
解
」
に
至
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
た

と
え
「
正
解
」
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
生
徒
自
身
が
対
象
を
相

対
化
し
、
批
判
的
に
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

五
、
額
田
王
「
君
待
つ
と
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て

　

と
こ
ろ
で
、
和
歌
と
俳
句
（
発
句
）
は
異
な
る
文
芸
様
式
で
あ
り
、

「
現
代
語
訳
」
に
つ
い
て
も
異
な
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
和
歌
の

場
合
、
俳
句
ほ
ど
言
葉
を
補
わ
な
く
て
も
大
意
が
把
握
で
き
る
も
の

が
多
く
、
既
存
の
「
現
代
語
訳
」
も
逐
語
訳
に
近
い
も
の
が
多
い
。

訳
文
が
互
い
に
似
通
っ
て
い
る
の
で
、
教
材
と
し
て
は
よ
り
精
緻
な

比
較
が
求
め
ら
れ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
額ぬ

か
た
の
お
お
き
み

田
王
の
歌
を

例
と
し
て
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。

　

額
田
王
は
天
智
朝
を
中
心
に
活
躍
し
た
女
流
歌
人
で
あ
る
。
王
の

歌
は
全
て
の
中
学
校
教
科
書
（
三
年
）
で
『
万
葉
集
』
の
定
番
教
材

に
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
三
省
堂
・
教
育
出
版
・
光
村
図
書
の

三
社
が
採
録
す
る
次
の
歌
を
取
り
上
げ
る
。
平
易
に
見
え
て
実
は
一

筋
縄
で
は
い
か
な
い
側
面
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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ご
か
し
て
吹ふ
き

く
る
と
よ
み
た
ま
へ
る
歟か

。

（『
代
匠
記
』
初
稿
本
別
案
）

　

③
秋ア

キ
ノ

風カ
ゼ

吹フ
ク

は
、
人
を
恋
し
く
思
ふ
を
り
、
風
の
吹ふ
き

来き
た

る
は　

其
ノ

人
の
来き
た

ら
む
と
す
る
前シ
ル
シ兆

ぞ
、
と
い
ふ
諺
の
あ
り
し
を
ふ
み
て
、

よ
み
給
へ
る
な
る
べ
し�

（
鹿か

持も
ち

雅ま
さ

澄ず
み

『
万
葉
集
古こ

義ぎ

』1839

）

��

④
簾ス
ダ
レ

動ウ
ゴ
カ

之シ�

秋ア
キ
ノ

風カ
ゼ

吹フ
ク

は
、
た
だ
そ
の
場
合
の
景
趣
を
述
べ
た
だ
け

で
あ
る
。�

（
鴻こ
う

巣の
す

盛も
り

廣ひ
ろ

『
万
葉
集
全
釈
』1930

）

　

⑤
早
秋
の
風
は
親
し
ま
れ
待
た
れ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
此
の

一
首
も
其
の
爽
快
な
秋
風
の
先
づ
訪
れ
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、

満
足
し
た
心
で
人
を
待
つ
趣
と
解
さ
れ
る
。
来
る
か
来
ぬ
か
を

待
ち
な
や
む
心
で
は
な
い
。（

土
屋
文
明
『
万
葉
集
私
注
』1950

）

　

⑥
（
漢
籍
の
例
を
挙
げ
て
）
語
句
の
類
似
性
か
ら
云
へ
ば
、
こ
れ

ら
は
必
ず
し
も
源
泉
と
は
云
ひ
難
い
が
、
佳
人
秋
風
裡
の
幽
艶

な
歌
風
の
姿
は
、
六
朝
詩
よ
り
ま
な
ん
だ
も
の
と
み
る
べ
き
で

は
な
か
ら
う
か
。�

（
小
島
憲
之）
11
（

）

　

⑦
額
田
王
歌
の
結
句
「
秋
の
風
吹
く
」
の
表
現
に
も
、
合
蓄
と
し

て
身
に
沁
み
る
よ
う
な
秋
風
の
意
と
と
も
に
、
そ
こ
に
、
天
皇

の
訪
れ
を
望
み
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
嘆
き
の
気
持
が

漂
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
額
田
王
歌
の

「
秋
風
」
の
用
法
に
は
、
源
泉
と
し
て
六
朝
時
代
の
閨
怨
詩
の

「
秋
風
」
が
考
え
ら
れ
、
中
国
閨
怨
詩
の
時
代
的
に
最
も
早
い

影
響
を
こ
こ
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。（
井
手
至）

11
（

）

な
し
や
」
と
合
い
の
手
を
入
れ
る
と
、「
い
や
い
や
こ
こ
は
そ

う
訳
さ
な
い
と
い
け
な
い
」
と
一
歩
も
引
か
ず
、
そ
れ
を
「
そ

も
そ
も
万
葉
の
歌
の
訳
は
ね
え
…
…
」
と
野
口
先
生
（
野
口
元

大
氏
の
こ
と
・
引
用
者
注
）
が
混
ぜ
返
す
（
下
略
）

　

国
文
学
・
国
語
学
の
碩
学
が
繰
り
広
げ
る
楽
し
い
雑
談
に
引
き
込

ま
れ
る
が
、
一
体
何
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
光
村
図

書
の
教
科
書
に
よ
っ
て
額
田
王
の
歌
の
現
代
語
訳
を
掲
げ
よ
う
。

あ
な
た
の
お
い
で
を
待
っ
て
私
が
恋
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
と
、

我
が
家
の
戸
口
の
す
だ
れ
を
動
か
し
て
、
秋
の
風
が
吹
い
て
お

り
ま
す
。�
（
光
村
図
書
『
国
語
３
』）

　

わ
ず
か
に
言
葉
を
補
っ
て
い
る
が
、
概
ね
「
逐
語
訳
」
の
範
囲
と

言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
稲
岡
氏
が
こ
だ
わ
っ
た
「
ま
る
で
あ
な
た

が
訪
れ
た
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
」
と
い
う
訳
に
相
当
す
る
部
分
は

ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
秋
風
が
吹
い
た
こ
と
の
意
味
を

稲
岡
氏
が
解
釈
し
て
補
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

実
は
「
秋
の
風
吹
く
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
古
来

様
々
な
説
が
あ
る
。
以
下
、
前
掲
の
『
全
解
』
や
『
和
歌
文
学
大
系
』

を
除
き
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
掲
げ
よ
う
。

　

①
も
し
君
や
お
は
し
ま
す
と
お
も
ふ
心
に
、
簾
を
う
ご
か
す
秋
風

の
音
も
君
か
と
お
も
ひ
て
は
か
ら
る
ゝ
な
り

（
契け

い

沖ち
ゆ
う

『
万ま
ん

葉よ
う

代だ
い

匠し
よ
う

記き

』
初
稿
本1687

）

　

②
和
漢
と
も
に
風
の
使つ

か
ひと
い
ふ
こ
と
あ
れ
ば
、
君
を
わ
が
恋こ
ひ

を
れ

ば
、
心
の
通
ず
る
に
や
、
秋
風
の
、
君
が
使
の
や
う
に
簾
を
う
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ａ
は
土
居
光
知
氏）
11
（

、
ｂ
は
小
島
憲
之
氏）
12
（

、
ｃ
は
中
西
進
氏）
11
（

や
古
沢

未
知
男
氏）

11
（

の
指
摘
し
た
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
秋
風
が
「
簾
」
を

動
か
す
と
い
う
情
景
が
描
か
れ
、
ｂ
・
ｃ
は
、
そ
こ
か
ら
恋
人
の
来

訪
を
思
う
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る）

11
（

。

　

な
お
、
井
手
氏
は
こ
れ
ら
の
漢
籍
に
つ
い
て
「
簾
の
動
き
に
君
の

来
訪
か
と
疑
う
も
の
は
あ
っ
て
も
、
風
を
待
ち
人
の
来
訪
の
前
兆
と

と
ら
え
た
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
詩
は
い
ず
れ
も
、

空
し
く
風
が
吹
き
、
恋
し
い
人
に
逢
え
な
い
嘆
き
を
詠
ん
だ
内
容
と

な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
「
女
人
が
『
秋
風
』
の
吹

く
閨
房
に
あ
っ
て
物
思
い
に
沈
み
、
夫
に
逢
え
な
い
こ
と
を
嘆
い
た

六
朝
宮
廷
詩
」
の
例
を
複
数
挙
げ
て
、
右
の
額
田
王
歌
は
こ
の
よ
う

な
「
中
国
閨け

い

怨え
ん

詩
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る）
11
（

。
身

﨑
壽ひ

さ
し

氏
も
こ
の
説
を
受
け
、「『
秋
の
風
』
に
よ
っ
て
志
向
さ
れ
る

こ
の
一
首
の
発
想
の
核
心
は
、
井
手
論
文
の
題
に
端
的
に
し
め
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
『
独
り
寝
の
嘆
き

0

0

』
に
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
傍
点
原
文
）
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。

　
『
万
葉
集
』
は
こ
の
額
田
王
の
歌
の
直
後
に
「
風
を
だ
に
恋
ふ
る

は
羨と

も

し
風
を
だ
に
来こ

む
と
し
待
た
ば
何な
に

か
嘆
か
む
」（
鏡か
が
み
の
お
ほ王
女き
み

、
巻

四
・
四
八
九
）
と
い
う
歌
を
載
録
す
る
が
、
こ
の
歌
は
額
田
王
の
歌

を
踏
ま
え
て
自
分
の
「
嘆
き
」
を
詠
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

そ
の
点
か
ら
見
て
も
額
田
王
の
歌
が
「
嘆
き
」
を
基
調

0

0

と
し
て
い
る

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
額
田
王
の
歌
が
閨
怨
詩
の
発
想
を
踏
ま
え
て
い
る
と
し

　

①
は
秋
風
が
簾
を
揺
ら
し
た
の
を
「
君
」
の
訪
れ
の
よ
う
に
錯
覚

し
た
と
す
る
も
の
、
②
は
漢
籍
に
も
「
風
の
使
」
と
い
う
の
が
あ
る

こ
と
か
ら
秋
風
を
「
君
」
の
使
者
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
③

は
秋
風
を
訪
問
の
「
前
兆
」
と
み
る
当
時
の
諺
を
踏
ま
え
て
い
る
と

す
る
も
の
（
但
し
文
献
的
に
そ
の
よ
う
な
諺
が
確
認
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
）、
④
は
「
秋
風
」
に
特
に
意
味
は
な
く
単
に
「
景
趣
」
を

述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

⑤
は
「
秋
の
風
」
を
「
爽
快
な
」
も
の
と
捉
え
て
い
る
が
、
秋
風

の
イ
メ
ー
ジ
は
恐
ら
く
生
徒
の
中
で
も
意
見
が
分
か
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
現
在
で
は
「
嘆
き
」
を
喚
起
す
る

風
と
捉
え
る
見
方
が
優
勢
で
あ
る
が
、
例
え
ば
④
の
よ
う
に
秋
風
と

待
人
の
来
訪
と
を
結
び
つ
け
な
い
立
場
で
あ
れ
ば
、
⑤
の
よ
う
な
見

方
も
成
り
立
ち
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

⑥
と
⑦
は
漢
籍
の
影
響
を
積
極
的
に
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

額
田
王
の
右
の
歌
が
漢
籍
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
の
は
今
日

で
は
通
説
と
言
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
詩
句
と

の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ａ
清
風
ハ
動
二カ
シ
帷ゐ

簾れ
ん

一ヲ
晨し
ん

月げ
つ
ハ
照
二ラ
ス
幽
房
一ヲ
。

（
張
華
「
情
詩
」『
文も

ん

選ぜ
ん

』
巻
二
九
、『
玉ぎ
よ
く

台だ
い

新し
ん

詠え
い

』
巻
二
）

　

ｂ
夜
相
思
ヒ
、
風
吹
キ
テ
窓
簾
動
ク
、
言
フ
是
レ
所
歓
来き
た
ル
カ
ト
。

（「
清
商
曲
辞
〔
呉
声
歌
、
華
山
畿
〕」『
楽が

府ふ

詩
集
』
巻
四
六
）

　
ｃ
簾
動
ケ
バ
憶お
も

二ヒ
君
ガ
来き
た

一ル
カ
ト
、
雷
声こ
ゑ
ス
レ
バ
似
二タ
リ
車
ノ
度わ
た

一ル
ニ
。

（
費ひ

昶ち
よ
う

「
有
所
思
」『
玉
台
新
詠
』
巻
六
「
鼓
吹
曲
」）
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に
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
知
見
を
そ
の
ま
ま
中
学
三
年
生

に
教
え
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。「
秋
の
風
吹
く
」
と
い
う
情
景

か
ら
ど
の
よ
う
な
心
情
が
読
み
取
れ
る
の
か
（
あ
る
い
は
読
み
取
れ

な
い
の
か
）。
そ
れ
を
「
現
代
語
訳
」
の
比
較
に
よ
っ
て
考
え
て
み

よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。以
下
、「
現
代
語
訳
」の
例
を
掲
げ
よ
う（
説

明
の
便
宜
上
、
相
違
す
る
部
分
に
傍
線
を
付
し
た
）。

　
ａ
あ
な
た
を
お
待
ち
し
て
恋
い
こ
が
れ
て
い
る
と
、
我
が
家
の
簾

を
動
か
し
て
秋
風
が
吹
く
。
ま
る
で
あ
な
た
が
訪
れ
た
か
と
思

わ
せ
る
よ
う
に�

（
渡
部
氏
所
引
の
稲
岡
氏
説
・
再
掲
）

　

ｂ
今
に
も
あ
の
御
方）

11
（

が
お
い
で
に
な
る
か
、
と
待
ち
こ
が
れ
て
居

る
と
、
人
の
来
る
さ
き
ぶ
れ
の
様
に
、
秋
の
風
許ば

か

り
が
、
自
分

の
家
の
簾
を
動う

ご
か

し
て
吹
き
こ
ん
で
来
た
。

�

（
折お
り

口く
ち

信し
の

夫ぶ

『
口
訳
万
葉
集
』1916

）

　
ｃ
君
の
お
出
を
待
つ
て
心
に
お
慕
ひ
申
上
げ
て
居
る
と
、
偶
々
秋

風
が
吹
い
て
来
て
、
そ
れ
か
と
ば
か
り
簾
を
吹
き
動
か
し
た
こ

と
で
あ
る
。�

（
次つ
ぎ

田た

潤う
る
う

『
万
葉
集
新
講
』1921

）

　

ｄ
貴
方
の
お
越
し
に
な
る
の
を
待
つ
て
、
私
が
恋
い
慕
つ
て
居
り

ま
す
と
、
私
の
家
の
簾
を
動
か
し
て
秋
風
が
吹
き
ま
す
。

�

（『
万
葉
集
総
釈
』
石
井
庄
司
担
当1935

）

　
ｅ
わ
た
し
は
あ
の
人
を
待
つ
／
恋
い
慕
い
な
が
ら
待
つ
／
あ
っ
、

簾
が
動
い
た
！
／
で
も
、
そ
れ
は
―
―
／
た
だ
の
秋
風
…
…

�

（
上
野
誠）
12
（

）

　

改
め
て
稲
岡
氏
の
「
現
代
語
訳
」（
ａ
）
を
見
る
と
、
傍
線
部
は

て
も
、「
嘆
き
」
だ
け

0

0

を
詠
ん
だ
歌
と
単
純
化
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。夙
に
窪
田
空
穂『
万
葉
集
評
釈
』は
、「
一

瞬
間
の
昂
奮
と
失
望
と
の
交
錯
し
た
、
捉
へ
や
す
き
に
似
て
、
実
は

捉
へ
て
は
云
ひ
難
い
気
分
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
が）

1（
（

、
秋
風
に
簾

が
翻
る
の
を
「
君
」
の
訪
れ
か
と
思
う
、
そ
の
瞬
間
の
喜
び
は
や
は

り
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
秋
風
」
で

あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
は
か
な
い
嘆
き
へ
と
変
わ
る
―
―
そ
の
一
瞬

の
心
情
の
変
化
が
こ
の
歌
の
抒
情
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
を
よ
く
見
る
と
、
第
三
句
「
す
だ
れ
動
か
し
」
ま
で
は
、

そ
の
動
作
主
体
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
歌
の
享
受
者
（
読
者

あ
る
い
は
聴
き
手）

11
（

）
は
、
結
句
「
秋
の
風
吹
く
」
に
至
っ
て
初
め
て

簾
を
動
か
し
た
の
が
「
秋
風
」
だ
と
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。
第
四
句

ま
で
で
は
、
何
が
簾
を
動
か
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

「
君
」
が
来
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
一
瞬
の
喜
び
を
こ
こ
に

読
み
取
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
「
君

待
つ
と
我
が
恋
ひ
居
れ
ば
」
→
「
我
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
」
→

「
秋
の
風
吹
く
」
と
い
う
時
間
の
流
れ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
時
間
の
展
開
に
従
っ
て
心
情
も
変
化
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
享
受
者
は
結
句
に
至
る
ま
で
歌
の
進

行
に
伴
っ
て
心
情
の
移
ろ
い
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
心

情
の
移
ろ
い
こ
そ
が
、
こ
の
歌
の
核
心
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
研
究
史
を
概
観
し
た
上
で）

11
（

私
見
を
示
し
た
が
、
本
稿
の
目

指
す
と
こ
ろ
は
韻
文
の
教
材
化
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
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に
く
い
心
情
の
移
ろ
い
を
巧
み
に
再
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

以
上
、
中
学
校
教
科
書
に
載
る
額
田
王
の
歌
に
つ
い
て
「
現
代
語

訳
」
の
比
較
と
い
う
こ
と
を
試
み
た
。
無
論
「
正
解
」
を
選
ぶ
こ
と

は
必
ず
し
も
こ
の
課
題
の
目
的
で
は
な
い
。
相
違
点
を
比
較
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
秋
風
」
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
生
徒
が
自
分

な
り
に
考
え
、
批
判
的
に
思
考
す
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

　

注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
比
較
を
す
る
た
め
に
は
生
徒
自
身

が
丁
寧
に
「
原
文
」
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
現
代
語
訳
」
が
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
補

っ
て
い
る
の
か
、「
原
文
」
と
対
照
さ
せ
て
逐
語
的
に

0

0

0

0

確
認
す
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
は
言
葉
に
即
し
た
思

考
力
育
成
の
出
発
点
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六
、
お
わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
、
和
歌
や
俳
句
の
「
現
代
語
訳
」
を
丁
寧
に
検
証
す

る
こ
と
は
生
徒
が
「
原
文
」
に
目
を
向
け
る
契
機
と
な
り
う
る
。
特

に
中
学
三
年
か
ら
高
校
一
年
ま
で
の
過
渡
的
な
時
期
に
お
い
て
、
和

歌
や
俳
句
は
「
原
文
」
中
心
の
授
業
に
移
行
す
る
た
め
の
教
材
と
し

て
有
効
な
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　

な
お
、
読
解
が
表
面
的
な
も
の
に
終
わ
ら
な
い
た
め
に
は
、
既
存

の
「
現
代
語
訳
」
を
用
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
動
か
し
難
い
も
の

（
＝
静
態
）と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、も
っ
と
流
動
的
な
も
の（
＝

動
態
）
と
し
て
扱
い
、
生
徒
自
身
が
主
体
的
に
「
現
代
語
訳
」
に
関

契
沖
の
①
説
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
ご
と
く
、

稲
岡
氏
に
よ
る
注
釈
書
（『
和
歌
文
学
大
系
』）
で
は
、
語
句
に
即
し

て
逐
語
訳
を
示
し
た
上
で
、「
す
だ
れ
の
動
き
に
も
恋
人
の
訪
れ
か

と
胸
を
お
ど
ら
せ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
。
風
の
吹
く
の
は
思
う
人
の

来
る
前
兆
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
歌
の
言
葉
の
ま
ま

に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
」（
一
部
再
掲
）
と
注
を
付
け
て
い
る
。
期

待
感
の
方
に
重
き
を
置
い
た
解
釈
と
言
え
よ
う
。

　

ｂ
の
折
口
信
夫
説
は
「
さ
き
ぶ
れ
」（
前
触
れ
・
前
兆
）
と
あ
る

の
で
③
の
『
古
義
』
説
に
基
づ
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、

次
田
潤
『
新
講
』（
ｃ
）
の
「
そ
れ
か
と
ば
か
り
」
と
い
う
の
は
わ

か
り
に
く
い
が
、「
そ
れ
」
と
い
う
の
は
「
君
の
お
出
」
を
指
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
契
沖
①
説
に
拠
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い）

11
（

。

　

な
お
、
ｄ
の
『
総
釈
』
は
逐
語
訳
に
近
い
が）

11
（

、
前
稿
で
述
べ
た
よ

う
に
、
古
典
の
注
釈
は
「
語
釈
」
と
「
現
代
語
訳
」
を
分
離
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
現
代
語
訳
」
に
解
釈
を
盛
り
込
む
必
要
性
が
減
じ

た
た
め
に
、
次
第
に
逐
語
訳
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く）

11
（

。
特

に
戦
後
の
注
釈
書
の
「
現
代
語
訳
」
は
逐
語
訳
に
近
い
も
の
ば
か
り

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
教
材
の
た
め
の
訳
文
は
語
釈
や
評
釈
を
参

照
し
て
教
師
が
新
た
に
作
成
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
ｅ
の
上
野
氏
の
訳
は
感
嘆
符
（「
！
」）
を
用
い
て
「
簾
が
動
い
た
」

瞬
間
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、「
で
も
」
と
い
う
逆
接
で
、
落
胆
へ

と
変
わ
る
心
情
の
変
化
を
表
現
し
て
い
る
。
改
行
（
／
部
分
）
も
効

果
的
で
あ
る
。
翻
案
と
い
う
形
を
採
る
こ
と
で
逐
語
訳
で
は
伝
わ
り
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概
要
を
把
握
し
て
か
ら
原
文
に
入
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

（
３
（
参
照
、
宇
和
川
匠
助
「『
草
の
戸
も
』
の
解
釈
諸
説
の
批
判
と
紀
行

本
文
と
句
と
の
関
係
に
つ
い
て
」『
連
歌
俳
諧
研
究
』
第
一
五
号
、
一

九
五
七
・
一
二
。
な
お
、
こ
の
論
文
は
『
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
』

第
六
巻
第
一
五
号
に
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、web

で
閲
覧
で
き
る
。

（
４
（
本
文
は
岩
波
文
庫
に
よ
る
（
萩
原
恭
男
校
注
『
芭
蕉
お
く
の
ほ
そ

道 

付 

曾
良
旅
日
記 

奥
細
道
菅
菰
抄
』
一
九
七
九
・
一
、
一
六
五
頁
（。

（
５
（
荻
野
清
氏
の
指
摘
に
よ
る
（『
芭
蕉
論
考
』
一
九
四
九
・
四
、
九
三

頁
以
下
（。

（
６
（
岡
田
利
兵
衛
氏
の
指
摘
に
よ
る
（「
奥
の
細
道
で
残
さ
れ
た
芭
蕉
の

真
蹟
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
二
巻
第
三
号
、
一
九
五
七
・
三
（。

（
７
（『
世
中
百
韻
』
及
び
真
蹟
短
冊
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
松
尾
芭
蕉
集
①
』（
一
九
九
五
・
七
、
二
五
〇
頁
（
に
よ
る
。

（
８
（
参
照
、
宇
和
川
注
３
論
文
。

（
９
（
参
照
、
堀
切
実
編
『『
お
く
の
ほ
そ
道
』
解
釈
事
典
―
諸
説
一
覧
―
』

二
〇
〇
三
・
八
、
二
七
～
二
八
頁
。

（
10
（
ａ
（
東
京
書
籍
（
は
『
新
版
お
く
の
ほ
そ
道
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文

庫2003

（
に
、
ｂ
（
光
村
図
書
（
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
松
尾

芭
蕉
集
②
』（
小
学
館1997

（
に
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
く
。
な
お
、
前
文
の

本
文
も
微
妙
に
異
な
る
（
ａ
は
「
住
め
る
方か
た

は
人
に
譲
り
」、
ｂ
は
「
住

め
る
か
た
は
人
に
譲
り
て0

」
と
な
っ
て
い
る
（。

（
11
（
そ
の
場
合
「
表
八
句
」
は
ど
こ
の
「
庵
の
柱
」
に
懸
け
置
い
た
の

か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
が
、「
採
荼
庵
の
柱
」
と
す
る
こ
と
で
合
理

わ
っ
て
い
く
状
況
を
作
る
必
要
が
あ
る）
11
（

。
生
徒
が
自
力
で
訳
出
で
き

な
い
段
階
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
原
文
と
既
存
の
「
現
代
語
訳
」
を
対

照
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
の

が
本
稿
の
視
点
で
あ
る
。
読
解
が
放
恣
な
想
像
に
拡
散
し
な
い
た
め

に
も
、「
現
代
語
訳
」
を
た
だ
読
み
飛
ば
す
の
で
は
な
く
、
時
に
立

ち
止
ま
っ
て
「
原
文
」
と
一
語
レ
ベ
ル
で
対
照
さ
せ
る
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
可
能
な
場
合
に
は
諸
説
の
比
較
と
い
う
視
点
を
少
し
で

も
採
り
入
れ
た
い
。
作
品
を
選
べ
ば
比
較
を
通
し
て
思
考
力
の
育
成

に
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
中
学
校
三
年

の
教
科
書
を
対
象
に
、
複
数
の
説
が
わ
か
り
や
す
く
対
立
し
て
い
る

作
品
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
諸
説
を
比
較

す
る
こ
と
が
そ
の
作
品
の
表
現
を
深
く
読
み
込
む
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
く
。
注
釈
を
踏
ま
え
て
古
典
を
読
み
、
諸
説
を
比
較
す
る
と
い

う
の
は
文
学
研
究
の
基
本
で
あ
る
が
、
そ
の
手
法
は
中
等
教
育
へ
も

十
分
に
応
用
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
（
和
歌
の
「
現
代
語
訳
」
に
つ
い
て
は
拙
稿
参
照
（「
和
歌
の
『
現
代

語
訳
』
を
め
ぐ
っ
て
―
学
校
教
育
を
視
野
に
―
」『
文
学
・
語
学
』
第

二
三
九
号
、
二
〇
二
三
・
一
二
（。
な
お
、
本
稿
は
こ
の
論
文
の
続
編

で
あ
り
、
論
述
に
一
部
重
な
り
が
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
す
る
。

（
２
（
例
え
ば
入
門
段
階
で
は
別
提
型
の
「
現
代
語
訳
」
に
よ
っ
て
先
に
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（
18
（
俵
万
智
「
短
歌
を
訳
す
―
言
葉
の
壁
を
越
え
て
」『
言
葉
の
虫
め
が

ね
』
一
九
九
九
・
四
、
八
四
頁
。
な
お
、
こ
の
引
用
部
分
は
「
古
典
の

和
歌
を
現
代
の
言
葉
で
書
き
換
え
る
」
と
題
し
て
第
一
学
習
社
の
各
種

「
言
語
文
化
」
教
科
書
（
言
文713

～716

（
に
載
録
さ
れ
て
い
る
。

（
19
（
注
１
拙
稿
参
照

（
20
（
参
照
、
岡
部
政
裕
「『
秋
の
風
吹
く
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
語
と
国

文
学
』
第
五
七
巻
第
一
号
、
一
九
八
〇
・
一
。

（
21
（
渡
部
泰
明
「
上
智
大
学
で
の
稲
岡
先
生
」『
国
語
と
国
文
学
』
第
九

九
巻
第
四
号
、
二
〇
二
二
・
四
。

（
22
（
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
中
、
一
九
六
四
・
三
、

八
九
六
頁
。

（
23
（
井
手
至
「
秋
風
の
嘆
き
」『
遊
文
録 

万
葉
篇
一
』
一
九
九
三
、
初

出
一
九
八
八
・
一
二
、
二
六
四
頁
。
な
お
、
こ
の
論
文
の
初
出
稿
は

w
eb

で
閲
覧
で
き
る
（
大
阪
市
立
大
学
『
文
学
史
研
究
』
第
二
九
号
（。

（
24
（
土
居
光
知
「
比
較
文
学
と
『
万
葉
集
』」『
古
代
伝
説
と
文
学
』
一

九
六
〇
、
初
出
一
九
五
四
・
一
〇
、
三
六
頁
。
な
お
、
訓
点
は
『
新
釈

漢
文
大
系
』
に
よ
る
（
ｃ
も
同
じ
（。

（
25
（
小
島
注
22
書
、
八
九
六
頁
。
訓
点
引
用
者
。「
所し
ょ
か
ん歓

」
は
恋
人
の
こ
と
。

「
夜
な
か
に
あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
と
、
風
が
吹
い
て
き
て
窓

の
す
だ
れ
が
動
い
た
。
は
っ
と
し
て
、
恋
し
い
あ
な
た
が
い
ら
し
た
の

か
と
思
い
ま
し
た
」（
松
枝
茂
夫
編
『
中
国
名
詩
選
』
中
、
一
九
八
四
・

九
、
一
八
〇
頁
（
の
意
。
な
お
、『
佩は
い
ぶ
ん文

韻い
ん

府ぷ

』（
所
歓
の
項
（
所
引
「
古

楽
府
」
に
は
「
風
吹
窓
簾
動
、
疑
是
所
歓
来
」
と
あ
る
。

的
に
解
す
る
見
方
も
あ
る
（『
大
系
』『
旧
全
集
』（。

（
12
（本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『
松
尾
芭
蕉
集
②
』（
一
九
九
七
・

九
、
二
四
七
頁
（
に
よ
る
。

（
13
（
富
山
奏
「
芭
蕉
の
発
句
『
草
の
戸
も
住
替
る
代
ぞ
ひ
な
の
家
』
考
」

『
異
端
の
俳
諧
師
芭
蕉
の
芸
境
』
一
九
九
一
、
初
出
一
九
七
九
・
三
、

二
〇
四
頁
以
下
。
な
お
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
宇
和
川
注
３
論
文
も

参
照
。

（
14
（
古
典
の
「
現
代
語
訳
」
に
唯
一
絶
対
の
「
正
解
」
が
あ
る
と
思
い

込
ん
で
し
ま
え
ば
、
そ
の
「
正
解
」
に
た
ど
り
着
け
な
い
自
分
は
古
典

が
苦
手
だ
と
考
え
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
な

い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
入
門
期
の
指
導
に
お
い
て
は
重

要
だ
と
考
え
る
。

（
15
（
島
内
景
二
「
古
典
を
生
き
て
未
来
に
伝
え
る
た
め
に
」『
国
語
と
国

文
学
』
第
九
九
巻
第
一
〇
号
、
二
〇
二
二
・
一
〇
。
な
お
、
同
論
文
の

中
で
島
内
氏
は
「
も
っ
と
『
注
釈
』
を
活
用
し
て
、
時
代
と
共
に
解
釈

が
変
容
し
て
い
っ
た
古
典
の
生
命
力
を
、
高
校
生
に
教
え
る
必
要
が
あ

る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
16
（
大
岡
信
『
百
人
一
首
』
講
談
社
文
庫
、
一
九
八
〇
・
一
一
、
五
頁
。

以
下
、
大
岡
氏
の
発
言
は
こ
の
書
に
よ
る
。
な
お
、
当
該
書
の
訳
文
は

『
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
版 

百
人
一
首
』
日
本
の
古
典
別
巻
１
（
一
九
七
五
（

を
初
出
と
す
る
。

（
17
（
北
杜
夫
・
俵
万
智
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』
21
世
紀
版
少
年
少

女
古
典
文
学
館
二
〇
〇
九
、
初
出
一
九
九
一
・
一
〇
、
一
二
二
頁
。
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（
34
（「
君
」
は
「
あ
な
た
」（
二
人
称
（、「
あ
の
方
」（
三
人
称
（
ど
ち
ら

に
も
用
い
る
の
で
今
は
そ
の
違
い
は
問
題
と
し
な
い
。

（
35
（
上
野
誠
『
小
さ
な
恋
の
万
葉
集
』
二
〇
〇
五
・
一
二
、
六
〇
頁
。

（
36
（
次
田
『
新
講
』
の
語
釈
を
見
る
と
、
前
兆
と
み
る
説
を
否
定
し
た

上
で
「
待
人
の
来
た
の
で
は
な
い
か
と
惑
は
さ
れ
る
意
味
に
見
て
よ

い
」（
三
〇
九
頁
（
と
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。

（
37
（『
総
釈
』
は
、『
代
匠
記
』（
①
（
や
『
古
義
』（
③
（
の
説
を
否
定

し
て
「
こ
れ
は
た
だ
わ
が
恋
ひ
居
る
時
に
、
わ
が
屋
戸
の
簾
を
動
か
し

て
吹
く
秋
風
に
心
ひ
か
れ
て
詠
み
あ
げ
た
も
の
で
、
一
首
の
声
調
の
中

に
、
無
量
の
感
慨
が
托
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
38
（
注
１
拙
稿
参
照

（
39
（
中
高
双
方
で
扱
え
ば
更
に
効
果
的
だ
が
、
ど
ち
ら
か
一
方
で
も
そ

の
効
果
は
十
分
期
待
で
き
る
。

（
40
（「
動
態
と
し
て
の
現
代
語
訳
」
と
い
う
考
え
方
に
つ
い
て
は
注
１
拙

稿
も
参
看
願
い
た
い
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（21K

02173

）
に
よ
る
研
究

成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
本
学
研
究
科
・
学
部　

教
員
）

（
26
（
中
西
進
「
額
田
王
論
」『
中
西
進
万
葉
論
集
』
第
一
巻
、
一
九
九
五
、

初
出
一
九
六
二
・
二
、
一
五
四
頁
。

（
27
（
古
沢
未
知
男
「『
簾
動
之
秋
風
吹
』
と
張
茂
先
『
情
詩
』」『
漢
詩
文

引
用
よ
り
見
た
万
葉
集
の
研
究
』
一
九
六
六
・
七
、
一
六
八
頁
以
下
。

（
28
（
そ
の
他
の
例
は
注
22
～
27
の
諸
論
を
参
照
。

（
29
（
井
手
注
23
書
、
二
六
〇
頁
以
下
。
氏
は
「
金
風
響
二
洞
房
一
、
佳
人

心
自
傷
（
金
風
は
洞
房
に
響
き
、
佳
人
心
自
ら
傷い
た

む
（」（
陳
呉
思
玄
「
閨

怨
」『
古
詩
類
苑
』
巻
九
七
（
な
ど
六
例
を
挙
げ
る
。
な
お
、
用
例
中

の
「
金
風
」
は
秋
風
の
こ
と
。

（
30
（
身
㟢
壽
『
額
田
王 

万
葉
歌
人
の
誕
生
』
一
九
九
八
・
九
、
一
一
二
頁
。

（
31
（
平
舘
英
子
氏
も
『
窪
田
評
釈
』
を
引
い
て
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て

い
る
（「
額
田
王
論
」『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
第
一
巻
、
一

九
九
九
・
五
、
三
六
頁
（。

（
32
（
額
田
王
の
歌
に
は
実
際
に
歌
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
（
参

照
、
犬
養
孝
「
秋
山
わ
れ
は
―
心
情
表
現
の
構
造
を
中
心
に
―
」『
万

葉
の
風
土
』
一
九
五
六
、
初
出
一
九
五
〇
・
一
一
（。
作
品
に
も
よ
る
が
、

古
代
の
歌
の
場
合
、
記
録
さ
れ
る
前
段
階
に
お
い
て
声
に
出
し
て
歌
わ

れ
た
と
い
う
可
能
性
は
常
に
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

（
33
（
但
し
、
論
の
性
質
上
、
本
稿
で
触
れ
た
の
は
研
究
史
の
ほ
ん
の
一

部
で
あ
る
。
詳
細
は
以
下
の
諸
論
を
参
照
。
身
㟢
注
30
書
、
多
田
一
臣

「
額
田
王
論
」『
額
田
王
―
万
葉
論
集
―
』
二
〇
〇
一
・
五
、
梶
川
信

行
『
創
ら
れ
た
万
葉
の
歌
人 

額
田
王
』
二
〇
〇
〇
・
六
、
同
氏
『
額

田
王
―
熟
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
―
』
二
〇
〇
九
・
一
一
。


