
唐

詩

鑑

賞

の

弁

証

法

D
i
a
l
e
c
t
i
c
s
o
f
t
h
e
T
a
n
g
P
o
e
m
'
s
A
p
p
r
e
s
i
a
t
i
o
n

は

　

じ

　

め

　

に

現
在
'
唐
詩
の
解
釈
･
鑑
賞
に
と
-
か
か
る
際
に
必
要
と
さ
れ
る
基
本
的
な

作
業
手
順
は
'
そ
の
作
品
自
体
の
詩
形
'
押
韻
'
対
句
'
語
嚢
'
語
法
の
解
釈

な
ど
形
式
面
の
考
究
を
第
一
義
と
す
る
｡
次
に
そ
の
詩
人
の
時
代
背
景
お
よ
び

詩
人
の
生
涯
を
追
い
t
と
-
に
任
官
職
等
を
究
明
す
る
こ
と
'
す
な
わ
ち
作
品

の
周
囲
の
状
況
を
開
明
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

語
釈
に
当
っ
て
は
こ
と
ば
の
三
大
要
素
'
語
音
･
語
義
･
語
法
を
遺
漏
な
-

調
査
究
明
し
極
力
誤
訳
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
'
対
象
が
韻
文
作
品
で
あ
る

以
上
'
こ
と
に
そ
の
リ
ズ
ム
性
･
強
弱
･
抑
揚
(
中
国
語
は
声
調
言
語
で
あ
る

か
ら
)
並
び
に
そ
れ
ら
の
規
則
す
な
わ
ち
平
伏
法
に
十
分
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
｡

と
こ
ろ
が
'
従
来
'
わ
が
国
の
唐
詩
t
　
と
い
わ
ず
漢
詩
一
般
の
解
釈
･
鑑
賞

松

尾
　
　
　
善
　
　
　
弘

(
一
九
九
三
年
九
月
二
〇
日
　
受
理
)

Y
o
s
h
i
h
i
r
o
 
M
A
づ
S
U
O

に
お
い
て
は
'
そ
の
音
韻
面
の
把
握
を
軽
視
し
て
き
た
憾
み
が
拭
い
き
れ
な
い
｡

二
言
で
い
え
ば
'
漢
字
の
表
意
性
に
の
み
依
-
か
か
-
す
ぎ
て
'
中
国
語
と
し

て
捉
え
る
訓
練
に
欠
け
て
い
た
と
い
え
る
｡
漢
字
は
表
語
文
字
で
あ
り
'
中
国

語
の
表
記
道
具
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
稀
薄
で
あ
っ
た
わ
け
だ
｡
漢
字
の
表

音
性
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
結
果
惹
き
起
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
誤
訳
例
が
そ
の

実
態
を
物
語
る
わ
け
で
､
諸
先
達
の
見
過
し
た
点
を
補
う
意
味
で
'
若
干
の
作

品
の
訳
解
を
見
直
し
な
が
ら
唐
詩
解
釈
に
係
わ
る
観
点
を
問
題
提
起
し
て
み
た

｣

H

ォ

:

I
V

l
　
｢
南
楼
望
｣
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

南　Nan

m Lou

望　Wang

鹿　Ld

慣　Zhuan
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不　bd　　傷　shang　登　deng　去　qd

楼16u　　国　gu6

万　wan　　三　San

里li　　　巴　ba

春　chun　遠　yuan

国
を
去
っ
て
　
三
巴
遠
-

楼
に
登
れ
ば
　
万
里
　
春
な
り

是　shi　　心　Ⅹin

故　gd　　江Jiang

郷　xiang　上

人　ren　　客　ke

江
上
の
客

る
　
(
二
四
句
末
字
が
平
声
字
で
押
韻
す
る
か
ら
)
　
の
で
平
平
平
灰
灰
｡
二
句
と

三
句
の
二
一
四
宇
目
は
同
じ
平
灰
だ
が
三
五
宇
目
は
反
対
の
平
灰
と
な
り

｢
粘
｣
法
と
い
う
所
以
で
あ
る
｡
｢
頭
粘
､
尾
不
粘
｣
'
頭
(
前
半
)
　
は
-
つ
つ

-
が
'
尻
尾
は
-
つ
つ
か
な
い
の
だ
｡
結
句
は
又
｢
反
法
｣
に
よ
-
'
灰
灰
灰

平
平
｡そ

う
す
る
と
こ
の
作
品
は
'
｢
灰
起
-
灰
終
-
式
｣
基
本
型
に
完
全
に
合
致

し
た
平
灰
上
は
完
壁
な
出
来
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

初
句
と
二
句
は
き
れ
い
な
対
句
に
な
っ
て
い
る
が
'
そ
の
対
句
に
な
る
条
件

の
第
一
が
､
こ
の
平
灰
上
の
対
照
　
(
｢
反
法
｣
　
に
則
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で

当
然
だ
が
)
　
で
あ
-
､
次
が
語
法
上
の
'
そ
し
て
第
三
が
語
義
上
の
対
照
と
い

う
こ
と
に
な
る
｡
次
図
参
照
｡

是
れ
故
郷
の
人
な
ら
ず

春
･
人
が
上
平
一
七
真
の
韻
を
踏
む
'
灰
起
-
灰
終
-
式
の
五
言
絶
句
で
あ

る
　
(
か
ど
う
か
は
'
以
下
の
平
伏
の
点
検
を
経
て
最
終
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
)
｡

●
●
○
○
●

○
○
●
●
◎

〇
〇
〇
●
●

●
●
●
○
◎

初
句
第
二
宇
目
が
灰
声
字
な
の
で
灰
起
-
､
末
字
も
灰
声
字
だ
か
ら
灰
終
-

の
灰
起
-
灰
終
-
型
で
あ
る
｡
基
本
型
は
灰
灰
平
平
灰
で
'
二
四
不
同
'
下
三

連
な
L
t
孤
平
孤
灰
な
し
｡
作
句
上
の
す
べ
て
の
条
件
を
全
う
す
る
｡
二
旬
日

は
｢
反
法
｣
と
末
字
平
声
押
韻
の
原
則
に
よ
っ
て
平
平
L
<
灰
平
'
も
ち
ろ
ん
下

三
連
'
孤
平
孤
灰
な
し
｡
三
旬
日
は
｢
粘
法
｣
　
の
規
則
と
末
字
が
灰
声
字
に
な

登一一去

義　　壷
m

●                  ●

楼■丁一国

(
名
詞
)

(
名
詞
)

万一一三
里　　　巴

(
数
･
名
詞
)

(
数
･
名
詞
)

春-一連

(
動
詞
)

(
動
詞
)

｢
春
｣
が
動
詞
(
又
は
形
容
詞
)
　
で
あ
る
と
い
う
の
は
'
こ
の
二
句
が
対
句

で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
逆
に
言
え
る
こ
と
で
あ
-
'
こ
の
こ
と
は
対
句
と
語

義
･
語
法
の
判
断
が
相
互
に
補
い
合
う
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

三
四
句
も
限
-
な
-
対
句
に
近
づ
け
て
作
っ
て
あ
る
が
､
｢
傷
心
　
(
動
詞
･

名
詞
)
｣
と
｢
不
･
是
　
(
副
詞
･
判
断
詞
)
｣
が
対
語
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
'

対
句
で
あ
る
と
判
定
す
る
に
は
少
々
無
理
が
あ
る
わ
け
だ
｡

<
通
　
　
釈
>

南
楼
か
ら
の
な
が
め

住
み
な
れ
た
国
都
を
去
っ
て
､
心
な
ら
ず
も
僻
遠
の
地
こ
こ
三
巴
に
左
遷
さ

れ
過
す
こ
と
に
な
っ
た
｡
あ
る
春
の
日
'
南
楼
に
登
っ
て
眺
め
る
と
'
万
里
の

か
な
た
ま
で
春
景
色
が
つ
づ
い
て
い
る
｡
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万
物
が
喜
び
わ
き
返
る
春
た
け
な
わ
の
外
界
を
よ
そ
に
'
江
上
を
さ
す
ら
う

旅
人
す
な
わ
ち
私
の
心
は
深
い
憂
愁
に
沈
む
の
だ
｡
そ
れ
と
い
う
の
も
'
私
は

こ
の
土
地
の
人
間
で
は
な
い
か
ら
だ
｡

<
考
　
　
察
>

も
う
三
〇
年
も
昔
の
こ
と
'
某
漢
文
教
育
研
究
会
を
参
観
し
た
と
こ
ろ
'
当

詩
が
教
材
に
使
わ
れ
て
い
た
｡
授
業
の
終
っ
た
あ
と
の
意
見
交
換
会
の
席
上
'

こ
の
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
が
出
さ
れ
ひ
と
し
き
り
論
議
を
呼
ん
だ
｡
結
論

と
し
て
は
両
解
と
も
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
'
検
証
の
方
策
も
探

し
ぁ
て
ぬ
ま
ま
不
毛
の
討
論
に
終
始
し
た
観
が
あ
っ
た
｡
爾
来
､
唐
(
漢
)
詩
語●

句
の
解
釈
に
二
説
三
説
が
あ
る
場
合
'
そ
の
正
解
を
判
定
す
る
何
ら
か
の
テ
を

追
究
し
た
い
も
の
だ
と
い
う
思
い
が
次
第
に
募
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

最
終
的
に
は
語
学
力
が
も
の
を
言
う
こ
と
常
識
で
あ
る
が
'
そ
れ
に
し
て
も

唐
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
は
先
学
に
よ
る
研
究
の
積
み
重
ね
も
あ
る
｡
過
去
の
研

究
成
果
を
フ
ル
に
活
用
し
､
か
つ
特
に
形
式
面
に
お
い
て
の
不
足
を
補
っ
て
正

解
に
辿
り
つ
き
た
い
も
の
だ
と
念
願
し
っ
づ
け
た
｡
そ
う
い
う
意
味
で
は
'
他

の
漢
籍
解
釈
の
正
誤
判
断
は
い
ざ
知
ら
ず
､
唐
詩
の
解
釈
･
鑑
賞
こ
そ
は
本
来

も
っ
と
も
科
学
的
･
弁
証
法
的
な
取
-
組
み
が
要
請
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
信

念
は
年
を
追
う
に
つ
れ
強
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
｡

●

先
年
'
そ
の
テ
の
一
つ
と
し
て
平
灰
式
の
四
基
本
パ
タ
ー
ン
を
探
-
あ
て
'

新
生
面
を
切
-
描
-
の
に
一
役
買
っ
た
つ
も
り
で
い
る
｡

こ
の
詩
に
は
'
三
四
句
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
別
解
が
あ
る
｡

〔
そ
れ
に
つ
け
て
も
私
の
胸
は
痛
む
｡
あ
あ
'
こ
の
江
上
を
往
来
す
る
旅
人

は
'
ひ
と
-
と
し
て
故
郷
の
人
で
は
な
い
の
だ
｡
〕

ま
ず
'
詩
題
｢
南
楼
望
｣
　
の
検
証
か
ら
始
め
よ
う
｡
こ
の
　
｢
南
楼
か
ら
の
眺

望
｣
を
､
『
仝
唐
詩
』
　
で
は
｢
南
望
楼
｣
に
す
る
が
'
語
法
的
に
は
か
な
り
無

責
任
な
書
き
方
で
あ
る
｡
｢
野
望
｣
｢
春
望
｣
｢
西
閣
雨
望
｣
に
対
し
｢
望
岳
｣

｢
望
牛
頭
寺
｣
(
以
上
い
ず
れ
も
杜
甫
詩
題
)
　
や
｢
望
鹿
山
港
布
(
李
白
)
｣
が

示
す
よ
う
に
'
｢
望
□
□
｣
と
い
う
動
賓
構
造
の
｢
望
｣
は
｢
□
ロ
ヲ
望
ム
｣

と
い
う
動
詞
で
あ
る
｡
従
っ
て
｢
南
望
楼
｣
は
｢
南
の
望
楼
｣
か
｢
南
か
ら
楼

を
望
む
｣
も
し
-
は
せ
い
ぜ
い
､
｢
南
を
眺
望
す
る
楼
｣
と
な
る
｡

こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
｢
南
楼
｣
が
城
壁
の
南
門
に
建
て
ら
れ
た
望
楼
か
西

楼
や
東
楼
な
ど
の
よ
う
な
単
な
る
普
通
名
詞
か
を
詮
索
す
る
こ
と
よ
り
'
そ
れ

が
か
な
-
の
高
楼
で
あ
へ
か
つ
江
上
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
作
詩
時
の
作
者
の
位
置
と
視
点
お
よ
び
対
象
物
と

の
距
離
を
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

●

●

●

黄
鶴
楼
や
藤
王
閣
'
重
慶
の
両
江
亭
な
ど
は
高
大
す
ぎ
て
比
較
に
な
ら
ぬ
か

も
知
れ
な
い
が
'
｢
楼
｣
と
称
す
る
以
上
は
か
な
り
の
高
層
建
築
物
で
あ
る
こ

と
に
間
違
い
な
い
｡
万
里
の
か
な
た
ま
で
見
渡
せ
る
ほ
ど
の
｡

も
し
別
解
を
是
と
す
る
な
ら
'
こ
の
時
作
者
は
南
楼
に
登
-
楼
上
か
ら
下
を

見
お
ろ
し
て
'
江
上
を
往
来
す
る
或
い
は
た
た
ず
む
旅
人
を
観
察
し
'
そ
の
人

が
｢
傷
心
｣
　
の
態
で
あ
る
様
子
や
｢
故
郷
人
｣
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

｢
傷
心
｣
に
つ
い
て
　
『
大
漢
和
』
　
は
'
心
を
痛
め
る
'
又
傷
つ
い
た
心
､
心

中
の
悲
し
み
'
心
配
事
等
と
解
説
し
'
劉
長
卿
の
｢
重
送
装
郎
中
妃
｣
　
の
句

を
あ
げ
て
い
る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

猿
噂
客
散
暮
江
頭
　
入
日
傷
心
水
自
流

念
の
た
め
　
『
現
代
中
国
語
辞
典
』
　
を
引
い
て
み
る
と
'
悲
し
む
'
心
を
痛
め

る
の
訳
語
を
与
え
た
上
､
｢
為
父
親
的
死
而
非
常
傷
心
｣
　
や
｢
傷
心
惨
目
　
(
悲

惨
の
あ
ま
-
見
る
に
堪
え
な
い
)
｣
　
の
例
文
を
あ
げ
て
い
る
｡
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人
間
'
自
分
で
自
分
の
悲
し
み
を
自
覚
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
'
他
人
が

悲
し
ん
で
い
る
か
ど
う
か
を
外
見
か
ら
判
断
す
る
の
は
か
な
-
難
し
い
｡
ま
し

て
や
相
当
離
れ
た
処
か
ら
見
て
他
人
が
傷
心
の
態
で
あ
る
と
い
う
の
は
主
意
性

に
過
ぎ
る
表
現
で
あ
る
｡
そ
の
旅
人
が
同
郷
人
で
あ
る
か
な
い
か
な
ど
一
体
ど

こ
で
ど
う
や
っ
て
見
分
け
る
の
だ
ろ
う
か
｡
一
つ
だ
け
考
え
ら
れ
る
の
は
'
作

者
が
楼
に
登
る
前
に
'
間
近
で
そ
の
旅
人
の
風
態
を
確
か
め
て
お
-
こ
と
で
あ

る
｡
し
か
し
'
そ
の
確
認
も
､
不
特
定
多
数
の
往
来
者
で
あ
れ
ば
全
-
お
手
あ

げ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

残
る
問
題
は
｢
故
郷
･
人
｣
-
同
郷
人
で
よ
い
か
'
他
の
解
釈
は
成
り
立
た

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
『
大
漢
和
』
　
で
は
　
｢
故
郷
｣
を
'
自
分
が
生
ま

れ
た
邑
里
'
ふ
る
さ
と
'
郷
里
'
郷
国
と
解
説
す
る
｡
し
て
み
る
と
結
句
の

｢
故
郷
･
人
｣
は
'
こ
の
土
地
を
自
分
の
ふ
る
さ
と
と
す
る
人
間
と
解
釈
し
て

I

も
何
の
不
都
合
も
な
い
'
い
や
そ
の
方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
判
る
｡
し
か
も

作
者
は
｢
江
上
客
｣
が
｢
故
郷
人
｣
で
な
い
の
だ
　
(
｢
不
是
｣
)
　
と
強
調
し
て
'

言
外
に
よ
そ
も
の
で
あ
る
こ
と
の
心
境
を
ほ
の
め
か
し
'
春
愁
の
よ
っ
て
来
る

所
以
を
重
ね
て
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
故
郷
何
独
在
長
安
｣
　
の
｢
故
郷
｣

は
右
の
解
説
中
'
ど
の
意
味
で
理
解
す
れ
ば
最
適
で
あ
ろ
う
か
｡

以
上
を
総
合
す
る
と
､
従
来
問
題
と
な
っ
て
い
た
い
-
つ
か
の
疑
問
も
氷
解

す
る
で
あ
ろ
う
｡

作
者
(
私
)
　
は
国
許
(
長
安
ま
た
は
洛
陽
)
　
を
離
れ
'
遠
-
三
巴
(
局
)
　
へ

任
地
が
変
っ
て
　
(
恐
ら
-
左
遷
さ
れ
て
)
　
や
っ
て
来
た
｡
あ
る
春
の
日
､
徒
然

に
南
楼
へ
登
っ
て
み
る
と
'
見
渡
す
か
ぎ
-
ま
さ
に
春
欄
漫
の
景
観
で
あ
る
｡

し
か
し
'
私
は
そ
こ
で
却
っ
て
憂
愁
に
襲
わ
れ
沈
潜
す
る
｡
そ
も
そ
も
江
上
を

さ
す
ら
う
旅
人
す
な
わ
ち
任
地
を
転
々
と
す
る
こ
の
身
は
'
こ
こ
を
ふ
る
さ
と

と
す
る
人
間
で
は
な
い
の
だ
｡

二
　
｢
月
夜
見
梅
花
｣
詩
に
つ
い
て

菅
原
道
真
'
十
一
歳
の
時
'
厳
父
菅
原
是
善
が
門
下
の
文
章
生
島
田
忠
臣
に

命
じ
て
指
導
さ
せ
､
始
め
て
詩
作
を
試
み
た
と
い
う
題
下
言
の
あ
る
'
有
名
な

道
真
の
漢
詩
第
一
作
品
で
あ
る
｡
い
ま
､
『
管
家
文
革
　
菅
家
後
集
』
　
川
口
久

雄
校
注
(
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
刊
)
　
を
参
考
し
っ
つ
論
を
進
め
た

い
｡
尚
へ
　
川
口
校
注
は
'
微
に
入
-
細
を
穿
ち
'
謹
厳
に
し
て
宏
博
な
精
神
溺

り
'
伺
う
者
を
し
て
衿
を
正
き
し
む
る
御
著
で
あ
る
こ
と
を
始
め
に
表
白
し
て

お
く
｡

月
耀
如
晴
雪

梅
花
似
照
星

可
憐
金
鏡
転

庭
上
玉
房
馨

月
の
耀
-
は
晴
れ
た
る
雪
の
如
し

梅
花
は
照
れ
る
星
に
似
た
り

か
ひ
ろ

憐
ぶ
べ
し
　
金
鏡
の
転
き
て

か
を

庭
上
に
玉
房
の
馨
れ
る
こ
と
を

｢
星
｣
と
｢
馨
｣
が
下
平
声
九
青
の
韻
を
踏
む
五
言
絶
句
形
式
で
あ
る
｡
但

し
､
こ
れ
が
五
言
絶
句
つ
ま
-
近
体
評
の
範
噂
の
一
形
式
で
あ
る
と
判
定
で
き

る
か
ど
う
か
は
'
次
の
よ
う
に
平
灰
式
が
そ
の
基
本
型
式
に
適
っ
て
い
る
か
ど

う
か
の
検
証
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

川
口
氏
は
補
注
で
､
こ
の
詩
が
　
｢
他
(
マ
マ
)
　
々
平
々
他
･
平
平
他
平
･
他

平
々
他
々
･
平
他
々
平
平
と
平
灰
を
踏
む
､
ま
こ
と
に
整
然
と
し
た
他
起
式
五

絶
｡
｣
　
で
あ
る
と
解
説
さ
れ
る
｡

●
●
○
○
●

○
○
●
●

◎
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●

○

○

●

●

○

●

●

○

◎

第
一
章
の
鹿
僕
の
詩
で
も
見
た
通
-
'
こ
の
詩
は
灰
起
り
灰
終
-
型
で
'
五

経
平
灰
式
中
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
｢
正
格
｣
式
の
一
つ
で
あ
る
｡
五
経
平
灰
式

に
は
も
う
一
つ
正
格
式
と
し
て
｢
平
起
り
灰
終
り
型
｣
が
あ
り
'
｢
変
格
｣
式

と
し
て
の
｢
灰
起
り
平
終
り
型
｣
'
｢
平
起
り
平
終
り
型
｣
と
合
せ
合
計
四
種
の

基
本
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
｡

こ
の
灰
起
り
灰
終
り
式
の
基
本
型
は
'
右
の
図
式
中
の
三
四
句
が
｢
〇
〇
〇

●
●
'
●
●
●
○
○
｣
で
あ
る
｡
見
る
通
り
そ
れ
ぞ
れ
第
一
宇
目
を
反
対
の
平

灰
の
字
で
作
り
､
三
四
の
二
句
で
互
い
に
平
灰
字
数
を
相
殺
L
t
　
も
と
の
平
灰

字
数
五
対
五
に
も
ど
し
て
い
る
｡
こ
れ
を
｢
救
捷
｣
法
と
い
う
｡
実
際
作
品
で

は
鹿
僕
の
作
品
の
よ
う
に
基
本
型
式
通
り
の
も
の
よ
-
道
真
の
詩
の
平
灰
式
パ

タ
ー
ン
の
方
が
多
い
｡
そ
し
て
正
格
二
式
で
8
割
つ
ま
-
各
4
 
0
%
'
変
格
二
式

で
2
割
つ
ま
-
各
1
 
0
%
を
占
め
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
｡

道
真
の
こ
の
詩
は
〓
一
句
が
見
事
な
対
句
に
な
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
①
平

灰
が
｢
反
法
｣
　
の
規
則
に
則
-
き
れ
い
に
反
対
に
な
っ
て
い
る
｡
②
語
法
上
も
'

月
濯
.
1
梅
花
　
(
2
字
で
名
詞
)
'
如
.
1
似
　
(
-
字
で
動
詞
)
'
晴
雪
.
1
照

星
　
(
2
字
で
名
詞
)
　
と
対
称
的
(
同
じ
)
　
で
あ
-
'
③
語
義
上
も
そ
れ
ぞ
れ
対

概
念
で
あ
る
｡

従
っ
て
こ
の
句
の
読
み
下
し
方
も
川
口
校
注
の
よ
う
に
訓
む
の
が
正
解
で
'

い
-
つ
か
の
他
の
解
説
書
に
あ
る
よ
う
に
'
｢
月
耀
｣
を
例
え
ば
　
｢
月
は
耀
き

て
｣
と
か
｢
月
耀
-
は
｣
　
の
よ
う
に
｢
耀
｣
を
動
詞
に
し
て
訓
む
の
は
当
を
得

て
い
な
い
の
だ
｡
そ
の
点
'
校
注
が
こ
こ
を
｢
訓
カ
カ
ヤ
ク
'
連
体
形
に
訓
む
｡

連
体
言
の
準
体
用
法
｣
と
補
注
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
｡
但
し
､
そ
こ
で
｢
耀

こ
の
句
で
｢
耀
(
灰
字
)
｣
が
｢
輝
(
平
字
)
｣
に
な
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
え

な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
｢
二
四
　
(
六
)
　
分
明
｣
　
の
原
則
と
　
｢
灰
起
-

灰
終
-
式
｣
平
灰
で
作
る
と
い
う
条
件
に
違
背
す
る
わ
け
だ
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の
注
は
筆
者
に
次
の
よ
う
な
想
像
を
逢
し
く
さ
せ
て
く
れ
る
｡

そ
れ
は
'
ま
だ
少
年
の
道
真
が
こ
こ
　
｢
月
O
｣
を
'
｢
月
輝
｣
と
名
詞
に
す
る

と
次
句
の
　
｢
梅
花
｣
　
と
対
語
に
で
き
る
が
平
灰
が
合
わ
な
い
｡
や
む
な
く

｢
耀
｣
　
の
名
詞
性
の
部
分
を
活
用
し
て
｢
月
耀
(
月
の
輝
き
)
｣
と
苦
心
し
て

い
る
様
を
妨
俳
と
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
｡

い
-
つ
か
の
他
の
解
釈
書
に
見
え
る
結
句
の
誤
訳
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お

こ
う
｡
三
四
句
は
校
注
に
あ
る
よ
う
に
'
｢
す
ぼ
ら
し
い
こ
と
だ
'
空
に
は
黄

金
の
鏡
の
よ
う
に
月
の
光
が
-
る
め
き
地
上
の
園
に
は
白
玉
の
花
房
か
ら
梅
の

香
が
か
お
っ
て
-
る
｣
　
の
意
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
｢
玉
房
｣
は
｢
玉
な
す
花

房
｣
　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
他
書
で
は
こ
れ
を
も
う
一
つ
の
意
｢
玉
で
飾

ら
れ
た
家
｣
　
に
と
っ
て
い
る
｡
な
か
に
は
御
丁
寧
に
｢
梅
の
花
を
玉
房
と
い
う

の
は
大
げ
さ
す
ぎ
る
｣
な
ど
と
自
己
の
浅
解
ぶ
-
を
露
呈
す
る
よ
う
な
｢
解

説
｣
を
つ
け
加
え
た
も
の
さ
え
あ
る
が
'
結
句
は
文
法
的
に
｢
庭
上
　
(
場
所

請
)
　
玉
房
(
主
語
)
　
馨
(
動
詞
)
｣
と
な
っ
て
い
て
､
決
し
て
玉
房
が
場
所
語

に
な
-
｢
庭
上
の
玉
房
に
馨
れ
-
｣
と
は
訓
め
な
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
リ
ズ

ム
上
も
｢
ト
ン
ト
ン
'
ー
ン
ト
ン
ト
ン
｣
と
切
れ
る
の
で
あ
っ
て
｢
-
ン
ト
ン

ト
ン
ト
ン
'
ト
ン
｣
と
切
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
わ
け
だ
｡

5
　
　
字
'
一
本
輝
字
に
作
る
｣
と
い
う
の
は
あ
-
ま
で
注
と
し
て
の
請
で
あ
っ
て
'

さ
て
'
菅
原
道
真
が
生
前
'
当
時
の
漢
語
を
巧
み
に
操
る
こ
と
が
で
き
た
か

ど
う
か
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
'
少
な
-
と
も
漢
学
の
素
養
に
お
い
て
中
国
の

文
人
学
者
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
実
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
断
言
で
き
る
｡

そ
れ
も
よ
-
言
わ
れ
る
よ
う
に
単
に
例
え
ば
自
居
易
の
｢
影
響
｣
を
受
け
た
と
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い
う
態
の
表
層
的
な
も
の
で
な
-
'
右
に
見
た
よ
う
に
深
-
根
底
的
な
面
で
捉

え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
こ
で
我
わ
れ
は
こ
こ
で
'
恐
ら
-
道
真

が
多
大
の
影
響
を
蒙
っ
た
又
は
お
手
本
に
し
た
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
自
居
易

作
品
の
い
-
つ
か
を
材
料
に
し
て
そ
の
関
連
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

言
い
換
え
る
と
'
一
般
に
｢
平
淡
｣
と
か
｢
平
板
｣
或
い
は
｢
元
軽
自
俗
｣
と

評
さ
れ
る
白
居
易
の
作
品
を
'
そ
の
　
｢
平
灰
｣
　
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
て
見
直

し
'
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
の
　
｢
重
み
｣
を
持
つ
こ
と
で
あ

る
か
検
証
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
｡

某
解
説
書
(
い
ま
'
い
ち
い
ち
書
名
を
特
定
し
な
い
)
　
は
い
う
｡
自
詩
の
生

命
は
対
句
の
巧
み
さ
に
あ
り
'
そ
れ
が
彼
の
平
淡
､
平
板
化
を
救
う
も
と
に
な

っ
て
い
る
｡
い
う
と
こ
ろ
の
巧
み
さ
と
は
'
イ
対
語
に
工
夫
が
あ
る
｡
ロ
詠
詩

対
象
を
対
照
的
な
も
の
に
と
る
｡
ハ
一
句
一
句
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

と
.
1
こ
れ
は
対
句
に
つ
い
て
1
知
半
解
の
者
の
言
と
し
か
い
い
よ
う
の
な

い
　
｢
解
説
｣
　
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
'
そ
も
そ
も
対
句
と
は

前
記
①
②
③
の
手
法
を
と
り
'
い
か
に
読
者
に
自
己
の
胸
の
う
ち
を
余
す
と
こ

ろ
な
-
訴
え
て
い
-
か
を
最
大
の
目
的
と
し
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の

条
件
に
音
的
観
点
と
語
義
上
の
観
点
か
ら
の
規
律
が
あ
り
'
な
か
で
も
音
的
側

面
の
｢
平
灰
の
規
律
｣
は
作
詩
上
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
例
え
ば
次
の
よ
う
な
対
語
も
'
単
に
字
面
上
　
(
語
法
と
語
義
)
　
の
対

照
性
だ
け
で
な
く
加
え
て
平
灰
上
の
対
称
を
正
確
に
把
撞
す
る
こ
と
が
肝
腎

な
こ
と
な
の
だ
｡

○
　
●
　
●
　
　
　
●
　
○
　
●
　
　
○
　
●
　
●
　
　
　
●
　
〇
　
〇

三
五
夜
-
二
千
里
　
新
月
色
I
故
人
心

○

　

○

　

　

●

　

●

　

　

●

　

○

　

　

�

"

　

�

"

　

　

�

"

　

�

"

　

　

○

　

○

班
班
-
琵
琵
　
展
張
-
点
綴
　
草
色
-
花
房

○
　
○
　
　
　
　
�
"
　
�
"
　
　
　
�
"
　
�
"
　
　
　
　
○
　
○

沙
頭
-
水
面
　
雨
染
-
風
駆

○
　
○
　
●
　
　
　
●
　
●
　
○

長
河
畔
-
小
樹
頭

｢
二
四
六
分
明
｣
す
な
わ
ち
｢
二
四
不
同
､
二
六
対
｣
　
の
規
律
に
よ
っ
て
'

右
の
例
語
中
の
二
宇
目
は
必
ず
平
灰
を
反
対
に
す
る
｡
そ
し
て
三
五
夜
-
二
千

里
や
'
班
班
-
蒙
蒙
は
こ
れ
だ
け
を
対
語
と
し
て
捉
え
る
の
で
な
-
'
三
五
夜

○

●

●

○

中
-
二
千
里
外
'
班
班
草
-
琵
琵
波
と
ま
と
め
て
対
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
っ
と
言
う
と
そ
れ
ぞ
れ
が
一
句
を
ト
ー
タ
ル
し
た
中
で
の
各
語
と
し
て
把
接

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
'
五
言
な
ら
2
･
3
㌧
　
七
言
な
ら
2
･
2

M
　
　
と
分
解
す
る
､
つ
ま
り
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
の
だ
｡

同
じ
よ
う
に
自
詩
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
<
重
言
>
が
｢
状
態
｣
｢
多
数
｣

｢
音
声
｣
を
表
現
す
る
語
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
'
そ

れ
ら
が
ど
う
い
う
平
灰
　
(
普
)
　
を
持
ち
'
句
中
の
ど
の
場
所
で
使
わ
れ
て
い
る

か
を
見
届
け
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
に
な
る
の
だ
｡

0
0

海
天
来
望
夕
荘
荘
　
山
勢
川
形
閥
復
長
(
江
楼
夕
望
招
客
)

0

0

●

●

時
時
間
鳥
語
.
処
処
是
泉
声
(
遺
愛
寺
)

0

0

0

0

間
中
噺
榔
夜
綿
綿
　
況
是
秋
陰
欲
雨
天
　
(
聞
虫
)

五
七
言
詩
の
平
灰
式
四
基
本
パ
タ
ー
ン
を
知
っ
て
お
れ
ば
'
右
詩
の
一
二
二

例
句
は
そ
の
詩
の
初
句
と
二
句
で
あ
る
こ
と
　
(
平
声
押
韻
だ
か
ら
)
'
二
例
旬

日
は
三
句
と
四
句
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
　
(
三
旬
日
末
は
必
ず
灰
声
だ
か
ら
)
｡

か
つ
次
の
例
句
で
道
真
は
　
｢
岐
岐
｣
　
の
発
音
を
y
a
o
y
a
o
で
は
な
-
u
a
o
j
i
a
o

の
平
声
音
で
作
る
こ
と
を
当
然
知
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
の
で
あ
る
｡

●

●

0

0

造
計
春
風
綿
上
事
　
残
花
灼
灼
鳥
岐
岐
(
巻
六
｢
寒
食
日
-
｣
)

○

　

○

　

　

●

　

●

　

　

〇

　

〇

　

　

〇

　

〇

　

　

�

"

　

�

"

　

　

�

"

　

�

"

　

　

�

"

　

�

"

　

　

�

"

　

�

"

悠
悠
　
漠
漠
　
塩
煙
　
欄
欄
　
情
情
　
緊
紫
　
軸
軸
　
歴
歴
な
ど
の
重
言
の

う
ち
'
平
声
の
も
の
は
句
中
は
も
と
よ
-
句
末
に
も
使
わ
れ
う
る
が
'
灰
声
の

も
の
は
句
中
か
も
し
-
は
第
三
旬
日
の
句
末
で
し
か
使
う
こ
と
の
出
来
ぬ
語
に

な
る
わ
け
だ
｡

次
の
よ
う
な
例
句
を
引
き
合
い
に
し
て
道
真
の
詩
風
の
特
徴
を
云
々
し
よ
う

○
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と
す
る
場
合
も
'
単
に
そ
の
第
一
宇
目
の
｢
疑
｣
と
｢
誤
｣
　
の
み
を
と
り
出
し

て
も
の
を
言
お
う
と
す
る
の
で
な
-
 
､
句
全
体
の
中
で
特
に
平
灰
に
注
意
を
払

い
つ
つ
特
徴
を
探
り
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
次
の
二
例
日
が
そ
の
証
左

で
あ
る
｡

○
●

疑
帯
前
庭
余
焼
僚
　
誤
薫
中
殿
半
焼
香
(
巻
六
｢
賦
新
煙
-
｣
)

●
○

誤
行
積
雪
嫌
投
歩
　
疑
踏
晴
沙
恐
汚
光
(
忠
臣
｢
敬
和
十
七
奇
才
歩
月
詩
｣
)

｢
自
詩
に
は
同
じ
文
字
を
二
回
(
以
上
)
使
う
い
わ
ゆ
る
<
重
用
>
が
多
-

み
ら
れ
る
が
'
律
詩
絶
句
で
は
重
用
を
し
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
た
の
で
'
こ

の
種
の
詩
は
正
格
な
詩
と
は
い
え
な
い
｣
と
い
う
一
面
的
見
方
に
よ
る
評
言
が

あ
る
｡
な
ぜ
こ
れ
が
一
面
的
見
方
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
と
い
え
ば
､
恐
ら
-

こ
の
言
を
発
し
た
人
は
作
詩
法
上
'
特
に
対
句
の
そ
れ
に
お
い
て
'
平
灰
を
反

対
に
し
て
作
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
で
あ
る
か
を
御
存
知
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
次
に
一
例
を
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
｡

○
　
●
　
○
　
○
　
●
　
●
　
◎

湖
上
春
来
似
画
図

●
　
○
　
○
　
●
　
●
　
○
　
◎

乱
峯
囲
続
水
平
舗

〇
　
〇
　
〇
　
●
　
○
　
○
　
●

松
排
山
面
千
重
翠

●
　
●
　
○
　
○
　
●
　
○
　
◎

月
点
波
心
一
類
珠

●
　
●
　
●
　
○
　
○
　
●
　
●

碧
趨
線
頭
抽
早
稲

〇
　
〇
　
〇
　
●
　
●
　
○
　
◎

青
羅
襟
帯
展
新
蒲

●
　
○
　
○
　
●
　
○
　
○
　
●

未
能
拠
得
杭
州
去

●
　
●
　
○
　
○
　
●
　
●
　
◎

一
半
勾
留
是
比
湖

灰
起
り
平
終
-
式
で
'

図
㌧
　
舗
､
珠
'
蒲
'
湖
が
上
平
七
虞
の
韻
を
踏
む
五

律
詩
で
あ
る
｡
先
の
評
者
は
四
･
八
句
の
　
｢
二
･
が
重
用
で
あ
る
か
ら
こ
の
詩

が
｢
正
格
｣
　
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
は
い
わ
ば

勝
手
で
あ
る
が
'
作
詩
の
実
態
な
い
し
工
夫
を
知
れ
ば
そ
の
よ
う
に
評
価
す
る

こ
と
が
も
の
の
数
に
入
ら
な
い
こ
と
が
目
ず
と
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡

三
･
四
句
は
い
う
ま
で
も
な
-
対
句
で
あ
-
'
平
灰
式
基
本
パ
タ
ー
ン
に
比

べ
三
旬
日
第
三
宇
目
が
平
に
な
っ
て
し
ま
い
　
(
つ
ま
-
灰
で
あ
る
べ
き
と
こ

ろ
)
t
か
つ
救
接
の
手
を
打
っ
て
い
な
い
の
で
'
結
果
的
に
平
対
灰
は
8
対
6

に
な
っ
て
い
る
｡

○

●

○

も
し
｢
山
面
千
｣
　
の
　
｢
孤
灰
｣
現
象
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
　
｢
二
二
五
不

論
｣
　
の
条
件
を
使
っ
て
五
字
目
｢
千
｣
　
の
字
を
灰
声
字
に
変
え
れ
ば
よ
い
｡

●

○

●

と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
途
端
に
今
度
は
｢
○
重
翠
｣
と
な
っ
て
大
禁
忌
事
項
の

｢
孤
平
｣
を
犯
す
こ
と
に
な
-
｢
罪
｣
　
が
重
-
な
る
｡
そ
こ
で
五
宇
目
の

｢
千
｣
は
動
か
せ
な
い
こ
と
が
判
る
｡
と
こ
ろ
で
こ
の
｢
千
｣
は
意
味
的
に
は

｢
百
｣
　
や
｢
万
｣
　
で
も
間
に
合
い
そ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
'
漢
数
字
の
平
灰

●

●

0

0

●

●

｢
二
一
三
四
五
六
七
八
九
十
百
千
万
億
｣
を
見
れ
ば
'
そ
れ
が
ど
れ
ほ

ど
無
理
な
相
談
か
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
｡
平
声
漢
数
字
は
　
｢
千
｣
　
の
外
は

0
0

｢
三
｣
し
か
な
い
の
だ
｡
残
る
手
は
漢
数
字
以
外
の
｢
多
｣
と
か
｢
繁
｣
と
か

●
○

を
代
用
す
る
し
か
な
い
｡
他
方
'
四
句
の
　
｢
一
類
｣
　
は
　
｢
孤
｣
　
が
だ
め
で
'

○
●

｢
幾
｣
　
や
｢
独
｣
に
す
れ
ば
平
灰
は
合
う
が
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
-
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡

尾
聯
は
七
旬
日
の
一
･
三
字
冒
平
灰
が
そ
れ
ぞ
れ
逆
に
な
っ
て
救
接
し
て
あ

る
ほ
か
'
八
旬
日
は
基
本
パ
タ
ー
ン
通
-
で
平
灰
数
は
本
来
の
七
対
七
に
な
っ

て
い
る
｡
｢
一
半
｣
　
は
半
分
-
ら
い
'
大
半
の
意
で
あ
る
｡
作
者
は
こ
の
語
が

ベ
ス
ト
だ
と
思
っ
た
に
違
い
な
い
｡

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
初
句
第
一
字
と
八
句
末
字
は
同
じ
｢
湖
｣
で
あ
る
｡
こ

れ
を
単
に
<
重
用
>
と
い
い
､
正
格
に
あ
ら
ず
と
否
定
的
に
判
断
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
か
｡
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三
　
｢
隔
水
深
｣
解

劉
長
卿
の
五
律
詩
に
｢
秋
日
登
呉
公
台
上
寺
遠
眺
｣
と
題
す
る
作
品
が
あ
る
｡

題
注
に
｢
寺
即
陳
将
呉
明
徹
戦
場
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
今
は
荒
廃
し
た
呉
公
台

の
寺
に
登
っ
て
眺
望
L
t
南
朝
繁
華
な
り
し
日
を
偲
び
'
古
を
傷
み
今
を
悲
し

む
心
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
｡

●
　
○
　
○
　
●
　
●

古
台
揺
落
後

○
　
●
　
●
　
○
　
◎

秋
入
望
郷
心

●
　
●
　
○
　
○
　
●

野
寺
来
人
少

○
　
○
　
●
　
●
　
◎

雲
峯
隔
水
深

●
　
○
　
○
　
●
　
●

夕
陽
依
旧
塁

○
　
●
　
●
　
○
　
◎

寒
磐
滞
空
林

○
　
●
　
○
　
○
　
●

個
帳
南
朝
事

○
　
○
　
●
　
●
　
◎

長
江
独
至
今

古
台

秩野
寺

雲
峯

夕
陽

寒
撃

揺
落
の
後

望
郷
の
心
に
入
る

来
人
少
な
-

ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ

水
を
隔
て
て
探
し

旧
塁
に
依
り

空
林
に
満
つ

個
帳
す
　
南
朝
の
事

長
江
独
-
今
に
至
る

平
起
り
灰
終
り
式
で
'
心
･
深
･
林
･
今
が
下
平
〓
一
便
の
韻
を
踏
む
｡
三

四
句
'
五
六
句
が
規
則
通
-
き
れ
い
な
対
句
に
な
っ
て
い
る
｡
第
二
句
二
宇
目

の
｢
入
｣
を
1
本
で
は
｢
日
｣
に
作
る
.
そ
う
す
る
と
'
〓
1
句
も
限
り
な
-

対
句
に
近
づ
-
こ
と
に
な
る
｡

い
ま
'
某
書
の
訓
読
を
借
用
し
て
書
き
下
し
文
を
付
し
た
が
'
四
旬
日
｢
隔

水
深
｣
　
の
部
分
が
誤
読
誤
訳
(
川
を
隔
て
た
山
々
に
は
雲
が
深
-
か
か
っ
て
い

る
)
　
に
な
っ
て
い
る
｡

三
四
句
は
'
野
寺
.
1
雲
峯
'
来
人
.
1
隔
水
'
少
.
1
深
と
平
尻
･
語

法
･
語
義
と
も
に
対
句
の
十
分
条
件
を
満
た
す
｡
一
本
で
三
四
宇
目
を
そ
れ
ぞ

れ
｢
入
来
｣
｢
水
隔
｣
と
逆
に
す
る
と
い
う
が
'
い
ず
れ
に
し
て
も
｢
野
寺
｣

｢
雲
峯
｣
　
が
主
題
語
で
'
｢
(
莱
)
　
人
｣
　
｢
(
隔
)
　
水
｣
　
が
主
体
語
､
｢
少
｣
　
と

｢
深
｣
が
述
語
形
容
詞
と
分
析
で
き
る
語
法
構
造
で
あ
る
｡
一
本
に
従
っ
て
も

｢
入
来
　
(
人
ノ
来
ル
コ
ト
)
･
少
｣
｢
水
隔
　
(
水
'
隔
ツ
ル
コ
ト
)
･
深
｣
と

主
　
(
主
述
)
･
述
構
造
に
な
る
わ
け
だ
｡

そ
う
す
る
と
こ
こ
の
訓
み
方
は
'

野
寺
　
来
人
少
な
-
(
人
の
来
る
こ
と
少
な
-
)

雲
峯
　
隔
水
深
し
　
(
水
の
隔
つ
る
こ
と
探
し
)

と
な
-
'
呉
公
台
上
に
あ
る
さ
び
れ
た
野
の
寺
に
は
訪
れ
る
人
と
し
て
ほ
と
ん

ど
な
-
'
雲
の
か
か
っ
た
山
々
は
深
い
川
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
と
で
も
通
釈
す

べ
き
で
あ
ろ
う
｡
三
四
句
が
対
句
で
あ
る
こ
と
を
逆
に
利
用
し
て
解
明
す
れ
ば
'

某
書
の
よ
う
な
訓
み
と
訳
は
適
わ
ぬ
こ
と
と
な
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
平
灰
の
基
本
パ
タ
ー
ン
を
確
認
し
そ
れ
と
照
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
取
-
扱
う
作
品
の
出
来
不
出
来
や
何
よ
-
も
作
者
の
苦
心
'
工
夫
が
推

測
で
き
る
L
t
文
字
の
異
同
が
あ
っ
た
際
そ
の
有
力
な
判
定
の
き
め
て
と
し
て

使
う
こ
と
が
で
き
る
｡

ま
た
'
対
句
の
条
件
を
逆
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
読
誤
訳
を
避
け
'

正
解
を
追
及
'
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
検
証
の
反
復
操
作

の
中
で
読
者
の
鑑
賞
力
も
限
-
な
-
高
ま
-
'
作
者
の
詩
境
･
詩
想
に
限
-
な

く
溶
け
込
ん
で
い
-
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡

四
　
｢
春
日
寄
内
｣
に
寄
せ
て

北
宋
の
詩
人
蘇
轍
　
(
1
〇
三
九
-
二
　
二
一
)
'
字
は
子
由
､
眉
山
(
四
川

つ
ま

省
)
の
'
人
の
作
品
に
｢
春
日
寄
内
(
春
日
内
に
寄
す
)
｣
と
い
う
七
言
律
詩
が
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あ
る
｡
灰
起
り
平
終
-
式
で
､
消
･
挑
･
紹
･
桃
･
条
が
下
平
声
二
薪
の
韻
を

踏
む
｡
三
四
句
'
五
六
句
が
定
法
通
-
見
事
な
対
句
に
な
っ
て
い
る
が
､
題
字

も
含
め
る
と
｢
日
｣
字
の
三
回
の
重
用
が
あ
り
'
｢
到
｣
と
｢
東
｣
｢
生
｣
字
の

重
用
も
み
ら
れ
る
｡
い
ま
､
某
書
の
訓
読
と
解
釈
を
参
考
に
し
つ
つ
､
特
に
二

旬
日
と
五
旬
日
の
正
解
を
め
ざ
そ
う
と
思
う
｡

○
　
●
　
●
　
○
　
○
　
●
　
◎

-
春
到
燕
山
氷
亦
消

〇
　
〇
　
〇
　
●
　
●
　
○
　
◎

2
帰
鯵
迎
日
喜
嬢
挑

●
　
○
　
○
　
●
　
○
　
○
　
●

3
久
行
胡
地
生
華
髪

○
　
●
　
○
　
○
　
●
　
●
　
◎

4
初
試
東
風
脱
幣
紹

●
　
●
　
●
　
○
　
○
　
●
　
●

5
挿
撃
小
幡
応
正
爾

●
　
○
　
○
　
●
　
●
　
○
　
◎

6
点
薬
生
業
為
誰
挑

●
　
○
　
○
　
●
　
○
　
○
　
●

7
付
書
勤
掃
東
園
雪

●
　
●
　
○
　
○
　
●
　
●
　
◎

8
到
日
青
梅
未
満
条

春
は
燕
山
に
到
-
氷
亦
た
消
ゆ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

帰
勝
目
を
迎
え
て
嬢
桃
を
喜
ぶ

久
し
-
胡
地
を
行
き
て
華
髪
を
生
じ

初
め
て
試
み
る
東
風
に
幣
額
を
脱
ぐ
を

け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
し
か
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ

撃
に
挿
す
小
幡
応
に
正
に
爾
る
べ
し

と

紫
に
点
ず
る
生
菜
誰
が
為
に
挑
ら
ん

書
に
付
し
て
勤
め
て
掃
け
東
園
の
雪

え
だ

到
る
日
青
梅
未
だ
条
に
満
た
ざ
ら
ん

起
聯
の
解
説
･
通
釈
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

ナ
､

_

H

■

-

_

V

燕
山
は
北
京
の
東
方
薪
県
に
あ
る
山
名
｡
鯵
は
四
頭
立
て
の
馬
車
の
外
側
の

二
頭
を
さ
し
て
い
ま
す
が
'
こ
こ
で
は
馬
車
を
引
-
馬
と
い
う
意
味
で
す
｡
迎

日
は
事
を
行
な
う
た
め
に
'
あ
ら
か
じ
め
日
数
を
数
え
る
こ
と
｡
蝶
桃
は
身
ご

な
し
が
軽
-
素
早
い
様
子
で
す
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

春
が
燕
山
ま
で
や
っ
て
来
ま
し
た
｡
氷
も
ま
た
消
え
ま
し
た
｡
帰
国
の
日
ま

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

で
の
日
数
を
数
え
な
が
ら
馬
車
を
引
-
馬
の
身
ご
な
し
が
軽
や
か
で
'
素
早
い

ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ

様
子
を
見
て
喜
ん
で
い
ま
す
｡

｢
亦
｣
は
並
列
の
マ
タ
で
あ
る
か
ら
'
厳
密
に
言
え
ば
初
句
は
'
春
が
燕
山

ま
で
や
っ
て
く
る
と
同
時
に
氷
も
消
え
た
｡
或
い
は
春
が
燕
山
に
や
っ
て
-
る

と
と
も
に
寒
気
も
去
-
雪
も
消
え
氷
も
溶
け
た
と
補
足
し
っ
つ
訳
す
と
親
切
だ

ろ
う
｡

問
題
は
二
旬
日
の
訳
が
で
た
ら
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
語
釈
の
方

は
一
応
辞
書
の
解
説
を
踏
襲
し
て
い
る
が
'
文
法
上
の
捉
え
方
が
支
離
滅
裂
で

あ
る
｡
当
句
の
通
釈
は
次
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
私
が
こ
れ
ま
で
任

務
で
乗
-
回
し
へ
時
到
っ
て
故
郷
に
帰
る
際
に
も
当
然
こ
の
馬
車
を
引
い
て
く

マ
マ

れ
る
馬
共
も
'
帰
る
日
を
察
知
し
て
と
び
跳
ね
る
が
如
-
喜
ん
で
い
る
'
と
作

者
自
身
の
喜
び
を
馬
に
託
し
て
表
白
し
て
い
る
と
提
え
ね
ば
な
ら
な
い
｡

｢
迎
日
｣
は
　
『
大
漢
和
』
　
で
は
①
予
め
日
を
数
え
る
｡
②
日
(
太
陽
)
　
を
迎

え
る
と
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
｢
迎
春
｣
｢
迎
秋
｣
｢
迎
年
｣
｢
迎
農
｣
等
の
熟
語

と
同
じ
-
'
(
帰
る
)
　
日
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
馬
共
が
そ
れ
こ
そ

動
物
的
勘
を
は
た
ら
か
せ
て
帰
郷
の
日
の
近
ず
い
た
こ
と
を
察
知
し
た
t
　
と
作

者
は
見
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
飛
び
跳
ね
て
喜
ぶ
馬
の
様
子
を

｢
喜
標
挑
｣
と
描
写
し
た
わ
け
だ
が
'
｢
標
挑
｣
は
　
｢
喜
｣
　
の
補
語
と
し
て
の

役
目
を
も
つ
補
語
構
造
で
あ
る
｡
従
っ
て
こ
の
句
は
'
帰
鯵
が
主
語
で
迎
日

>
�
"
o
)
が
述
語
1
㌧
喜
嬢
桃
が
述
語
2
と
い
う
文
法
構
造
に
な
-
'
帰
勝
目

を
迎
え
て
喜
ぶ
こ
と
嬢
眺
た
-
と
訓
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
決
し
て
作
者

自
身
が
帰
国
の
日
ま
で
の
日
数
を
数
え
た
-
'
馬
の
身
ご
な
し
が
軽
や
か
で
素

早
い
様
子
を
､
見
て
喜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
｡
そ
し
て
先
述
し
た

｢
日
｣
字
の
重
用
は
'
む
し
ろ
帰
国
の
日
を
指
折
-
数
え
て
待
ち
望
ん
で
い
る

作
者
の
強
い
気
持
の
表
れ
と
言
っ
た
方
が
相
応
し
い
で
あ
ろ
う
｡

元
祐
四
年
(
一
〇
八
九
)
　
八
月
'
蘇
轍
は
遼
国
王
の
誕
生
祝
い
の
た
め
契
丹

に
遣
わ
さ
れ
た
｡
翌
春
'
帰
国
を
前
に
'
そ
の
喜
び
を
妻
に
書
き
送
っ
た
も
の

で
あ
る
｡
領
聯
は
'

長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
胡
の
地
を
旅
し
ま
し
た
の
で
'
頭
に
は
白
髪
が
生
じ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ま
し
た
｡
春
風
に
形
の
崩
れ
た
帽
子
を
脱
い
で
初
め
て
わ
か
り
ま
し
た
｡

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
ゝ
γ
か
'
弊
紹
は
紹
帽
よ
-
紹
袋
(
よ
れ
よ
れ
に
な
っ
た
)
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貴
人
の
テ
ン
の
服
の
方
が
ド
ラ
マ
性
が
増
幅
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
が
｡

長
い
間
胡
地
で
の
旅
を
続
け
､
頭
に
は
と
う
と
う
白
髪
が
生
え
て
し
ま
い
ま

し
た
｡
今
日
は
久
し
ぶ
り
に
春
風
に
吹
か
れ
､
そ
っ
と
着
崩
れ
て
よ
れ
よ
れ
に

な
っ
た
皮
の
上
衣
を
脱
い
で
み
た
の
で
し
た
｡

ヽ
ヽ東

風
は
平
灰
的
に
は
春
風
で
も
よ
い
が
'
い
ず
れ
に
し
ろ
重
用
は
避
け
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
る
｡

さ
て
'
頚
聯
に
つ
い
て
某
書
の
解
説
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

馨
は
髪
の
毛
を
束
ね
た
と
こ
ろ
｡
も
と
ど
-
･
た
ぶ
さ
の
こ
と
で
す
｡
小
幡

は
髪
飾
り
｡
正
爾
は
　
｢
ま
さ
に
し
か
る
｣
と
読
み
'
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
も

の
と
い
う
意
味
に
な
-
ま
す
｡
磐
は
平
た
い
木
の
皿
｡
挑
は
選
び
出
す
｡
五
'

六
句
は
妻
を
思
い
遣
っ
て
い
る
場
面
で
す
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

そ
な
た
が
も
と
ど
り
に
押
す
髪
飾
り
も
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ

う
｡
皿
に
あ
し
ら
い
置
-
野
菜
は
い
っ
た
い
誰
の
為
に
選
び
出
し
て
い
る
の
で

し
ょ
､
つ
｡

五
六
句
は
対
句
で
あ
る
か
ら
'
挿
･
撃
.
･
1
点
･
磐
'
小
幡
.
･
1
生
菜
が
対

語
と
な
-
'
応
正
爾
と
為
誰
挑
も
当
然
対
語
に
な
っ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
こ
の
両
者
は
恐
ら
-
押
韻
の
関
係
で
　
｢
挑
｣
を
末
字
に
持
っ
て
き
た

の
で
､
応
正
爾

と
同
義
語
な
の
で
あ
る
｡
<
礼
記
曲
礼
上
>
に
正
爾
容
'
聴
必
恭
と
あ
-
､
そ

の
<
疏
>
に
正
'
謂
衿
荘
也
　
(
つ
つ
し
み
深
-
お
ご
そ
か
な
こ
と
'
行
儀
正
し

い
こ
と
)
　
と
あ
る
｢
正
爾
(
容
)
｣
な
の
だ
｡
従
っ
て
一
句
は
t

も
と
ど
り
に
挿
し
た
髪
飾
り
は
き
っ
と
そ
な
た
の
容
姿
を
端
麗
に
ひ
き
た
て

て
見
せ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
と
な
る
｡

恐
ら
-
｢
応
に
正
に
爾
る
べ
し
｣
　
と
い
う
訓
読
は
'
陶
淵
明
の
　
｢
飲
酒
其

五
｣
　
の
間
君
何
能
爾
(
君
に
問
う
何
ぞ
能
-
爾
る
や
と
)
　
に
引
き
摺
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
が
'
そ
の
訳
と
も
ど
も
判
然
と
し
な
い
｡

尾
聯
｡
書
に
付
す
　
勤
め
て
掃
け
東
園
の
雪
｡
手
紙
に
つ
け
足
し
て
お
き
ま

す
｡
せ
い
ぜ
い
頑
張
っ
て
東
園
の
雪
か
き
を
し
て
下
さ
い
｡
到
る
日
青
梅
未
だ

条
に
満
た
ざ
ら
ん
｡
私
が
帰
着
す
る
日
に
は
ま
だ
青
梅
は
枝
に
た
わ
わ
に
は
実

を
つ
け
て
い
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
｡

五
　
消
え
た
｢
漁
翁
｣
-

中
庸
の
詩
人
'
柳
宗
元
の
作
品
に
'
｢
漁
翁
｣
と
題
す
る
七
言
古
詩
が
あ
る
｡

一一

冗
為
誰
挑

と
下
二
字
が
ク
ロ
ス
し
た
対
称
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
つ
ま
-
'
｢
正

爾
｣
　
の
｢
正
｣
は
'
｢
正
客
(
か
た
ち
を
正
し
-
す
る
)
｣
'
｢
正
冠
(
か
ん
む
-

を
正
す
)
｣
'
｢
正
服
｣
｢
正
嫡
｣
｢
正
身
正
心
｣
な
ど
の
よ
う
に
動
詞
(
た
だ
す
､

き
ち
ん
と
す
る
)
　
で
あ
る
｡
ま
た
｢
爾
｣
も
｢
如
此
　
(
し
か
-
)
｣
｢
而
(
し
こ

う
し
て
)
｣
或
い
は
｢
然
｣
　
の
同
義
語
で
は
な
-
､
｢
汝
'
女
､
而
(
な
ん
ぢ
)
｣

宿
･
竹
･
緑
　
(
二
沃
)

○
　
○
　
●
　
〇
　
〇
　
〇
　
◎

漁
翁
夜
傍
西
巌
宿

●
　
●
　
〇
　
〇
　
〇
　
●
　
◎

暁
汲
清
湘
然
楚
竹

○
　
○
　
�
"
　
�
"
　
�
"
　
�
"
　
○

煙
鎖
日
出
不
見
入

○
　
●
　
●
　
○
　
○
　
●
　
◎

歎
乃
一
声
山
水
緑

○
　
●
　
○
　
●
　
●
　
○
　
○

廻
看
天
際
下
中
流

○
　
●
　
〇
　
〇
　
〇
　
〇
　
◎

巌
上
無
心
雲
相
逐

･
逐
が
入
声
一
屋
の
押
(
過
)
　
韻
で
あ
る
｡

漁
翁
'
夜
　
西
巌
に
傍
っ
て
宿
す

た

暁
に
清
湘
に
汲
み
　
楚
竹
を
然
-

き

煙
鎖
え
日
出
ず
る
も
　
人
を
見
ず

あ
い
だ
い

歎
乃
一
声
　
山
水
緑
な
-

天
際
を
廻
看
し
て
中
流
を
下
れ
ば

あ

い

お

巌
上
'
無
心
､
雲
相
逐
う

一
見
し
て
古
詩
形
式
で
あ
る
こ
と
が
判
る
が
'
念
の
た
め
検
証
す
る
｡
ま
ず
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6
句
で
あ
る
こ
と
　
(
近
体
詩
は
絶
句
4
句
'
律
詩
6
句
'
排
律
1
 
2
句
以
上
で
あ

る
)
｡
灰
声
押
韻
で
あ
る
こ
と
　
(
近
体
詩
は
平
声
押
韻
)
｡
二
四
不
同
二
六
対
'

反
法
'
粘
法
の
規
則
が
全
-
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
｡
従
っ
て
下
三
連
は
な
い
が

孤
平
孤
灰
が
散
見
さ
れ
へ
所
謂
<
重
用
>
も
あ
る
　
(
巌
字
)
｡
つ
い
で
に
つ
け

加
え
る
と
'
我
わ
れ
日
本
人
は
こ
の
平
灰
概
念
を
度
外
視
す
る
結
果
､
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
む
し
ろ
古
詩
　
(
形
式
)
　
の
方
が
見
た
目
に
美
し
-
'
語
呂
　
(
訓

読
)
　
も
整
い
馴
染
み
易
い
と
感
ず
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
だ
が
､
辞
意
の
正
解

に
迫
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
'
こ
の
平
灰
の
概
念
を
絶
対
に
閑
却
で
き
な
い

こ
と
は
こ
れ
ま
で
緩
々
述
べ
た
通
り
で
あ
る
｡

い
ま
'
手
許
に
あ
る
数
冊
の
解
説
書
を
も
と
に
'
そ
れ
ら
の
｢
平
均
的
｣
語

釈
を
次
に
掲
げ
る
｡
(
傍
点
は
筆
者
｡
以
下
考
察
の
対
象
に
す
る
こ
と
を
示

す｡)

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

〔
語
釈
〕
　
○
漁
翁
　
老
漁
夫
｡
○
西
巌
　
川
の
西
岸
の
岩
｡
○
清
湘
　
清

ら
か
な
湘
江
の
流
れ
｡
湘
江
は
広
西
壮
族
自
治
区
東
北
部
に
源
を
発
し
､
永
州

市
付
近
で
東
北
に
向
い
'
衡
陽
､
湘
揮
､
長
抄
を
北
流
し
て
洞
庭
湖
に
注
ぐ
湖

南
省
最
長
の
川
で
あ
る
｡
零
陵
あ
た
-
で
合
流
す
る
ま
で
そ
の
東
側
を
流
れ
る

清
水
と
共
に
世
に
い
う
｢
滞
湘
八
景
｣
　
の
景
観
を
呈
す
る
　
(
平
沙
落
雁
･
遠
浦

帰
帆
･
山
市
晴
嵐
･
江
天
暮
雪
･
洞
庭
秋
風
･
瀞
湘
夜
雨
･
煙
寺
晩
鐘
･
漁
村

夕
照
)
｡
○
然
　
燃
'
た
-
｡
○
楚
竹
　
湖
南
省
の
古
代
名
が
楚
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
い
う
｡
○
煙
　
川
面
に
た
ち
こ
め
た
霧
'
も
や
｡
○
鏑
　
消
え
る
｡
〇

ヽ
ヽ

人
　
漁
翁
｡
○
歎
乃
　
A
-
櫓
の
き
し
る
音
｡
B
=
舟
を
漕
ぐ
時
の
か
け
声
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

C
-
舟
歌
｡
○
廻
看
　
ふ
-
近
-
見
る
｡
○
天
際
　
か
な
た
の
空
の
は
て
｡
○

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

中
流
　
川
の
中
央
あ
た
-
｡
○
無
心
雲
相
逐
　
雲
が
い
-
つ
も
無
心
に
追
い
か

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

け
あ
う
よ
う
に
流
れ
て
い
る
｡

〔
通
釈
〕
　
老
漁
夫

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

年
老
い
た
漁
師
が
'
夜
'
江
の
西
岸
に
あ
る
大
き
な
巌
に
沿
っ
て
舟
ど
ま
り

し
た
｡
暁
に
起
き
て
'
清
ら
か
な
湘
江
の
水
を
汲
み
､
楚
竹
を
焚
い
て
朝
食
の

準
備
を
し
た
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

や
が
て
川
霧
も
は
れ
'
太
陽
が
の
ぼ
る
と
'
す
で
に
老
漁
父
の
姿
は
見
え
ず
'

櫓
の
き
し
る
音
だ
け
が
静
寂
の
川
面
に
ひ
と
き
わ
高
-
響
い
て
､
山
も
そ
れ
を

映
す
江
水
も
深
い
緑
一
色
の
中
に
あ
る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

流
れ
の
た
だ
中
を
下
り
な
が
ら
'
空
の
際
　
(
空
と
江
の
水
面
と
が
接
す
る
と

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ
ろ
)
　
を
振
-
近
-
眺
め
る
と
､
あ
の
巌
上
を
雲
が
無
心
に
追
い
か
け
あ
う
か

の
よ
う
に
流
れ
て
い
た
｡

以
上
の
語
釈
と
通
釈
並
び
に
こ
れ
か
ら
引
用
す
る
解
説
を
平
心
に
読
み
解
-

か
ぎ
-
'
作
者
と
漁
翁
の
関
係
､
作
者
の
目
と
漁
翁
の
耳
の
関
係
が
ソ
ゴ
を
来

た
し
て
い
て
判
然
と
し
な
い
｡
作
者
と
漁
翁
は
果
た
し
て
別
人
な
の
か
一
心
同

体
な
の
か
'
作
者
の
位
置
と
視
点
'
漁
翁
の
位
置
と
動
作
･
聴
覚
お
よ
び
他
人

の
登
場
と
そ
の
動
作
'
以
上
三
者
の
関
連
を
ど
う
捉
え
れ
ば
ソ
ゴ
を
来
た
さ
ず

整
合
性
を
持
っ
て
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
三
旬
日
で
突
如
姿
を
消
し
た

漁
翁
が
｢
変
身
/
｣
と
ば
か
-
に
五
旬
日
で
作
者
と
｢
合
体
｣
　
し
て
川
下
-
を

演
ず
る
と
す
る
上
述
の
通
釈
の
カ
ラ
ク
リ
は
ど
う
す
れ
ば
矛
盾
な
-
説
き
明
か

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
他
'
い
-
つ
か
の
語
釈
の
誤
差
が
通
釈
上
'

大
き
な
誤
訳
へ
導
-
原
因
に
な
っ
て
い
な
い
か
点
検
し
て
み
よ
う
と
思
う
｡

柳
宗
元
と
い
え
ば
す
ぐ
思
い
出
す
の
が
｢
江
雪
｣
　
で
あ
る
｡
絶
･
滅
･
雪
が

入
声
層
の
韻
を
踏
む
｡

千
山
鳥
飛
絶
　
万
径
人
縦
滅

孤
舟
蓑
笠
翁
　
独
釣
寒
江
雪
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こ
の
詩
で
蓑
笠
を
着
た
漁
翁
と
は
十
中
八
九
作
者
自
身
を
客
観
描
写
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
作
者
は
自
己
を
客
体
化
し
仝
-
別
人
の
如
-
客
観
描

写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ぎ
-
ぎ
-
の
孤
独
感
を
表
出
L
t
　
過
酷
な
厳
寒
　
(
逮

令
)
　
に
耐
え
抜
い
て
い
る
状
況
を
読
者
に
訴
え
て
い
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
自
己

の
あ
-
よ
う
を
常
に
外
側
か
ら
眺
め
'
強
い
自
己
否
定
の
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ

た
強
敵
な
精
神
を
詩
の
心
底
に
読
み
と
っ
て
読
者
は
万
感
胸
に
迫
る
の
で
あ
る
｡

辺
境
の
地
へ
左
遷
さ
れ
業
苦
と
煩
悶
の
-
り
返
し
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
日
々

の
営
為
の
中
で
'
柳
宗
元
は
し
か
し
'
個
人
的
内
面
世
界
へ
埋
没
す
る
方
向
で

は
な
-
'
常
に
目
を
外
へ
向
け
社
会
的
外
的
世
界
を
志
向
す
る
｡
任
地
の
人
民

に
慕
わ
れ
続
け
た
と
い
う
こ
と
が
そ
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
｡
余
談
に
な
る

が
筆
者
は
又
､
物
事
を
客
観
的
に
眺
め
つ
つ
真
実
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
柳
宗

元
の
　
｢
実
事
求
是
｣
　
の
精
神
を
｢
三
戒
｣
な
ど
の
寓
話
作
品
に
も
発
見
し
て
鷲

く
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
こ
の
　
｢
漁
翁
｣
詩
も
'
柳
宗
元
の
思
想
性
が

濃
厚
に
盛
り
込
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
'
構
成
法
上
も
そ
の
特
長
を
存

分
に
発
揮
し
た
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
｢
江
雪
｣
詩
の
蓑
笠

翁
が
作
者
自
身
の
投
影
で
あ
る
よ
う
に
'
｢
漁
翁
｣
詩
の
漁
翁
も
作
者
自
身
な

の
で
あ
る
｡
初
二
句
は
そ
の
分
身
し
た
漁
翁
が
'
魚
と
り
の
舟
旅
の
あ
る
日

(
と
い
う
よ
り
役
所
の
仕
事
を
果
す
舟
旅
の
途
次
と
考
え
た
方
が
辻
複
が
合
う

と
思
う
が
)
'
夜
に
な
っ
た
の
で
西
岸
の
岩
陰
に
舟
を
寄
せ
て
宿
泊
し
た
｡
漁

翁
は
そ
の
小
船
な
い
し
苫
船
の
中
で
寝
た
の
か
'
そ
れ
と
も
舟
を
下
-
岸
に
上

っ
て
ね
ぐ
ら
を
探
し
た
の
か
定
か
で
な
い
が
'
二
旬
日
で
楚
竹
を
然
い
た
と
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
と
'
西
岸
の
岩
場
の
陰
か
岩
壁
の
洞
穴
で
夜
営
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
｡
雨
露
を
凌
ぐ
程
度
の
ア
ン
ベ
ラ
作
-
の
小
屋
が
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
｡
漁
翁
は
夜
が
白
み
は
じ
め
る
と
共
に
起
き
出
し
て
'
湘
江
の
水
を

汲
み
上
げ
'
そ
こ
ら
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
木
切
れ
や
竹
切
れ
を
拾
い
集
め
｢
早

点
｣
　
の
支
度
に
と
-
か
か
っ
た
｡
或
い
は
小
船
の
中
に
ち
ょ
っ
と
し
た
煮
炊
き

の
で
き
る
設
備
を
も
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
｡

要
は
以
上
の
漁
翁
を
作
者
が
別
の
位
置
'
例
え
ば
対
岸
の
岩
の
上
か
ら
じ
っ

と
観
察
し
て
い
た
の
で
は
な
-
'
つ
ま
り
別
人
の
視
点
で
は
な
-
'
作
者
自
身

の
行
動
を
客
観
的
に
捉
え
直
し
描
写
し
た
も
の
と
と
る
方
が
自
然
だ
と
思
わ
れ

る
｡
す
る
と
柳
宗
元
が
己
れ
を
｢
翁
｣
と
称
す
る
の
ほ
お
か
し
い
で
は
な
い
か

と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
'
当
時
の
作
者
は
四
〇
歳
に
垂
ん
と
す

る
年
令
で
あ
-
'
わ
が
国
で
も
古
代
初
老
と
い
え
ば
四
〇
歳
を
指
し
た
｡
そ
も

そ
も
年
令
は
あ
ま
-
関
係
が
な
-
'
少
々
若
-
と
も
｢
謙
称
｣
と
取
れ
ば
問
題

あ
る
ま
い
｡
と
い
う
わ
け
で
'
こ
の
初
二
句
を
単
純
に
作
者
の
描
写
句
と
錯
覚

し
た
と
こ
ろ
に
大
方
の
三
四
句
の
誤
訳
を
導
-
原
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
｡

｢
西
巌
｣
　
は
六
旬
日
に
も
｢
巌
上
｣
と
あ
る
の
で
'
蛇
行
し
な
が
ら
北
東
に

流
れ
る
湘
江
の
左
側
の
断
崖
絶
壁
'
も
し
-
は
そ
れ
に
近
い
大
き
な
岩
の
あ
る

場
所
と
想
定
さ
れ
る
｡
決
し
て
い
わ
ゆ
る
ご
ろ
ご
ろ
し
た
岩
場
程
度
の
も
の
で

は
あ
る
ま
い
｡
因
み
に
　
『
大
漢
和
』
　
は
　
｢
西
巌
｣
を
｢
西
方
の
巌
｣
と
解
説
し

て
お
り
､
そ
の
　
｢
巌
｣
　
の
項
に
は
'
巌
雲
､
巌
崖
'
巌
峡
'
巌
壁
､
巌
石
'
巌

椿
の
熟
語
を
あ
げ
て
'
｢
険
し
-
切
-
立
っ
た
岩
｣
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
い

る
｡
他
に
も
'
巌
演
'
巌
辺
'
巌
畔
な
ど
の
熟
語
が
あ
る
の
で
'
一
概
に

｢
巌
｣
を
｢
犀
風
岩
的
な
形
状
｣
と
定
義
づ
け
る
わ
け
に
も
い
-
ま
い
が
'
少

な
-
と
も
こ
の
あ
た
-
の
湘
水
が
沃
野
の
中
を
流
れ
る
広
い
川
で
な
い
こ
と
だ

け
は
確
か
で
あ
る
｡
筆
者
は
か
つ
て
湘
江
の
中
流
と
下
流
の
一
部
を
管
見
し
た

こ
と
が
あ
る
｡
類
似
の
川
の
景
観
や
先
の
滞
湘
八
景
の
　
｢
瀞
湘
夜
雨
｣
　
の
表
現

か
ら
推
測
し
て
も
'
清
水
と
合
す
る
こ
の
あ
た
-
の
湘
江
の
景
観
は
山
紫
水
明
'
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風
光
明
楯
な
ど
と
い
う
も
お
ろ
か
'
深
山
幽
谷
の
間
を
潜
滑
と
流
れ
る
ま
さ
に

山
水
画
の
世
界
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
と
思

わ
れ
る
｡

さ
て
'
簡
単
な
朝
鯛
を
す
ま
せ
て
い
る
間
に
も
'
水
面
に
た
ち
こ
め
て
い
た

｢
煙
｣
す
な
わ
ち
霧
･
も
や
が
次
第
に
消
え
失
せ
'
折
し
も
朝
日
が
差
し
は
じ

め
た
｡
従
っ
て
周
囲
は
か
な
-
見
通
し
の
き
-
状
態
に
な
っ
た
の
だ
が
'
視
界

の
き
-
範
囲
で
人
の
姿
は
見
え
な
い
｡
つ
ま
り
漁
翁
-
作
者
　
(
自
分
)
　
以
外
の

人
間
の
影
は
目
に
入
ら
な
い
の
だ
が
'
朝
の
し
じ
ま
を
破
っ
て
誰
か
他
の
舟
人

の
櫓
を
漕
ぐ
音
(
も
し
-
は
舟
を
漕
ぐ
か
け
声
)
　
が
漁
翁
の
耳
に
聞
こ
え
て
き

た
｡
周
知
の
よ
う
に
､
水
中
や
水
面
上
で
は
音
声
や
振
動
音
は
よ
-
伝
わ
る
｡

朝
の
静
寂
の
中
に
か
な
-
逮
-
の
物
音
で
も
漁
翁
の
耳
に
届
-
可
能
性
は
大
き

い
｡
但
し
'
こ
の
場
合
は
'
川
が
琴
曲
し
て
い
た
か
'
岩
壁
が
つ
き
出
て
い
た

か
､
岩
場
の
陰
に
な
っ
て
い
た
か
'
あ
る
い
は
朝
も
や
が
ま
だ
す
っ
か
-
晴
れ

上
っ
て
い
な
か
っ
た
為
に
'
視
界
が
遮
ら
れ
て
｢
人
｣
そ
の
も
の
の
姿
形
は
漁

翁
の
目
に
入
ら
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
声
は
す
れ
ど
も
姿
は

見
え
ず
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
だ
が
山
川
の
大
自
然
は
厳
然
と
し
て

深
緑
を
湛
え
息
づ
い
て
い
る
｡

視
覚
に
よ
る
対
象
を
外
し
て
聴
覚
に
訴
え
'
静
寂
感
や
寂
参
感
を
強
調
す
る

こ
の
手
法
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
王
経
の
　
｢
鹿
柴
｣
　
に
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
て
い

る
｡

空
山
不
見
入
　
但
聞
人
語
響

近
景
入
深
林
　
復
照
青
苔
上

こ
の
時
'
｢
不
見
入
｣
　
(
人
か
げ
が
目
に
入
ら
な
い
)
　
は
'
限
-
な
-
｢
没
有

人
｣
　
(
そ
こ
に
人
が
い
な
い
)
　
に
近
い
｡
す
な
わ
ち
意
識
的
に
見
よ
う
と
し
て

見
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
で
は
な
-
'
あ
た
-
に
人
が
見
え
な
い
　
(
い
な
い
)

と
い
う
無
意
識
的
に
見
て
の
謂
な
の
で
あ
る
｡

ぬ
し主

は
見
え
ぬ
が
声
は
聞
こ
え
る
と
い
う
そ
の
声
が
｢
歎
(
音
哀
｡
又
'
亜
改

の
切
)
　
乃
｣
で
あ
る
｡
も
と
擬
声
語
で
櫓
の
き
し
る
音
な
い
し
船
頭
が
櫓
を
こ

ぐ
時
の
か
け
声
と
い
う
｡
ま
た
舟
歌
を
指
す
と
い
う
説
も
あ
る
が
'
こ
こ
で
は

｢
あ
い
だ
い
｣
が
こ
の
三
説
の
ど
れ
で
あ
る
か
を
詮
索
す
る
よ
り
'
そ
れ
が
一

体
誰
の
動
作
音
で
あ
-
そ
の
音
声
を
聞
-
の
は
誰
の
耳
で
あ
る
か
を
確
定
す
る

こ
と
の
方
が
先
決
問
題
で
あ
ろ
う
｡
結
論
は
上
述
し
た
通
-
で
あ
る
が
'
漁
翁

は
食
事
の
間
も
周
囲
の
情
況
変
化
に
気
を
配
り
流
れ
に
目
を
や
っ
て
今
日
一
日

の
舟
旅
の
平
安
を
秘
か
に
心
に
期
し
て
い
た
に
違
い
な
い
｡
出
立
直
前
の
一
瞬

の
　
｢
間
｣
を
捉
え
心
に
-
い
ぼ
か
-
の
演
出
効
果
を
あ
げ
た
描
写
と
い
え
ま
い

か
｡
読
者
が
こ
の
よ
う
な
｢
場
｣
を
追
体
験
し
て
無
限
の
共
感
を
喚
び
起
す
術

を
､
作
者
は
と
う
に
自
家
薬
龍
中
の
も
の
と
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡

｢
欺
乃
｣
　
の
解
釈
に
つ
い
て
言
え
ば
､
実
は
筆
者
は
そ
の
第
三
説
に
も
い
さ

さ
か
未
練
を
残
し
て
い
る
｡
『
大
漢
和
』
　
に
よ
る
と
　
｢
欺
乃
｣
　
は
舟
に
樟
さ
し

て
相
応
ず
る
声
､
又
櫓
の
き
し
る
声
'
転
じ
て
船
歌
'
樵
夫
の
う
た
｣
と
あ
-

次
の
詩
句
が
例
示
し
て
あ
る
｡

項
氏
家
説
日
'
劉
暁
文
集
'
有
｢
湖
中
霜
廼
曲
｣

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

劉
言
史
瀞
湘
詩
'
有
｢
閑
歌
暖
廼
深
峡
裏
｣

王
槍
詩
'
四
山
紅
葉
風
声
起
'
散
人
債
家
歎
乃
詞
｡

元
結
に
｢
歎
乃
曲
｣
な
る
五
首
の
作
品
が
あ
-
､
の
ち
湘
江
あ
た
り
の
民
謡

の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
せ
て
歌
わ
れ
た
船
歌
な
い
し
山
歌
に
類
す
る
も
の
と
い
う

説
も
あ
る
通
-
､
こ
れ
ら
の
例
詩
句
を
読
ん
だ
途
端
に
筆
者
は
曽
て
観
た
中
国

映
画
　
-
　
あ
れ
は
確
か
｢
五
金
花
｣
と
い
う
題
名
の
少
数
民
族
青
年
男
女
の
恋

物
語
だ
っ
た
と
思
う
が
'
小
船
に
乗
っ
て
山
峡
を
下
る
乙
女
ら
の
船
歌
　
(
山

敬
)
　
が
付
近
の
山
々
に
劉
亮
と
し
て
響
き
わ
た
-
こ
だ
ま
す
る
シ
ー
ン
を
鮮
や
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か
に
想
い
出
し
た
の
で
あ
る
｡
恐
ら
-
多
-
の
観
客
が
今
で
も
あ
の
シ
ー
ン
を

あ
の
歌
声
を
眼
底
に
耳
底
に
焼
き
つ
け
て
い
る
に
遠
い
あ
る
ま
い
｡
し
か
し
'

も
し
｢
欺
乃
一
声
｣
が
そ
の
船
歌
の
類
だ
と
し
漁
翁
が
歌
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
'

筆
者
の
こ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
は
無
残
に
ぶ
ち
壊
さ
れ
て
し
ま
う
わ

け
だ
｡
老
漁
夫
に
は
大
変
申
し
訳
な
い
言
い
草
に
な
る
け
れ
ど
も
｡

｢
天
際
｣
と
い
え
ば
す
ぐ
に
思
い
当
る
の
が
李
白
の
｢
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之

広
陵
｣
詩
や
謝
眺
の
｢
之
宣
城
出
新
林
浦
向
版
橋
｣
詩
の
次
の
句
で
あ
る
｡

孤
帆
遠
影
碧
空
尽
'
唯
見
長
江
天
際
流
｡

天
際
識
帰
舟
'
雲
中
弁
江
樹
｡

そ
も
そ
も
我
わ
れ
日
本
人
は
｢
天
｣
と
い
う
字
を
見
る
と
す
ぐ
｢
天
空
､
青

空
｣
を
連
想
し
が
ち
だ
が
'
漢
語
の
｢
天
｣
と
は
｢
空
間
｣
　
つ
ま
-
地
面
か
ら

上
の
空
間
を
す
べ
て
指
し
て
い
い
'
人
間
の
生
活
空
間
も
｢
天
｣
な
の
で
あ
る
｡

ヽ

ヽ

ヽ

｢
月
落
鳥
噂
霜
満
天
｣
が
そ
の
好
例
で
あ
る
｡

か
か
る
空
中
空
間
を
全
称
す
る
｢
天
｣
に
対
し
､
そ
れ
で
は
｢
天
際
｣
が
ど

う
い
う
概
念
を
表
す
か
と
い
え
ば
'
そ
れ
は
右
詩
句
が
示
す
如
-
'
天
と
地
･

水
と
が
接
す
る
と
こ
ろ
'
つ
ま
り
地
平
線
･
水
平
線
の
境
界
線
に
着
目
し
て
い

う
語
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
従
っ
て
そ
れ
は
｢
天
の
は
て
｣
と
か
｢
空
の
か

な
た
｣
と
い
う
よ
う
な
漠
然
た
る
天
空
一
般
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
山

ぎ
わ

の
陵
線
や
樹
木
の
梢
と
接
す
る
際
を
同
時
に
視
野
に
入
れ
つ
つ
い
う
語
で
あ
る

と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡
前
者
の
訳
の
類
義
語
を
｢
天
空
'
天
涯
'

天
隅
｣
と
す
れ
ば
'
後
者
の
類
義
語
は
｢
天
眼
(
ギ
ン
)
'
天
界
'
天
隔
｣
で

あ
ろ
う
か
｡

漁
翁
が
川
の
中
ほ
ど
を
漕
ぎ
下
-
つ
つ
振
-
近
-
見
た
　
(
廻
看
)
　
｢
天
際
｣

は
'
頭
初
に
掲
げ
た
語
釈
や
通
釈
の
よ
う
な
｢
か
な
た
の
空
の
は
て
｣
や
｢
空

と
江
の
水
面
が
接
す
る
と
こ
ろ
｣
で
は
な
く
山
の
陵
線
か
岩
壁
と
空
と
の
境

界
を
視
野
に
入
れ
た
上
空
で
あ
-
､
漁
翁
に
と
っ
て
か
な
り
近
距
離
の
上
空
で

あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
｢
巌
上
｣
　
の
上
空
で
あ
っ
て
'
遥
か
彼
方
の
荘
漠
た
る
天
空

で
は
な
い
｡
そ
し
て
そ
こ
に
流
れ
飛
ぶ
雲
は
と
い
え
ば
'
こ
れ
も
遠
距
離
に

｢
ぽ
っ
か
-
浮
い
た
白
雲
｣
　
で
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
'
し
か
も
そ
れ

ら
が
無
邪
気
に
追
い
か
け
っ
こ
し
て
い
る
と
い
う
構
図
は
ど
う
し
て
も
成
-
立

た
な
い
の
で
あ
る
｡

某
書
は
こ
こ
を
解
説
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
｡

雲
相
逐
の
　
｢
相
｣
は
下
の
動
詞
　
(
逮
)
　
に
対
象
の
あ
る
こ
と
を
示
す
副
詞
で

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

あ
る
｡
こ
の
雲
は
お
そ
ら
-
白
雲
で
あ
り
'
俗
世
を
超
脱
し
た
自
由
の
境
地
の

ヽ
ヽ象

徴
と
し
て
唐
詩
中
に
散
見
さ
れ
る
｡
第
5
6
句
は
六
朝
晋
の
隠
逸
詩
人
'
陶

み

ね

う

潮
明
の
雲
は
無
心
に
し
て
柚
を
出
で
､
鳥
は
飛
ぶ
に
倦
み
て
還
る
を
知
る

(
｢
帰
去
来
辞
｣
)
　
を
ふ
ま
え
て
い
よ
う
t
　
と
｡

荒
海
で
操
業
す
る
漁
船
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
'
小
船
に
よ
る
川
の
航
行

は
場
合
に
よ
っ
て
は
生
命
の
危
険
を
さ
え
伴
な
う
｡
だ
か
ら
漁
翁
は
ゆ
っ
た
-

し
た
流
れ
で
あ
っ
て
も
川
の
中
央
を
漕
ぎ
下
っ
て
い
る
わ
け
で
'
そ
の
時
の
心

境
が
陸
上
の
何
の
心
配
も
な
い
土
の
上
に
立
っ
て
の
ん
ぴ
-
行
雲
を
眺
め
る
心

境
と
は
お
よ
そ
次
元
が
異
な
る
こ
と
は
誰
し
も
理
解
で
き
よ
う
｡
立
脚
の
　
｢
地

盤
｣
　
の
差
異
を
無
視
し
て
'
単
に
｢
白
雲
｣
や
｢
無
心
｣
　
の
語
に
依
り
か
か
っ

て
｢
自
由
の
境
地
の
象
徴
｣
な
ど
と
短
絡
す
る
の
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
脱
俗
の
心
境
が
皆
無
で
あ
る
と
い
え
ば
そ
れ
も
嘘
に
な
る

で
あ
ろ
う
が
'
こ
こ
は
柳
宗
元
が
一
方
に
そ
う
い
う
危
険
性
を
は
ら
む
境
地
に

あ
り
且
つ
か
か
る
剃
那
の
間
に
あ
-
な
が
ら
､
悠
揚
迫
ら
ざ
る
心
境
の
一
端
を

｢
無
心
｣
な
る
語
で
表
現
し
た
｢
遊
び
心
｣
を
こ
そ
多
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

s
i
 
O

し
y

『
漢
字
の
語
源
研
究
』
　
で
は
｢
逐
｣
字
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
｡
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○
追
う
な
り
｡
走
+
豚
の
略
体
に
よ
る
会
意
文
字
｡
狩
と
同
じ
動
作
｡
｢
放

逐
｣
　
は
派
生
義
｡
放
豚
を
追
う
が
如
し
'
周
囲
を
囲
ん
で
追
い
つ
め
る
こ
と
｡

｢
雲
相
逐
｣
は
こ
の
　
｢
逐
｣
　
に
｢
相
｣
が
状
語
と
し
て
か
か
っ
て
い
る
語
棉

造
で
あ
る
｡
つ
ま
-
｢
逐
｣
と
い
う
動
作
を
限
定
し
　
(
そ
の
動
作
に
対
象
が
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
)
　
修
飾
し
て
い
る
｡

王
経
の
　
｢
竹
里
館
｣
詩
の
結
句
が
こ
の
　
｢
相
｣
　
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
明
快
に
説

明
す
る
｡

独
坐
幽
豊
裏
､
弾
琴
復
長
噴
｡

ヽ

深
林
人
不
知
'
明
月
来
相
照
｡

も
し
明
月
来
た
り
て
相
照
ら
す
の
　
｢
相
｣
を
｢
お
互
い
に
｣
と
訳
す
と
ど
ん

な
状
況
に
な
る
か
と
い
え
ば
'
明
月
の
光
と
王
経
の
禿
頭
と
が
互
い
に
照
り
映

え
合
う
と
い
う
滑
稽
極
-
な
い
事
態
を
想
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
-
な
る
わ
け

だ
｡第

六
句
を
'
頭
初
に
掲
げ
た
通
釈
の
よ
う
に
'
｢
高
い
岩
の
上
で
は
無
心
の

雲
が
た
が
い
に
追
い
つ
追
わ
れ
つ
し
て
飛
ん
で
い
た
｣
と
す
る
の
は
へ
見
事
に

右
の
術
中
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
訳
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

こ
こ
の
　
｢
雲
｣
は
'
遥
か
彼
方
の
上
空
に
ぽ
っ
か
-
浮
い
た
白
雲
で
は
な
-
'

そ
し
て
そ
れ
を
漁
翁
が
の
ん
ぴ
-
眺
め
て
い
る
と
い
う
構
図
に
な
る
よ
う
な
訳

を
す
べ
き
で
は
な
-
､
む
し
ろ
漁
翁
に
ほ
ど
近
い
絶
壁
よ
-
の
上
空
を
､
灰
色

の
霧
の
よ
う
な
雲
が
恰
も
漁
翁
を
追
い
か
け
る
が
如
-
に
流
れ
飛
ん
で
い
る
と

訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
｡
｢
相
｣
　
が
示
唆
す
る
対
象
と
は
他
の
同
じ

｢
裏
｣
　
で
は
な
-
'
ま
し
て
　
｢
白
雲
｣
　
で
は
な
-
'
薄
い
雨
雲
の
よ
う
な

｢
雲
｣
が
漁
翁
を
対
象
に
｢
逐
｣
　
い
か
け
て
-
る
｡
む
し
ろ
｢
山
爾
来
ら
ん
と

欲
す
｣
切
迫
感
を
伴
う
方
向
で
捉
え
る
方
が
よ
-
リ
ア
ル
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

老
漁
夫
つ
ま
り
私
は
舟
旅
の
途
次
､
日
が
暮
れ
た
の
で
西
岸
の
巌
壁
に
沿
っ

て
舟
を
横
づ
け
し
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
し
た
｡
夜
が
白
み
は
じ
め
る
と
と
も

に
起
き
出
し
て
湘
江
の
清
水
を
汲
み
上
げ
'
付
近
の
竹
ざ
れ
を
拾
っ
て
炊
飯
の

支
度
を
し
た
｡
簡
単
な
食
事
を
済
ま
せ
る
間
に
も
川
面
に
立
ち
こ
め
た
霧
が
次

第
に
消
え
失
せ
'
朝
日
も
差
t
て
き
て
あ
た
-
は
か
な
-
視
界
が
き
-
よ
う
に

な
っ
た
が
'
自
分
以
外
に
人
か
げ
は
見
え
な
か
っ
た
｡
だ
が
そ
の
時
ふ
と
朝
の

し
じ
ま
を
破
っ
て
櫓
を
こ
ぐ
声
が
聞
こ
え
て
き
た
｡
誰
か
が
近
-
を
航
行
し
て

い
る
ら
し
い
｡
ま
わ
-
は
依
然
と
し
て
万
緑
の
山
と
川
の
流
れ
が
あ
る
ば
か
り

で
あ
る
｡

そ
そ
-
さ
と
出
立
の
準
備
を
整
え
'
再
び
小
船
を
中
流
に
漕
ぎ
出
し
た
私
だ

が
'
ふ
り
返
っ
て
後
方
上
空
を
見
や
る
と
'
断
崖
の
上
あ
た
-
に
そ
れ
と
意
図

し
て
と
は
思
わ
れ
な
い
無
心
の
雲
が
､
恰
も
私
を
追
い
か
け
て
-
る
よ
う
な
格

好
で
流
れ
飛
ん
で
-
る
の
で
あ
っ
た
｡

お

　

わ

　

り

　

に

15

漢
籍
を
対
象
と
す
る
研
究
に
従
事
し
て
す
で
に
多
-
の
年
月
を
過
ご
し
て
き

た
｡
こ
の
間
'
先
学
た
ち
の
研
究
成
果
を
正
当
に
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
'
そ
れ
を

凌
駕
す
る
業
績
を
あ
げ
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
考
え
続
け
た
｡
そ
の
便
法

の
第
一
は
､
一
口
で
言
え
ば
漢
語
に
堪
能
に
な
る
こ
と
だ
と
短
絡
L
t
　
そ
れ
な

-
に
そ
の
マ
ス
タ
ー
に
精
力
を
傾
注
し
て
き
た
｡
し
か
し
'
最
近
､
や
は
り
そ

れ
だ
け
で
は
こ
と
に
中
国
古
典
学
の
研
究
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
随
所
で

思
い
知
ら
さ
れ
'
例
え
ば
唐
詩
の
解
釈
･
鑑
賞
の
場
合
は
､
当
時
の
作
詩
の
際

の
諸
規
則
を
み
つ
け
出
し
整
理
し
て
､
そ
れ
を
逆
手
に
使
っ
て
検
証
す
る
こ
と

に
よ
-
最
大
限
正
解
に
近
ず
き
誤
解
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
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か
と
考
え
る
に
到
っ
た
｡

解
い
て
み
れ
ば
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
的
単
純
明
快
な
答
え
で
あ
る
｡
唐
詩
研
究

を
初
め
広
-
漢
籍
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
､
出
来
る
か
ぎ
り
精
確
な
読
解

を
め
ざ
し
て
'
今
後
共
よ
り
科
学
的
･
弁
証
法
的
研
究
方
法
を
構
築
し
て
い
き

た
い
と
願
っ
て
い
る
｡


