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カ
フ
ェ
の
隣
の
席
で
ふ
た
り
の
女
性
が
話
を
し
て
い
る
。
日
本
語
で

話
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。「
セ
イ
シ

キ
」
だ
と
か
、「
ア
イ
キ
」
だ
と
か
、
は
た
ま
た
「
サ
セ
イ
」
だ
と
か

「
ア
ン
ポ
ウ
」
だ
と
か
呪
文
の
よ
う
な
言
葉
を
発
し
続
け
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
言
葉
を
聞
い
た
だ
け
で
、
彼
女
た
ち
が
ど
の
業
界
に

所
属
す
る
人
な
の
か
、
何
の
職
業
の
人
か
す
ら
わ
か
る
人
も
い
る
。
そ

れ
は
彼
女
た
ち
と
同
じ
語
彙
を
共
有
す
る
同
じ
業
界
の
人
た
ち
だ
。

　
語
彙
は
、
そ
の
人
が
所
属
す
る
業
界
や
共
同
体
を
特
徴
づ
け
る
こ
と

が
あ
る
。
ち
な
み
に
彼
女
た
ち
は
看
護
職
の
方
た
ち
だ
っ
た
。
セ
イ
シ

キ
は
「
清
拭
（
体
を
拭
く
こ
と
）」
で
あ
り
、
ア
イ
キ
は
「
曖
気

（
げ
っ
ぷ
）」、
サ
セ
イ
は
「
嗄
声
（
し
わ
が
れ
声
）」、
ア
ン
ポ
ウ
は

「
罨
法
（
温
め
た
り
冷
や
し
た
り
す
る
治
療
法
）」
な
の
だ
そ
う
だ
。

　
独
特
な
用
語
を
使
う
の
は
看
護
職
の
方
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。「
キ

カ
ン
ジ
ュ
ン
シ
」
や
「
バ
ン
シ
ョ
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
違
和
感
を

持
た
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
教
育
関
係
者
だ
ろ
う
。

　
多
く
の
職
業
や
団
体
が
独
特
の
用
語
を
持
ち
、
そ
れ
を
身
に
付
け
た

と
き
に
そ
の
成
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
だ

か
ら
、
業
界
に
入
る
と
や
た
ら
と
そ
う
い
う
言
葉
を
使
い
た
が
る
。

「
も
っ
と
普
通
の
言
葉
を
使
え
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
周
り
は
思
う
。

し
か
し
一
度
使
い
始
め
る
と
、
ほ
か
の
語
で
は
ど
う
も
し
っ
く
り
こ
な

く
な
る
よ
う
な
の
だ
。
他
の
語
で
は
伝
え
た
い
こ
と
は
伝
え
ら
れ
ず
、

言
い
た
い
こ
と
は
言
え
な
く
な
る
。

　
業
界
用
語
は
そ
の
人
の
思
考
や
、
感
情
す
ら
を
も
規
定
す
る
よ
う
に

な
る
。
語
彙
と
は
、
た
だ
の
言
葉
の
集
ま
り
を
い
う
の
で
は
な
い
。

豊
富
な
語
彙
の
必
要
性

　
業
界
を
特
徴
づ
け
る
よ
う
な
語
彙
は
、
漢
語
も
し
く
は
カ
タ
カ
ナ
語
、

あ
る
い
は
頭
字
語
（
複
数
の
単
語
か
ら
な
る
合
成
語
の
頭
文
字
を
つ
な

げ
た
語
）
が
多
い
。
和
語
で
な
い
の
は
、
そ
の
業
界
が
で
き
て
語
彙
が

定
ま
る
と
き
、
新
し
い
概
念
に
ぴ
っ
た
り
す
る
和
語
が
な
か
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
。

　
古
代
に
お
け
る
漢
語
の
受
容
時
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
状
況
だ
っ
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い
は
「
ど
う
し
よ
う
、
ど
う
し
よ
う
」
だ
け
が
脳
裏
を
無
限
ル
ー
プ
し

て
し
ま
う
な
ん
て
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ

と
に
よ
る
思
考
の
複
雑
化
は
、
問
題
解
決
へ
の
第
一
歩
な
の
で
あ
る
。

　
一
時
期
、
世
界
を
席
巻
し
た
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
の
ア
イ
デ
ア
は
、

い
ま
は
や
や
下
火
に
な
っ
た
が
、
時
代
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
人
が
感
じ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で

成
人
し
、
そ
し
て
成
長
し
て
い
く
高
校
生
に
は
、
複
雑
な
こ
と
を
複
雑

な
ま
ま
に
キ
ー
プ
し
て
い
く
と
い
う
思
考
の
体
力
が
必
要
に
な
る
。
そ

の
た
め
に
も
豊
富
な
語
彙
の
必
要
性
は
、
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
増
す
で

あ
ろ
う
。

四
字
熟
語
は
魔
法
の
言
葉

　
さ
て
、
私
た
ち
の
思
考
力
や
感
受
性
を
高
め
る
強
力
な
ツ
ー
ル
の
ひ

と
つ
に
「
四
字
熟
語
」
が
あ
る
。

　
小
学
生
の
時
に
は
、
授
業
や
四
字
熟
語
辞
典
な
ど
で
「
定
義
」
と
し

て
学
ぶ
が
、
中
学
、
高
校
に
な
る
と
、
漢
文
教
材
で
そ
れ
を
学
ぶ
よ
う

に
な
る
。
こ
の
と
き
は
じ
め
て
四
字
熟
語
が
生
き
た
も
の
と
な
る
。
そ

の
と
き
の
感
動
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。

　
た
っ
た
四
文
字
な
の
に
、
そ
の
中
で
古
代
の
人
た
ち
が
生
き
生
き
と

動
き
回
り
、
私
た
ち
に
叡
智
を
与
え
て
く
れ
る
。
四
字
熟
語
と
は
物
語

が
圧
縮
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
使
っ
た
瞬
間
に
解
凍
さ
れ
、
古
代
の

叡
智
が
溢
れ
て
来
る
魔
法
の
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
だ
。

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
漢
字
に
は
「
音
」
だ
け
で
「
訓
」
が
な
い
も
の
が
い
く
つ
も
あ
る
。

動
詞
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
「
感
」、
た
と
え
ば
「
信
」
な
ど
。「
感
じ

る
」
や
「
信
じ
る
」
は
、「
訓
」
を
宛
て
得
る
よ
う
な
概
念
が
古
代
の

日
本
に
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、「
死
」
と
い
う
漢

字
に
も
訓
が
な
い
の
で
、
日
本
語
の
「
し
ぬ
」
と
漢
語
の
「
死
」
に
サ

変
動
詞
「
す
」
を
つ
け
た
「
死
す
」
が
、
本
来
は
意
味
や
成
り
立
ち
が

違
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
訓
」
の
な
い
漢
字
さ
が
し
は
、

高
校
生
た
ち
と
一
緒
に
考
え
る
と
面
白
い
の
で
、
ぜ
ひ
授
業
で
や
っ
て

み
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
ま
た
、
私
た
ち
は
中
学
、
高
校
と
国
語
の
授
業
で
さ
ま
ざ
ま
な
漢
字

の
熟
語
を
学
ぶ
こ
と
で
、
自
分
の
中
に
あ
っ
た
も
や
も
や
し
た
感
情
や

思
考
に
形
を
与
え
た
り
、
さ
ら
に
は
複
雑
な
思
考
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
も
な
る
。
問
題
に
直
面
し
た
と
き
に
、
自
分
の
中
に
シ
ン
プ

ル
な
語
彙
し
か
な
い
と
事
態
を
単
純
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
大
学
卒
業
後
の
十
年
間
、
公
立
高
校
と
私
立
高
校
で
国
語
科
の
教
諭

と
し
て
勤
め
た
。
勤
務
校
の
中
に
は
、
始
業
の
挨
拶
も
で
き
な
い
い
わ

ゆ
る
教
育
困
難
校
も
あ
っ
た
。
授
業
は
私
語
の
嵐
の
中
で
は
じ
ま
る
。

が
、
こ
う
い
う
状
況
を
「
こ
の
ク
ラ
ス
は
う
る
さ
い
」
と
単
純
化
し
た

と
た
ん
に
解
決
は
不
可
能
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
状
況
を
単
純
化
し
て
し
ま
う
と
、

安
易
な
解
決
策
に
飛
び
つ
い
て
、
事
態
を
よ
り
悪
化
さ
せ
た
り
、
あ
る
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そ
し
て
、
自
分
が
周
囲
か
ら
孤
立
し
た
と
き
は
「
四
面
楚
歌
」
と
い

う
四
字
熟
語
を
思
い
出
し
、
自
身
を
項
羽
に
な
ぞ
ら
え
、
劉
邦
と
の
戦

い
や
虞
美
人
と
の
恋
な
ど
も
思
い
出
し
な
が
ら
「
力
、
山
を
抜
き
」
な

ど
と
口
ず
さ
め
ば
、
孤
立
無
援
も
な
ん
と
な
く
詩
的
に
な
る
。
立
ち
直

れ
な
い
ほ
ど
の
失
敗
を
体
験
し
た
と
き
も
呉
王
夫
差
や
越
王
句
践
の
故

事
を
思
い
出
し
、「
臥
薪
嘗
胆
」
で
「
よ
し
、
今
日
か
ら
一
年
間
は
甘

い
も
の
と
酒
を
控
え
て
床ゆ
か

に
寝
る
ぞ
」
な
ん
て
や
っ
て
み
る
。

　
自
分
の
人
生
が
、
漢
文
の
世
界
と
重
な
る
の
だ
。
そ
れ
を
「
厨
二

病
」
と
言
わ
ば
言
え
。
人
生
、
豊
か
に
な
っ
た
方
が
勝
ち
で
あ
る
。

　
四
字
熟
語
の
す
ご
さ
は
、
何
と
い
っ
て
も
そ
の
圧
縮
力
に
あ
る
。
圧

縮
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
コ
ン
パ
ク
ト
に
な
り
、
自
在
に
、

そ
し
て
気
楽
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
「
消
費

税
を
上
げ
た
い
。
で
も
、
文
句
を
い
う
人
も
多
そ
う
だ
か
ら
期
間
限
定

で
お
ま
け
を
つ
け
ま
す
」
な
ん
て
言
わ
れ
た
ら
、「
あ
あ
、
こ
れ
は

《
朝
三
暮
四
》
だ
な
」
と
思
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
四
字
熟
語
が
可
能
な
の
は
、
漢
字
と
い
う
表
意
を
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

に
置
く
文
字
を
使
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
一
文
字
、
一
文
字
が
意
味
を
も

つ
漢
字
は
、
文
字
ひ
と
つ
の
中
に
甲
骨
文
字
以
来
の
深
い
記
憶
を
封
じ

込
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
河
」
は
、
た
だ
の
川
で
は
な
く
、
滔
滔
と

流
れ
る
黄
河
で
あ
り
、
そ
の
流
域
で
生
ま
れ
た
黄
河
文
明
で
あ
り
、
そ

し
て
禹
王
の
治
水
の
物
語
や
、
黄
河
流
域
を
巡
る
古
代
の
ス
ト
ー
リ
ー

が
圧
縮
さ
れ
た
文
字
で
あ
る
。
漢
字
自
体
が
、
読
者
に
よ
る
解
凍
を
待

つ
圧
縮
さ
れ
た
文
字
な
の
だ
。

　
ま
た
、
漢
字
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は
、
漢
字
そ
の
も
の
が
組
み
合
わ
せ

に
よ
っ
て
無
限
の
可
能
性
を
も
つ
こ
と
だ
。
い
く
つ
か
の
要
素
と
し
て

の
部
首
や
部
品
を
覚
え
て
し
ま
え
ば
、
ど
ん
な
に
難
し
く
み
え
る
漢
字

で
も
そ
の
組
み
合
わ
せ
で
大
抵
は
こ
と
足
り
る
。
こ
れ
は
「
難
し
い
文

字
」
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
シ
ュ
メ
ー
ル
語
を

記
述
し
た
楔
形
文
字
も
漢
字
と
同
じ
六
書
（
造
字
の
原
理
）
を
も
つ
。

教
員
だ
っ
た
と
き
に
は
楔
形
文
字
も
紹
介
し
な
が
ら
六
書
を
教
え
、
そ

し
て
難
し
く
み
え
る
漢
字
の
解
剖
な
ど
も
し
な
が
ら
、
新
た
な
漢
字
を

覚
え
た
。

　
新
し
い
漢
字
を
覚
え
る
こ
と
も
、
新
し
い
思
考
、
新
し
い
感
情
を
手

に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
組
み
合
わ
せ
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を

容
易
に
し
て
い
る
漢
字
は
、
世
界
最
強
の
文
字
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

　
現
代
は
情
報
過
多
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た

現
代
人
は
、
脳
、
特
に
記
憶
の
大
部
分
をW

ikipedia

な
ど
の
ネ
ッ

ト
上
の
百
科
事
典
に
頼
る
こ
と
で
記
憶
の
負
担
を
軽
く
し
、
限
り
あ
る

脳
の
空
き
容
量
を
増
や
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
進
む

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
空
い
た
脳
に
よ
る
新
た
な
精
神

活
動
も
生
ま
れ
る
は
ず
だ
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
時
に
圧
縮
し
た
漢
字
、

熟
語
の
寄
与
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
、
漢
字
・
漢
文

は
よ
り
有
用
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
数
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
漢

文
の
先
生
が
、
ま
さ
に
貴
重
な
存
在
と
な
る
。
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（
元
千
葉
大
学
教
授
）

　
「
訓
」
は
漢
字
の
意
味
を
日
本
語
で
表
し
た
よ
み
で
あ
る
。

　

漢
籍
や
仏
典
を
読
解
す
る
歴
史
の
中
で
、
複
数
の
意
味
に
対
応
す
る

多
様
な
訓
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
、
漢
字
を
用
い
て
日
本
語
を

書
き
表
す
際
に
は
、
通
常
対
応
関
係
が
強
く
主
要
な
少
数
の
訓
に
し
ぼ

ら
れ
、
固
定
し
て
い
く
。
い
わ
ゆ
る
「
定
訓
」
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
、
訓
と
い
え
ば
、「
常
用
漢
字
表
」
の
音
訓
欄
の

訓
が
思
い
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
一
般
の
社
会
生
活
に
お
け
る
漢
字
使
用
の

「
目
安
」
と
し
て
整
理
さ
れ
た
、
い
わ
ば
現
代
の
「
定
訓
」
で
あ
る
。

も
と
よ
り
す
べ
て
の
意
味
を
お
お
っ
て
は
い
な
い
の
で
、
意
味
上
の
ず4

れ4

が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
影
」
と
「
情
」
の
二
字
を
例
に
、
意
味
と
定
訓
の
間

に
見
ら
れ
る
隔
た
り
の
一
端
を
詩
文
を
も
と
に
考
え
て
み
た
い
。

　

李
白
の
詩
の
中
か
ら
、「
影
」
を
含
む
三
首
の
一
節
を
挙
げ
る
。

ａ　

挙
レ
杯
邀
二
明
月
一　
　

杯
さ
か
ず
きを
挙
げ
て　

名
月
を
邀む
か

へ

　
　

対
レ
影
成
二
三
人
一　
　

影
に
対
し
て　

三
人
と
な
る�

（
月
下
独
酌
）

　

五
言
古
詩
の
三
・
四
句
。
一
人
で
酒
を
酌
む
。
杯
を
挙
げ
て
名
月
を

招
き
寄
せ
、
自
分
の
影
と
向
き
合
い
三
人
と
な
っ
た
。

ｂ　

孤
帆
遠
影
碧
空
尽　
　

孤こ

帆は
ん

の
遠
影　

碧へ
き

空く
う

に
尽
き

　
　

惟
見
長
江
天
際
流　
　

惟た
だ

見
る　

長
江
の
天
際
に
流
る
る
を

�

（
黄
鶴
楼
送
三
孟
浩
然
之
二
広
陵
一
）

　

七
言
絶
句
の
三
・
四
句
。
一
そ
う
の
舟
の
遠
い
帆
か
げ
は
青
空
に
消

え
た
。
た
だ
長
江
の
天
際
に
流
れ
る
の
を
見
る
ば
か
り
。

ｃ　

峨
眉
山
月
半
輪
秋　
　
　

峨が

眉び

山
月　

半
輪
の
秋

　
　

影
入
二
平
羌
江
水
一
流　
　

影
は
平へ
い

羌き
よ
う

　

江
水
に
入
り
て
流
る

�

（
峨
眉
山
月
歌
）

　

七
言
絶
句
の
一
・
二
句
。
峨
眉
山
の
上
に
秋
の
半
月
が
か
か
る
。
そ

の
月
か
げ
は
麓
の
平
羌
江
の
川か
わ

面も

に
差
し
入
り
流
れ
る
。

　

訓
読
は
原
文
の
語
を
最
大
に
生
か
し
、
し
か
も
簡
潔
に
翻
訳
し
た
日

本
語
表
現
で
あ
る
。
特
に
ｃ
の
詩
は
張
り
の
あ
る
調
べ
の
中
に
ア
段
音

の
響
き
が
快
く
美
し
い
。

　

さ
て
、
本
題
の
「
影
」
で
あ
る
。
ａ
詩
の
そ
れ
は
、
現
在
普
通
に
い
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と
あ
る
。
つ
ま
り
、
荀
子
は
「
性
（
生
ま
れ
な
が
ら
の
心
の
本
体
）
の

好
悪
喜
怒
哀
楽
」
を
「
情
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
続
け
て
後
文
で
、

そ
れ
は
「
自
然
に
発
露
す
る
も
の
」
と
し
て
い
る
。

　

日
本
で
は
ど
う
か
。
古
く
『
万
葉
集
』（
七
五
九
）
に
は
、「
情
」
の

字
が
約
一
三
〇
首
の
歌
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
（「
な
さ
け
」
で
は

な
く
）、
通
常
「
こ
こ
ろ
」
と
訓
ま
れ
る
。
二
首
示
す
と
、

　
　

近お
う

江み

の
海
夕
波
千
鳥
汝な

が
鳴
け
ば
情こ
こ
ろも

し
の
に
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ

（
３
・
二六六）

　
　

�

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
上
が
り
情
こ
こ
ろ

悲
し
も
独ひ
と

り
し
思

へ
ば
（
19
・
四二九二）�

＊「
情
」は
原
歌
の
表
記
の
ま
ま
。

　

平
安
末
期
の
古
辞
書
は
、「
情
」
に
「
ナ
サ
ケ
」
と
と
も
に
「
コ
コ

ロ
」
の
訓
も
載
せ
て
い
る
。
実
は
「
心
」
に
も
両
様
の
訓
が
見
ら
れ
る
。

後
に
、
二
字
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
訓
を
振
り
分
け
た
感
が
あ
る
。

　

以
下
、
夏
目
漱
石
の
『
草
枕
』（
一
九
〇
六
）
の
冒
頭
を
挙
げ
る
に

と
ど
め
る
。
主
人
公
の
画
工
は
山
路
を
登
り
な
が
ら
考
え
る
。

　
　

智ち

に
働
け
ば
角か
ど

が
立
つ
。
情じ
よ
うに

棹さ
お

さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。

　
　

意
地
を
通
せ
ば
窮
屈
だ
。
兎と

角か
く

に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
。

　

考
え
を
今
様
体
に
つ
づ
め
、「
非
人
情
」
の
世
界
を
描
く
作
品
の
発

端
と
し
た
。
こ
の
翌
年
、
漱
石
は
講
演
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」
の
中

で
、「
精
神
作
用
を
智
、
情
、
意
の
三
に
区
別
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い

る
。「
情
」
の
本
質
を
感
情
面
の
「
心
の
う
ご
き
・
は
た
ら
き
」
と
、

と
ら
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

う
定
訓
の
「
か
げ
」
を
さ
す
。
と
こ
ろ
が
、
ｂ
詩
の
「
遠
影
」
は
「
遠

い
帆
か
げ
」
の
和
語
で
通
じ
る
が
、「
影
」
の
実
際
は
「
す
が
た
」
を

表
す
。
複
合
語
の
「
人
か
げ
」「
後
ろ
か
げ
」
の
「
か
げ
」
で
あ
る
。

ｃ
詩
の
半
輪
の
「
影
」
は
月
の
「
す
が
た
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
水み
な

面も

に
映
っ
て
光
る
。
こ
の
「
影
」
を
「（
月
の
）
光
」
と
訳
す
注
釈
書
も

多
い
。
先
に
「
月
か
げ
」
と
し
た
が
、「
星
か
げ
」「
火ほ

か
げ
」「
夕
か

げ
」
な
ど
の
「
か
げ
」
に
同
じ
で
あ
る
。

　

李
白
は
漢
字
「
影
」
を
三
つ
の
意
味
に
用
い
た
。
そ
の
中
の
「
す
が

た
」
と
「
ひ
か
り
」
の
意
味
は
、
訓
「
か
げ
」
の
複
合
語
の
中
に
生
き

カ
バ
ー
さ
れ
る
。
し
か
し
、
単
独
の
「
か
げ
」
の
訓
は
、
現
在
で
は
普

通
そ
う
し
た
意
味
に
つ
な
が
ら
な
い
。

　
「
情
」
の
定
訓
は
「
な
さ
け
」
で
あ
る
。「
な
さ
け
深
い
」
や
「
な
さ

け
を
か
け
る
」「
な
さ
け
は
人
の
為
な
ら
ず
」（
中
世
に
生
ま
れ
た
も
の

ら
し
い
）
な
ど
の
句
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
熟
語
の

「
情
感
、
情
熱
、
心
情
、
感
情
、
表
情
」
な
ど
の
「
情
」
に
比
べ
一
面

的
で
あ
り
、
両
者
の
結
び
つ
き
は
弱
い
と
感
じ
ら
れ
る
。

　

漢
字
「
情
」
は
「
忄
（
心
）
＋
青
（
靑
）」
の
会
意
兼
形
声
字
で
あ

る
。「
青
」
は
「
ま
じ
り
け
の
な
い
あ
お
」
を
表
す
。
具
体
的
な
「
情
」

の
用
例
を
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
挙
げ
て
み
よ
う
。

　

中
国
、
戦
国
時
代
の
『
荀
子
』（
紀
元
前
三
世
紀
）
に
、

　
　

性
之
好
悪
喜
怒
哀
楽
謂
二
之
情
一。（
二
十
二
・
正
名
）
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法
律
の
こ
と
ば
は
難
し
い
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
。
と
こ
ろ
が
、
漢

文
の
素
養
が
あ
る
と
法
律
の
こ
と
ば
は
か
な
り
わ
か
り
や
す
く
な
り
ま

す
。
刑
法
の
条
文
を
例
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

訓
読
文
の
よ
う
な
法
律
条
文

　

法
律
の
漢
文
的
特
徴
と
し
て
四
字
熟
語
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
刑
法
１
０
５
条
の
２
に
四
字
熟
語
の
「
強
談
威
迫
」
が
あ
り
ま
す
。

（
以
下
引
用
部
傍
線
は
全
て
筆
者
）

　
　

�

自
己
若
し
く
は
他
人
の
刑
事
事
件
の
捜
査
若
し
く
は
審
判
に
必
要

な
知
識
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
そ
の
親
族
に
対
し
、
当

該
事
件
に
関
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
面
会
を
強
請
し
、

又
は
強
談
威
迫
の
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は

三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。　
（
刑
法
１
０
５
条
の
２
）

刑
法
１
０
５
条
の
２
は
、
証
人
威
迫
罪
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
暴
力
団

の
お
礼
参
り
な
ど
を
禁
止
す
る
こ
と
が
趣
旨
で
す
。
相
手
を
従
わ
せ
よ

う
と
強
引
に
強
い
調
子
で
談
判
し
脅
す
、「
強
談
威
迫
」
を
す
る
と
、

二
年
以
下
の
懲
役
か
三
〇
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
条
文
に
は
、
漢
文
の
訓
読
に
由
来
す
る
選
択
を
表
す
接
続
語
の

「
若
し
く
は
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
選
択
の
接
続
語
に

「
若
し
く
は
」
を
使
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
条
文
の
な
か
で
「
自
己
」

や
「
他
人
」
な
ど
の
構
文
上
の
小
さ
な
要
素
ど
う
し
の
選
択
に
は
「
若

し
く
は
」、「
強
請
し
」
や
「
強
談
威
迫
の
行
為
を
し
」
の
よ
う
な
よ
り

大
き
な
要
素
ど
う
し
の
選
択
に
は
「
又
は
」
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
刑
法
の
２
３
４
条
の
２
の
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　

�

人
の
業
務
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
若
し
く
は
そ
の
用
に
供
す
る

電
磁
的
記
録
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
人
の
業
務
に
使
用
す
る
電
子

計
算
機
に
虚
偽
の
情
報
若
し
く
は
不
正
な
指
令
を
与
え
、
又
は
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
、
電
子
計
算
機
に
使
用
目
的
に
沿
う
動
作
を

さ
せ
ず
、
又
は
使
用
目
的
に
反
す
る
動
作
を
さ
せ
て
、
人
の
業
務

●
特
集
＝
漢
字
・
漢
語
に
親
し
む

法
律
の
フ
シ
ギ
な
こ
と
ば�

大お
お

河か
わ

原ら

眞ま

美み

（
高
崎
経
済
大
学
教
授
）
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に
改
正
し
口
語
化
さ
れ
る
ま
で
文
語
体
の
カ
タ
カ
ナ
の
条
文
で
し
た
。

改
正
前
の
刑
法
百
五
条
ノ
二
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　
　

�

自
己
若
ク
ハ
他
人
ノ
刑
事
被
告
事
件
ノ
捜
査
若
ク
ハ
審
判
ニ
必
要

ナ
ル
知
識
ヲ
有
ス
ト
認
メ
ラ
ル
ル
者
又
ハ
其
親
族
ニ
対
シ
当
該
事

件
ニ
関
シ
故
ナ
ク
面
会
ヲ
強
請
シ
又
ハ
強
談
威
迫
ノ
行
為
ヲ
為
シ

タ
ル
者
ハ
一
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
ニ
十
万
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処
ス

（
刑
法
百
五
条
ノ
二
）

　

戦
後
の
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
の
憲
法
改
正
草
案
か
ら
平
仮

名
・
口
語
体
が
用
い
ら
れ
、
こ
れ
以
降
立
案
さ
れ
る
法
令
は
す
べ
て
平

仮
名
・
口
語
体
で
書
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
憲
法
は
施
行
時
の

一
九
四
七
年
か
ら
口
語
体
で
す
。
し
か
し
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
制

定
さ
れ
た
法
律
は
、
刑
法
に
限
ら
ず
、
民
法
も
商
法
も
文
語
体
の
ま
ま

で
し
た
。
刑
法
は
平
成
七
年
、
民
法
は
平
成
一
六
（
二
〇
〇
四
）
年
、

商
法
は
平
成
三
〇
（
二
〇
一
八
）
年
五
月
に
改
正
が
公
布
さ
れ
、
一
年

以
内
に
施
行
さ
れ
、
こ
れ
で
基
本
六
法
は
す
べ
て
口
語
体
に
な
り
ま
す
。

　

確
か
に
法
律
は
口
語
体
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
刑
法

を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
カ
タ
カ
ナ
を
平
仮
名
に
変
え
る
、
濁
点
や
句

読
点
を
つ
け
る
な
ど
の
作
業
の
み
で
、
難
解
な
四
字
熟
語
は
そ
の
ま
ま

で
、
漢
文
訓
読
体
の
影
響
は
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
法
律

の
文
章
は
、
漢
文
の
素
養
が
な
い
と
わ
か
り
に
く
い
フ
シ
ギ
な
文
章
で

す
。
漢
文
は
古
典
だ
け
で
な
く
法
律
の
世
界
の
こ
と
ば
で
も
あ
り
ま
す
。

を
妨
害
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。　
（
刑
法
２
３
４
条
の
２
①
）

　

こ
こ
で
も
、
小
さ
い
要
素
ど
う
し
の
選
択
の
「
若
し
く
は
」
と
大
き

な
要
素
ど
う
し
の
選
択
の
「
又
は
」
が
使
わ
れ
、
一
文
一
五
五
語
か
ら

な
る
長
文
の
理
解
を
助
け
て
い
ま
す
。
こ
の
条
文
に
は
、「
電
子
計
算

機
」
や
「
電
磁
的
記
録
」
な
ど
の
聞
き
な
れ
な
い
漢
語
が
あ
り
ま
す
。

「
電
子
計
算
機
」
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
、「
電
磁
的
記
録
」
は
フ
ロ
ッ

ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
（
Ｆ
Ｄ
）、
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
（
Ｃ
Ｄ
）、
ミ
ニ

デ
ィ
ス
ク
（
Ｍ
Ｄ
）
な
ど
の
光
デ
ィ
ス
ク
で
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
な

ど
の
外
来
語
を
避
け
て
、
新
し
く
漢
語
を
作
っ
て
対
応
し
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
デ
ー
タ
ー
を
示
す
こ
と
ば
に
資
料
や
知
識
全
般
を
表
す
「
情

報
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
外
来
語
ア
レ
ル
ギ
ー
の
よ
う
で
す
。
条
文
の

趣
旨
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
光
デ
ィ
ス
ク
の
破
壊
に
よ
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
業
務
妨
害
の
禁
止
で
す
。
日
常
語
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
な
ど
の
外
来
語
し
か
使
わ
な
い
の
で
、
法
典
の
た
め
に
編
み
出
さ

れ
た
こ
れ
ら
の
漢
語
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
人
も
少
な

く
な
い
で
し
ょ
う
。

漢
語
・
漢
文
志
向
の
ル
ー
ツ

　

刑
法
だ
け
が
漢
語
・
漢
文
志
向
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第

二
次
世
界
大
戦
前
の
文
章
は
す
べ
て
漢
文
調
で
し
た
。
明
治
四
〇

（
一
九
〇
七
）
年
に
制
定
さ
れ
た
刑
法
も
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
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二
〇
一
〇
年
に
改
定
さ
れ
た
常
用
漢
字
表
に
は
「
腫
瘍
」「
咽
喉
」

「
梗
塞
」「
脊
椎
」「
腎
」「
腺
」
な
ど
医
学
用
語
に
使
用
さ
れ
る
漢
字
が

数
多
く
追
加
さ
れ
た
。
教
育
で
医
学
用
語
の
意
味
用
法
ま
で
取
り
上
げ

る
必
要
が
あ
る
か
は
さ
て
お
き
、
目
に
触
れ
る
機
会
は
増
え
る
と
思
わ

れ
る
。

　

医
学
の
世
界
で
使
わ
れ
る
医
学
用
語
に
は
「
神
経
」
や
「
盲
腸
」
の

よ
う
な
一
般
に
な
じ
み
の
あ
る
も
の
か
ら
、
専
門
家
の
間
で
し
か
使
わ

な
い
複
雑
な
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。「
筋
萎
縮
性
側
索

硬
化
症
（
Ａ
Ｌ
Ｓ
）」
の
よ
う
な
複
雑
な
用
語
も
、「
筋
／
萎
縮
／
性
／

側
索
／
硬
化
／
症
」
の
よ
う
に
、
実
は
一
～
二
字
の
漢
語
（
語
基
）
を

組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
裏
を
返
せ
ば
漢
語
の
語
基
の
組
み
合
わ

せ
次
第
で
か
な
り
複
雑
な
も
の
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
漢
語
語
基
は

和
語
語
基
に
比
べ
て
合
成
し
て
用
語
を
作
り
や
す
い
、
す
な
わ
ち
造
語

能
力
が
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
と
な
る
語
基
に
は
、

漢
方
医
学
で
用
い
ら
れ
る
語
は
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代

に
か
け
て
蘭
学
者
や
医
師
た
ち
が
西
洋
医
学
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
き

ⅰ

た
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

　

西
洋
医
学
は
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
に
よ
る
伝
来
、
次
い
で
江
戸
時
代

に
長
崎
に
来
た
オ
ラ
ン
ダ
人
や
招
来
さ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
医
学
書
か
ら
学

ぶ
形
で
伝
わ
っ
た
。
特
に
オ
ラ
ン
ダ
と
の
交
易
は
主
に
長
崎
を
通
し
て

行
っ
て
い
た
た
め
、
長
崎
に
は
オ
ラ
ン
ダ
語
に
長
け
て
い
る
長
崎
通
詞

（
通
訳
）
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
い
た
。
例
え
ば
本も
と

木き

良り
ょ
う

意い

と
い
う
通
詞

は
『
解
体
新
書
』
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
百
年
近
く
前
に
既
に
解
剖
図

譜
の
翻
訳
を
行
っ
て
い
た
。『
和お
ら

蘭ん
だ

全ぜ
ん

軀く

内な
い

外が
い

分ぶ
ん

合ご
う

図ず

』
と
い
う
本
に

は
「
指
十
二
幅
腸
」「
盲
目
腸
」
な
ど
の
訳
語
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

は
現
在
の
「
十
二
指
腸
」「
盲
腸
」
と
い
っ
た
用
語
に
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
。
江
戸
時
代
初
期
に
は
ほ
か
に
も
医
学
用
語
集
が
作
ら
れ
て
お

り
、
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
が
日
本
語
に
影
響
を
与
え
た
最
初
期
の

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

蘭
学
者
た
ち
は
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
に
苦
心
し
た
。

解
剖
学
書
を
翻
訳
し
た
こ
と
で
名
高
い
『
解
体
新
書
』
で
は
、
翻
訳
の

ⅱ

●
特
集
＝
漢
字
・
漢
語
に
親
し
む

江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
医
学
用
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

西に
し

嶋じ
ま

佑ゆ
う

太た

郎ろ
う

（
京
都
大
学
医
学
部
附
属
病
院
精
神
科
神
経
科
）
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組
み
合
わ
せ
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
共
通
し
て
い
た
。

　

漢
字
（
国
字
）
を
作
っ
て
定
着
し
た
医
学
用
語
の
例
と
し
て
宇う

田だ

川が
わ

榛し
ん

斎さ
い

に
よ
る
「
腺
」「
膵
」
が
あ
る
。
宇
田
川
榛
斎
は
稲
村
三
伯
と
と

も
に
『
波
留
麻
和
解
』
編
纂
に
も
従
事
し
た
蘭
学
者
・
医
師
で
あ
り
、

『
西せ
い

説せ
つ

医い

範は
ん

提て
い

綱こ
う

釈し
ゃ
く

義ぎ

』
と
い
う
本
の
中
で
、『
解
体
新
書
』
で
は

「
キ
リ
ー
ル
」「
大
キ
リ
ー
ル
」
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
「
腺
」「
膵
」

と
い
う
字
を
自
ら
作
っ
て
表
現
し
た
。
こ
れ
ら
は
宇
田
川
榛
斎
が
用
い

始
め
た
も
の
だ
っ
た
が
、
著
作
が
広
ま
る
に
つ
れ
て
医
学
分
野
全
体
に

浸
透
す
る
よ
う
に
な
り
、
医
学
以
外
の
世
間
一
般
や
、
は
て
は
中
国
や

韓
国
に
も
伝
わ
り
使
用
さ
れ
た
。
最
近
で
は
『
君
の
膵
臓
を
食
べ
た
い
』

と
い
う
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
も
使
用
さ
れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。

　

明
治
時
代
以
降
に
は
、
大
学
で
医
学
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
り
専
門

学
会
が
用
語
の
整
理
に
着
手
し
た
り
し
た
こ
と
で
、
医
学
用
語
が
さ
ら

に
淘
汰
、
整
理
さ
れ
、
難
し
い
漢
字
を
用
い
た
用
語
は
簡
単
な
漢
字
に

置
き
換
え
ら
れ
た
。
医
学
は
常
に
最
新
を
追
い
求
め
、
そ
れ
に
従
っ
て

用
語
も
生
ま
れ
変
化
し
て
い
く
が
、
調
べ
て
み
る
と
実
は
江
戸
時
代
こ

ろ
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
も
数
多
く
残
っ
て
い
る
。

ⅲ

方
法
を
大
き
く
三
つ
に
分
け
た
。『
解
体
新
書
』
で
つ
か
わ
れ
た
言
葉

で
い
う
と
、
①
「
翻
訳
」、
②
「
義
訳
」、
③
「
直
訳
」
の
三
つ
で
あ
る
。

① 

「
翻
訳
」
は
オ
ラ
ン
ダ
語
に
対
応
す
る
漢
語
を
当
て
は
め
る
こ
と
を

指
し
、「
骨
」
を
例
に
挙
げ
る
。

② 

「
義
訳
」
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
意
味
を
考
え
て
漢
語
を
当
て
、
時
に
創

出
す
る
こ
と
を
指
し
「
神
経
」
や
「
軟
骨
」
が
そ
れ
に
当
た
る
。

③ 

「
直
訳
」
は
「
キ
リ
ー
ル
」（
後
の
「
腺
」）
の
よ
う
に
該
当
す
る
言

葉
が
な
く
音
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
も
の
を
指
し
た
。

こ
の
う
ち
蘭
学
者
が
最
も
重
視
し
か
つ
苦
心
し
た
の
が
②
の
「
義
訳
」

で
あ
り
、
こ
こ
で
漢
字
一
～
二
字
程
度
に
表
現
し
た
成
果
が
現
代
の
医

学
用
語
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
③
の
「
直
訳
」
の
用
語
も
後
に
別
の

訳
書
な
ど
で
漢
語
が
当
て
ら
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
く
も
の
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
代
の
用
語
は
蘭
学
者
が
考
案
し
た
用
語
が
乱
立
し
、
そ
の
な

か
で
淘
汰
さ
れ
残
っ
た
も
の
が
現
代
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
淘
汰
さ
れ
て

し
ま
っ
た
用
語
の
例
と
し
て
稲い
な

村む
ら

三さ
ん

伯ぱ
く

（
海う
な

上が
み

随ず
い

鷗お
う

）
の
訳
語
が
あ
る
。

稲
村
三
伯
は
『
波は

留る

麻ま

和わ

解げ

』
と
い
う
最
初
の
蘭
日
辞
典
編
纂
に
従
事

し
た
蘭
学
者
で
、
後
に
海
上
随
鴎
と
名
を
改
め
て
医
学
書
を
翻
訳
し
た
。

そ
の
際
に
独
自
の
文
字
を
千
字
ほ
ど
も
作
っ
て
使
っ
て
い
た
。
③
「
直

訳
」
の
部
分
も
新
作
漢
字
に
落
と
し
込
も
う
と
す
る
意
欲
は
あ
っ
た
が

難
解
で
あ
り
、
ま
た
著
作
も
多
く
広
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
用
語
と
し
て

定
着
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
蘭
学
者
・
医
師
が
そ
れ
ぞ

れ
考
案
し
た
訳
語
を
使
用
し
て
い
た
が
、
ど
の
訳
語
も
漢
字
や
漢
語
の

参
考
文
献

ⅰ
高
野
繁
男
「
医
学
用
語
に
お
け
る
語
基
と
基
本
漢
字
」
人
文
学
研
究
所
報
十
七

ⅱ
杉
本
つ
と
む
『
解
体
新
書
の
時
代
』

ⅲ
笹
原
宏
之
『
国
字
の
位
相
と
展
開
』
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音
読
み
と
訓
読
み

　

日
本
人
の
漢
字
力
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。

　

筆
者
の
所
属
校
の
学
生
諸
君
も
例
外
で
は
な
く
、
特
に
一
、二
年
生

の
段
階
で
は
、
や
た
ら
ひ
ら
が
な
の
多
い
文
章
を
提
出
し
て
く
れ
る
。

彼
ら
の
書
く
誤
字
、
あ
る
い
は
書
く
べ
き
漢
字
の
ひ
ら
が
な
書
き
を
見

て
い
る
と
、
漢
字
一
字
一
字
が
持
つ
「
意
味
」
を
理
解
し
て
い
な
い
こ

と
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
漢
字
は
表
意
文
字
で
あ
る
か

ら
、
す
べ
て
の
漢
字
が
意
味
を
持
つ
。
そ
の
意
味
を
表
し
て
い
る
の
が

「
訓
読
み
」
な
の
だ
が
、
学
生
諸
君
は
熟
語
の
学
習
に
は
熱
心
で
も
、

改
め
て
「
訓
」
を
確
認
し
よ
う
と
は
し
な
い
。「
訓
読
み
」
な
ん
か
は

小
学
校
で
や
っ
た
か
ら
も
う
い
い
、
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

実
は
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
に
も
責
任
が
あ
る
。
一
般
的
に
高
校
現
場
で
使

用
す
る
漢
字
テ
キ
ス
ト
は
漢
字
検
定
に
対
応
し
た
も
の
だ
が
、
出
題
の

ほ
と
ん
ど
は
熟
語
、
つ
ま
り
「
音
読
み
」
で
あ
る
。「
音
読
み
」
は
発

音
記
号
で
あ
っ
て
、
字
義
と
は
直
接
関
係
し
な
い
。
こ
れ
で
は
せ
っ
か

く
の
漢
字
学
習
も
、
な
か
な
か
定
着
し
な
い
だ
ろ
う
。

漢
字
の
表
意
性
と
造
語
力

　

漢
字
の
表
意
性
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
筆
者
は
例
え
ば
次
の
よ
う

な
問
い
を
発
し
て
い
る
。

　

１�

．
中
国
映
画
の
一
場
面
、
主
人
公
が
病
院
を
訪
れ
、
待
合
室
に
入

る
と
壁
に
大
き
く
「
粛
」
と
だ
け
書
い
て
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
意

味
か
。

　

２�

．
同
じ
く
中
国
映
画
、
主
人
公
の
運
転
す
る
バ
イ
ク
が
カ
ー
ブ
に

さ
し
か
か
る
と
「
漫
」
と
い
う
標
識
が
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
意
味

か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
少
し
漢
字
の
字
義
に
関
心
の
あ
る
学
生
な
ら
「
静
か
に

す
る
」「
ゆ
っ
く
り
走
る
」
と
簡
単
に
答
え
る
。

　

興
が
乗
れ
ば
も
う
一
押
し
。
次
は
熟
語
で
あ
る
。

●
特
集
＝
漢
字
・
漢
語
に
親
し
む

【
授
業
実
践
】
漢
語
を
身
近
に
感
じ
る
授
業　
─
─
創
作
熟
語
の
試
み�

杉す
ぎ

山や
ま　

明あ
き
ら

（
津
山
工
業
高
等
専
門
学
校
）
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３
．「
血
栓
性
静
脈
炎
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
病
気
か
。

　

こ
ん
な
単
語
を
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
学
生
が
い
る
は
ず
は
な
い
。
し

か
し
「
血
が
静
脈
に
詰
ま
っ
て
血
流
が
阻
害
さ
れ
る
病
気
」
で
は
な
い

か
と
想
像
さ
れ
る
。
初
め
て
聞
い
た
単
語
な
の
に
意
味
が
類
推
さ
れ
る

の
は
、
そ
の
熟
語
を
構
成
す
る
漢
字
一
字
一
字
が
意
味
を
持
つ
か
ら
だ
。

ち
な
み
に
「
血
栓
性
静
脈
炎
」
は
、
英
語
で
はthrom

bophlebitis

と
い
う
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
道
行
く
人
に
こ

の
単
語
の
意
味
を
尋
ね
て
も
、
答
え
ら
れ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

も
し
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
人
は
医
者
か
看
護
師
だ
ろ
う
。
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
は
そ
れ
自
体
に
意
味
は
な
く
、
字
面
か
ら
意
味
を
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
「
血
栓
性
静
脈
炎
」
と
い
う
単
語
は
、
漢
字
の
造
語
力
の
高
さ
を
も

証
明
し
て
い
る
。
日
本
の
医
学
者
は
「
血
栓
性
静
脈
炎
」
と
い
う
病
気

の
症
状
を
見
極
め
て
、
そ
れ
を
表
す
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
を
用

い
、「
血
栓
性
静
脈
炎
」
と
い
う
単
語
を
創
作
し
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ

う
ど
、
明
治
の
漢
学
者
がfreedom

を
意
味
す
る
単
語
と
し
て
「
自

由
」
を
、governm
ent

を
表
す
た
め
に
「
政
府
」
と
い
う
語
を
作
り

出
し
た
よ
う
に
…
…
。

創
作
漢
語
の
試
み

　

漢
字
は
一
字
一
字
が
意
味
を
持
ち
、
か
つ
造
語
力
が
高
い
の
だ
か
ら
、

現
代
人
た
る
我
々
が
、
新
し
い
漢
語
を
作
っ
た
っ
て
悪
く
は
な
い
。
幸

い
に
し
て
今
は
カ
タ
カ
ナ
語
が
溢
れ
て
い
る
。
試
み
に
「
身
の
回
り
の

カ
タ
カ
ナ
語
を
漢
字
で
表
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
授
業
を
行
っ
た
。

　

授
業
は
、
次
の
手
順
で
行
う
。

　
（
１
）�

大
和
こ
と
ば
や
漢
字
語
訳
の
で
き
て
い
な
い
、
ま
た
は
確
定

し
て
い
な
い
カ
タ
カ
ナ
語
七
，
八
単
語
を
提
示
し
、
十
分
ほ
ど
考

え
さ
せ
る
。

　
　

＊
漢
和
辞
典
は
引
い
て
も
構
わ
な
い
。

　
　

＊�

ス
ポ
ー
ツ
カ
ー�

→�

運
動
自
動
車
の
よ
う
な
直
訳
単
語
の
組
み

合
わ
せ
は
不
可
。

　
（
２
）�

全
部
が
で
き
な
く
て
も
良
い
か
ら
、
時
間
が
来
た
ら
提
出
ま

た
は
発
表
さ
せ
る
。

　

じ
っ
く
り
考
え
る
よ
り
も
、

直
感
的
な
も
の
の
方
が
良
い

も
の
が
多
い
よ
う
な
気
が
す

る
。

　

上
は
、
学
生
諸
君
に
よ
る

名
作
。
⑥
の
「
旋
進
羽
」
な

ど
は
秀
逸
で
、
思
わ
ず
唸
ら

さ
れ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
失
敗
作
も
あ
る
。

　

⑦
は
、
直
訳
に
過
ぎ
ず
熟

①
メ
ン
テ
ナ
ン
ス�

→�

保
守
管
理

②
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン�

→�

賢
能
電
話

③
ナ
ビ�

→�

索
地
機

④
ビ
タ
ミ
ン�

→�

生
命
素

⑤
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー�

→�

垂
上
機

⑥
ス
ク
リ
ュ
ー�

→�

旋
進
羽

⑦
サ
ン
グ
ラ
ス�

→�

太
陽
眼
鏡

⑧
ヘ
ア
ド
ラ
イ
ヤ
ー�

→�

髪
乾
機

⑨
ボ
ー
ル
ペ
ン�
→�

圓
珠
筆
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語
感
が
な
い
。「
太
陽
鏡
」
な
ら
ま
だ
し
も
…
…
。

　

⑧
は
、「
髪
」
を
「
乾
燥
さ
せ
る
」
か
ら
「
髪
乾
機
」
と
し
た
の
だ

が
、
造
語
法
が
間
違
っ
て
い
る
。
動
詞
―
目
的
語
と
す
べ
き
な
の
で

「
乾
髪
機
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
間
違
い
が
出
た
ら
漢

語
の
構
造
を
説
明
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
時
も
教
室
全
体
に
対

し
て
、
山
に
登
る
の
は
「
山
登
」
で
は
な
く
「
登
山
」、
構
造
は
英
語

と
同
じ
、
と
い
う
説
明
を
す
る
と
、
あ
ぁ
な
る
ほ
ど
、
と
い
う
雰
囲
気

が
流
れ
た
。

　

⑨
は
、
中
国
語
か
ら
の
拝
借
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
準
備
さ
せ

な
い
こ
と
が
必
要
。
故
に
創
作
漢
語
の
授
業
は
予
告
し
な
い
。
こ
の
解

答
を
出
し
た
学
生
は
母
親
が
中
国
人
だ
っ
た
。

　

参
考
ま
で
に
①
か
ら
⑥
の
語
の
中
国
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　

①
維
持
・
保
養　
　

②
知
能
電
話　
　

③
領
航
機

　
　

④
維
生
素　
　
　
　

⑤
直
升
飛
機　
　

⑥
螺
旋
槳

で
あ
る
。
基
礎
と
な
る
漢
字
力
の
差
も
当
然
な
が
ら
、
日
本
人
と
中
国

人
の
感
性
の
相
違
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

つ
い
で
に
読
者
の
皆
さ
ん
（
先
生
方
？
）
に
も
考
え
て
い
た
だ
こ
う
。

以
下
の
カ
タ
カ
ナ
語
を
漢
語
に
直
し
な
さ
い
。

　
　
ａ
．ロ
ケ
ッ
ト　
　
　
　

ｂ
．レ
ン
ズ　
　
　
ｃ
．ア
イ
ド
ル

　
　

ｄ
．シ
ャ
ー
プ
ペ
ン　
　
ｅ
．フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

漢
語
の
効
用

　

技
術
や
社
会
の
進
歩
に
従
い
、
多
く
の
新
語
が
生
ま
れ
、
あ
る

い
は
外
か
ら
入
っ
て
く
る
。
か
つ
て
は
外
来
語
で
あ
っ
て
も
、
こ

れ
を
漢
語
に
訳
し
て
い
た
が
、
今
は
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
語
と
し

て
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
時
代
の
流
れ
と
い
う
も
の
な
の
だ

ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
筆
者
に
は
理
解
し
難
い
こ
と
は
な
は
だ
し

い
。

　

例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
パ
ソ
コ
ン
の
説
明
書
で
あ
る
。

　

�

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
上
の
カ
ー
ソ
ル
を
マ
ウ
ス
で
ア
イ
コ
ン
に
合
わ

せ
て
ダ
ブ
ル
ク
リ
ッ
ク
す
る
。

こ
れ
で
理
解
で
き
る
初
心
者
が
い
る
と
は
思
え
な
い
。
試
し
に
こ

の
カ
タ
カ
ナ
部
分
を
漢
語
に
置
き
換
え
て
み
る
。
熟
し
た
漢
語
が

な
い
の
で
、
筆
者
が
適
当
に
造
語
す
る
。

　

画
面
上
の
矢
印
を
鼠
子
機
で
標
識
に
合
わ
せ
て
連
打
す
る
。

　

筆
者
の
所
属
校
は
工
業
高
専
で
あ
る
か
ら
、「
高
齢
者
に
使
い
や

す
い
パ
ソ
コ
ン
開
発
」
を
目
指
す
学
生
も
い
る
。
し
か
し
彼
ら
の

考
え
る
こ
と
は
せ
い
ぜ
い
ボ
タ
ン
を
押
す
回
数
が
二
、三
度
減
る
程

度
の
も
の
だ
。
そ
の
前
に
、
解
説
書
の
カ
タ
カ
ナ
語
を
漢
語
化
す

る
だ
け
で
、
ず
い
ぶ
ん
分
か
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
日
本
人
の
漢
字
力
も
向
上
す
る
に
違
い
な
い
。

　念のため、筆者案をお示しいたします。　　　ａ．噴進　ｂ．曲面鏡　ｃ．憧星　ｄ．尖鉛筆　ｅ．提運車　　
中国語も調べてみると面白いと思います。
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は
じ
め
に
～
授
業
の
ね
ら
い
～

　

本
校
は
南
富
良
野
町
立
で
あ
り
、
全
校
生
徒
六
十
四
名
の
小
規
模
校

で
あ
る
。
地
元
か
ら
の
入
学
生
が
中
心
で
あ
る
が
、
近
隣
の
市
町
村
の

中
学
校
か
ら
の
入
学
生
に
加
え
、
遠
隔
地
か
ら
入
学
す
る
生
徒
も
い
る
。

　

比
較
的
広
い
範
囲
の
、
環
境
の
異
な
る
地
域
か
ら
の
入
学
生
が
い
る

こ
と
も
あ
り
、
年
度
当
初
の
授
業
開
き
の
段
階
で
、
学
力
や
授
業
へ
の

取
り
組
み
方
の
差
な
ど
を
で
き
る
限
り
改
善
し
、
生
徒
の
目
を
授
業
へ

向
け
さ
せ
、
後
の
授
業
展
開
の
足
掛
か
り
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ゆ
え
に
、
生
徒
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
を
用
い
て
、
興
味
関
心
を
高
め
、

次
の
授
業
に
繋
げ
ら
れ
る
よ
う
工
夫
し
た
い
。

　

今
回
教
材
と
し
て
用
い
る
の
は
、
生
徒
自
身
の
名
前
で
あ
る
。
自
分

の
名
前
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
と
い
う
な
じ
み
の
深
い
教
材
を
用
い
て
、

漢
字
に
は
字
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
漢
字
へ
の
興
味
関
心

を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
単
元
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
。

実
践
　
漢
字
の
字
義
の
存
在
を
認
識
す
る
た
め
に

　
（
１
）
漢
字
の
秘
密
は
字
義
に
あ
り

　

自
分
の
名
前
の
各
漢
字
を
漢
和
辞
典
で
引
き
、
字
義
を
す
べ
て
書
き

出
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
漢
字
一
字
に
様
々
な
字
義
が
内
包
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
漢
字
は
単
な
る
記
号
で
は
な
く
字
義
に
大
き

な
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
活
動
を
通
し
て
認
識
で
き
る
。

そ
し
て
、
字
義
の
中
か
ら
、
図
一
の
よ
う
に
、
自
分
が
気
に
入
っ
た
も

の
を
一
つ
選
ん
で
、
線
を
引
く
。

　

ま
た
、
こ
の
授
業
内
で
、
漢
和
辞
典
の
引
き
方
に
つ
い
て
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
中
学
校
ま
で
の
使
用
頻
度
は
、
生
徒
に
よ
っ
て
差
が

あ
る
た
め
、
こ
の
段
階
で
使
用
の
仕
組
み
に
つ
い
て
確
認
を
さ
せ
、
そ

の
後
の
授
業
展
開
で
使
用
す
る
際
の
足
掛
か
り
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
名
に
仮
名
文
字
等
の
漢
字
以
外
の
文
字
を
用
い
て
い
る

生
徒
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
例
の
よ
う
に

対
応
す
る
。

●
特
集
＝
漢
字
・
漢
語
に
親
し
む

【
授
業
実
践
】
漢
字
の
秘
密
を
知
っ
て
、
便
利
に
活
用
し
よ
う�

池い
け

浦う
ら

恵え

里り

　
　
　
　
　
　

─
─
国
語
総
合
に
お
け
る
漢
和
辞
典
を
用
い
た
授
業
開
き�

（
北
海
道
南
富
良
野
高
等
学
校
）
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例
１
「
恵
里
」
と
い
う
漢
字
名
の
場
合
（
手
順
）

択
す
る
よ
う
指
示
す
る
。

　

・
万
葉
仮
名
に
変
換

　

・�

万
葉
仮
名
に
お
い
て
、
例
示
「
ま
ゆ
み
」
の
場
合
は
、「
末
由
美
」

と
変
換
で
き
る
。
こ
れ
を
、
ひ
ら
が
な
の
名
前
の
生
徒
の
変
換
パ

タ
ー
ン
と
し
て
全
員
に
提
示
す
る
。

図 2　万葉仮名による変換パターン例

　
（
２
）
名
前
の
秘
密
を
紹
介
し
よ
う

　

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
記
入
し
終
わ
っ
た
ら
、
書
い
た
内
容
を
発
表
す
る
。

発
表
の
際
に
は
、
生
徒
に
教
室
前
面
に
名
前
を
提
示
さ
せ
、
示
し
な
が

　

例
２
「
ま
ゆ
み
」
と
い
う
ひ
ら
が
な
名
の
場
合

　

・�「
ま
ゆ
み
」
の
音
を
持
つ
単
語
の
中
で
任
意
の
漢
字
を
選
択

　

・�

代
表
的
な
文
字
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
「
真
弓
」
な
い
し
は

「
真
由
美
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
提
示
し
、
生
徒
自
身
で
選 図 1　実際に用いたワークシートの記述例

○
あ
な
た
の
名
前
（
苗
字
は
飛
ば
し
ま
す
）
を
分ぶ

ん

析せ
き

し
て
み
よ
う
。

一
　�

漢
字
で
書
い
て
み
よ
う
（
③
ま
で
使
わ
な
い
人
は
空
欄
で
。
　
ひ
ら

が
な
の
人
は
、
先
生
に
相
談
）

①　

恵　

②　

里　

③　

二
　�

意
味
を
漢
和
辞
典
で
調
べ
よ
う
（
た
く
さ
ん
意
味
が
あ
る
か
ら
、
一

番
良
さ
そ
う
な
も
の
を
選
ぼ
う
）

①　

①　

と
ぼ
し
い
人
に
物
を
与
え
る
。
恩
を
施
し
て
か
わ
い
が
る
。

　
　

②　

か
し
こ
い
。
さ
と
い
。

　
　

①.

人
が
集
ま
っ
て
住
む
所
。
む
ら
ざ
と
。

②　

②.�

行
政
区
画
の
一
つ
。
大
宝
令
で
は
、
郡
内
の
小
区
画
。
人
家

五
十
戸
の
地
。

　
　

③.

み
ち
の
り
、
ま
た
、
み
ち
の
り
を
計
る
尺
貫
法
の
単
位
。

③　三
　
選
ん
だ
意
味
か
ら
お
気
に
入
り
を
一
つ
選
択
し
、
線
を
引
こ
う
。
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ら
説
明
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
と
、
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
。
本
実
践
で
は
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
記
入
時
間
の
う
ち
に
板
書
さ
せ
て
お
く
こ
と
と
し
た
。

　
（
３
）
事
前
準
備
・
留
意
事
項

　

指
導
者
は
、
生
徒
の
名
簿
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
、
生
徒
が
調
べ
た

際
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
し
ま
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い

な
い
か
ど
う
か
検
討
、
確
認
を
す
る
。
懸
念
さ
れ
る
漢
字
が
あ
っ
た
場

合
は
、
あ
ら
か
じ
め
検
証
、
解
決
策
を
考
え
て
お
く
。
生
徒
に
対
し
て

フ
ォ
ロ
ー
を
入
れ
る
際
に
も
、
指
導
す
る
側
が
生
徒
状
況
に
合
わ
せ
て
、

臨
機
応
変
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
授
業
の
冒
頭
で
特
に
生
徒
に
対
し
て
言
及
し
て
お
く
べ
き
な

の
は
、
命
名
者
が
そ
の
漢
字
を
用
い
た
意
図
や
、
名
前
の
由
来
に
関
し

て
取
り
扱
う
授
業
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
「
自

分
の
名
前
に
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
が
、
ど
の
よ
う
な
字
義
を
持
つ

か
」
と
い
う
観
点
で
取
り
組
ま
せ
た
い
。

　
（
４
）
実
践
後
の
生
徒
の
様
子
と
コ
メ
ン
ト

　

中
学
校
か
ら
の
継
続
し
た
交
友
関
係
が
あ
る
生
徒
同
士
に
つ
い
て
は
、

互
い
に
名
前
を
見
比
べ
、
普
段
の
性
格
等
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
評
価
を

し
合
う
姿
が
多
く
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
高
校
で
初
め
て
会
っ
た
生
徒
同

士
に
お
い
て
は
、
自
己
紹
介
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
様
子
が
見
ら
れ
た
。

　

授
業
の
ま
と
め
の
際
に
、
生
徒
に
コ
メ
ン
ト
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
左

の
よ
う
な
感
想
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

生
徒�

Ａ
：
漢
字
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
の
人
の
普
段
の
姿
が
意
外
と

被
っ
て
い
て
、
面
白
か
っ
た
。

　

生
徒�

Ｂ
：
自
分
の
名
前
の
漢
字
が
持
っ
て
い
る
意
味
が
わ
か
っ
て
、

「
へ
ぇ
」
っ
て
思
っ
た
。

　

生
徒�

Ｃ
：
苗
字
は
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
下
の
名
前
ま
で
は
あ
ま
り

わ
か
っ
て
な
か
っ
た
。
今
回
の
授
業
で
み
ん
な
の
名
前
ま
で
覚

え
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
と
め

　

今
回
は
、
年
度
当
初
と
い
う
状
況
も
あ
り
、
生
徒
は
真
摯
に
取
り
組

ん
で
い
た
。
特
に
、
授
業
終
了
後
の
休
み
時
間
に
も
、
生
徒
同
士
で
名

前
の
漢
字
に
つ
い
て
言
及
し
合
う
会
話
が
聞
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

自
分
の
名
前
を
教
材
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
漢
字
の
字
義
の
存
在
を

認
識
し
、
漢
字
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
こ
の
授
業
開
き
を
き
っ
か
け
と
し
て
生
徒
が
自
己
紹
介
を
し
、

互
い
の
名
前
に
つ
い
て
交
流
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

今
後
は
、
こ
の
授
業
開
き
で
得
た
学
び
を
、
そ
の
後
三
年
間
の
授
業

展
開
の
中
で
生
か
せ
る
よ
う
、
漢
文
や
漢
字
に
関
す
る
授
業
と
の
連
続

性
を
高
め
る
こ
と
を
課
題
と
し
、
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
い
き
た
い
。
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小中学校
漢文科
授業参観

　
現
在
、
小
中
学
校
の
国
語
教
科
書
を
扱
う
の
は

五
社
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
教
科
書
に

共
通
し
て
採
ら
れ
て
い
る
教
材
が
あ
り
ま
す
。
第

一
学
年
で
の
「
故
事
成
語
」、
第
二
学
年
と
第
三

学
年
で
の
「
論
語
」
や
「
漢
詩
」
で
す
。
指
導
時

間
数
も
限
ら
れ
た
中
で
こ
れ
ら
の
教
材
を
通
し
て

漢
文
に
興
味
を
抱
け
る
よ
う
に
子
ど
も
た
ち
を
導

き
、
義
務
教
育
修
了
後
も
漢
文
が
持
つ
豊
穣
な
世

界
に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
指
導
を
す
る
こ

と
こ
そ
が
、
中
学
校
段
階
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
現
行
の
教
科
書
で
は
、「
漢
文
」
に
対
す
る
定

義
の
仕
方
が
必
ず
し
も
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
ま

せ
ん
。
ま
ず
「
漢
文
と
は
何
か
」
を
き
ち
ん
と
押

さ
え
た
う
え
で
授
業
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
な
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
筆
者
は
「
中
国

の
古
典
文
の
形
式
で
書
か
れ
た
詩
文
」
と
い
う
言

い
方
で
生
徒
に
提
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、

作
者
の
国
籍
は
問
わ
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。

そ
れ
を
怠
る
と
、
高
校
に
入
っ
て
か
ら
学
習
す
る

「
日
本
漢
文
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な

興
味
関
心
を
引
き
出
す
た
め
の

中
学
校
の
漢
文
授
業

小
金
澤
　
豊

（
埼
玉
県
八
潮
市
立
大
原
中
学
校
）

い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
、
漢
文
学
習
そ
の
も
の

に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
か
ら
で
す
。

生
徒
に
漢
文
の
定
義
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
か
ら

漢
文
学
習
を
始
め
る
こ
と
が
、
導
入
時
に
ま
ず
押

さ
え
る
べ
き
点
で
す
。

　
漢
詩
の
授
業
を
例
に
話
し
ま
し
ょ
う
。
漢
文
に

興
味
を
持
た
せ
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
漢
詩
を

現
代
中
国
音
で
読
む
こ
と
は
お
勧
め
で
す
。
授
業

担
当
者
で
は
な
か
な
か
そ
こ
ま
で
は
、
と
い
う
場

合
に
は
、
音
声
教
材
も
比
較
的
容
易
に
入
手
が
可

能
で
し
ょ
う
。
中
国
語
の
発
音
か
ら
押
韻
に
も
容

易
に
理
解
が
進
み
ま
す
し
、
生
徒
の
顔
つ
き
が
が

ら
り
と
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
興
味
付
け
に
成
功
し
た
ら
漢
詩
に
つ
い
て
の
説

明
に
入
り
ま
す
。
行
数
と
文
字
数
か
ら
五
言
、
七

言
、
絶
句
や
律
詩
と
い
っ
た
名
称
に
触
れ
る
の
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
二
字
と
三
字
の
ま
と
ま
り
と

し
て
漢
字
を
認
識
さ
せ
な
が
ら
詩
全
体
の
意
味
を

つ
か
め
る
よ
う
に
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
高

校
の
新
学
習
指
導
要
領
「
古
典
探
究
」
で
は
漢
詩

の
創
作
も
入
っ
て
き
ま
す
。
同
指
導
要
領
の
解
説

に
は
、「
五
言
の
句
は
意
味
の
上
で
二
字
と
三
字

の
構
成
と
な
り
七
言
句
は
四
字
（
二
字
と
二
字
）

と
三
字
の
構
成
」
を
確
認
さ
せ
る
と
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
中
学
校
段
階
で
も
、
二
字
三
字
の
漢

字
の
ま
と
ま
り
に
気
づ
か
せ
な
が
ら
漢
詩
を
鑑
賞

す
る
指
導
す
る
こ
と
は
、
中
高
の
円
滑
な
接
続
を

図
る
上
か
ら
も
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
杜
甫
の
「
絶
句
」
に
は
色
彩
を
表
す
語
が
出
て

き
ま
す
。
漢
詩
そ
の
も
の
を
模
造
紙
に
書
き
大
き

く
提
示
し
、「
江
」「
碧
」
は
緑
色
、「
鳥
」「
白
」

を
白
色
、「
山
」「
青
」
は
青
色
、「
花
」「
然
」
を

赤
色
の
紙
の
上
に
そ
の
漢
字
を
書
き
ま
す
。
こ
う

す
る
こ
と
か
ら
生
徒
の
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
ま

す
。
黒
板
の
隣
に
は
中
国
全
土
の
掛
け
地
図
を
用

意
し
て
現
代
の
四
川
省
の
地
が
詩
の
舞
台
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
も
言
及
す
れ
ば
、
生
徒
の
想
像
力

が
よ
り
増
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
中
学
生
の
頭
か
ら
、
漢
文
は
難
し
い
も
の
だ
と

い
う
言
わ
れ
な
き
先
入
観
や
印
象
を
取
り
除
き
、

高
校
へ
の
興
味
付
け
や
発
展
学
習
の
入
り
口
と
な

る
よ
う
な
授
業
展
開
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と

考
え
ま
す
。
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漢
字
へ
の
興
味
を
広
げ
る

　『
大
漢
和
辞
典
デ
ジ
タ
ル
版
』

�

小
澤
　
隆

�
（
昭
和
学
院
秀
英
中
学
校
・
高
等
学
校
）

　
あ
の
『
大
漢
和
辞
典
』
が
、
つ
い
に
電
子
化
さ

れ
ま
し
た
。

　
電
子
辞
書
と
い
え
ば
、
書
籍
の
辞
書
と
比
べ
て

持
ち
運
び
が
容
易
で
、
検
索
が
速
い
点
が
特
徴
的

で
す
。
一
方
で
、
多
く
の
電
子
辞
書
は
、
検
索
対

象
の
項
目
の
み
を
表
示
し
、
そ
れ
以
外
の
内
容
を

表
示
し
ま
せ
ん
。
合
理
的
で
無
駄
が
な
い
と
言
え

ば
聞
こ
え
は
い
い
の
で
す
が
、
辞
書
か
ら
新
た
な

発
見
を
す
る
機
会
が
少
な
く
な
り
、
味
気
な
い
印

象
を
覚
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　『
大
漢
和
辞
典
デ
ジ
タ
ル
版
』
は
、
検
索
結
果

と
し
て
、
書
籍
版
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の
紙
面
が

そ
の
ま
ま
表
示
さ
れ
ま
す
。
検
索
対
象
の
項
目
だ

け
で
な
く
、
前
後
の
項
目
ま
で
も
が
表
示
さ
れ
る

わ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
電
子
辞
書
と
し
て
は
、
実

は
な
か
な
か
す
ご
い
こ
と
で
す
。

　
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
に
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
、
教

室
に
持
ち
込
ん
で
み
ま
す
。
近
頃
は
、
書
籍
の
辞

書
よ
り
も
電
子
辞
書
端
末
を
選
ぶ
生
徒
が
か
な
り

の
割
合
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
生
徒
た
ち
に
、

書
籍
の
漢
和
辞
典
に
も
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
た

い
、
あ
わ
せ
て
、
漢
字
の
豊
か
さ
を
垣
間
見
て
も

ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　「
デ
ジ
タ
ル
版
」
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
や
電
子
黒

板
に
映
像
を
出
力
し
ま
す
。
紙
面
を
そ
の
ま
ま
生

徒
に
見
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
内
容
じ
た
い

は
生
徒
に
と
っ
て
は
や
や
難
し
い
で
し
ょ
う
か

ら
、
こ
こ
で
は
内
容
に
は
深
入
り
せ
ず
、
紙
の
辞

書
を
引
く
雰
囲
気
が
伝
わ
れ
ば
十
分
と
い
う
こ
と

に
し
て
お
き
ま
す
。

　
こ
の
原
稿
の
執
筆
時
点
で
、『
奥
の
細
道
』
を

授
業
で
扱
っ
て
い
ま
す
。「
予
も
い
づ
れ
の
年
よ

り
か
…
…
」
と
あ
る
の
で
、「
予
」
を
引
く
こ
と

に
し
ま
す
。
検
索
す
る
と
す
ぐ
に
紙
面
が
表
示
さ

れ
ま
す
か
ら
、
内
容
を
確
認
し
た
ら
、
し
ば
ら
く

は
そ
の
ま
ま
投
影
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ほ
ど
な

く
し
て
、「
予
」
の
項
目
の
す
ぐ
近
所
の
、「予

」

や
「了

」
と
い
っ
た
謎
の
漢
字
の
存
在
に
気
づ
く

生
徒
が
現
れ
る
は
ず
で
す
。「
そ
ん
な
ヘ
ン
な
漢

字
が
あ
る
の
か
。
辞
書
を
引
い
た
ら
ほ
か
に
も
意

外
な
漢
字
が
見
つ
か
る
の
で
は
な
い
か
。」
そ
ん

な
疑
問
が
生
徒
の
間
に
生
ま
れ
れ
ば
し
め
た
も
の

で
す
。
可
能
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
生
徒
自
身
に
も

『
大
漢
和
辞
典
』
に
触
れ
さ
せ
る
場
を
作
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
辞
書
や
漢
字
へ
の
興
味
を
よ
り
深

め
る
き
っ
か
け
に
な
り
そ
う
で
す
。

　
こ
の
展
開
に
は
、
ど
の
項
目
を
見
せ
る
と
生
徒

の
興
味
を
引
き
そ
う
か
、
教
師
側
の
下
調
べ
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
収
録
さ
れ
て
い
る
親
字
を
参
照

す
る
際
に
は
、
総
画
数
索
引
で
一
画
ず
つ
増
や
し

て
検
索
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
検
索
結
果
を
親

字
の
み
の
表
示
に
切
り
替
え
れ
ば
、
一
覧
性
も
確

保
さ
れ
て
探
し
や
す
く
な
り
ま
す
。こ
の
作
業
は
、

わ
た
し
た
ち
教
師
に
と
っ
て
も
新
た
な
発
見
の
連

続
に
な
る
は
ず
で
す
。

　『
大
漢
和
辞
典
デ
ジ
タ
ル
版
』
は
、
書
籍
の
辞

書
と
電
子
辞
書
の
双
方
の
長
所
を
あ
わ
せ
持
つ
、

き
わ
め
て
特
異
な
存
在
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
な
い

活
用
に
よ
っ
て
、
様
々
な
学
び
を
私
た
ち
に
与
え

て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

『大漢和辞典 デジタル版』特設サイト
https://www.taishukan.co.jp/daikanwa_digital/
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　『
大
漢
和
辞
典
』
編
纂
史

■�

戦
時
下
で
の
巻
一
刊
行
と�

�

戦
災
に
よ
る
原
版
焼
失

　
鈴
木
一
平
（
大
修
館
書
店
創
業
者
）
が
、
諸
橋

轍
次
（
当
時
、
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
）
を
訪

ね
て
漢
和
辞
典
の
編
纂
を
依
頼
し
た
の
は
今
か
ら

九
十
年
以
上
も
前
の
大
正
末
年
の
こ
と
で
あ
る
。

一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
、編
纂
作
業
が
始
ま
り
、

諸
橋
が
教
授
を
兼
務
し
て
い
た
大
東
文
化
学
院

（
現
在
の
大
東
文
化
大
学
）
で
の
教
え
子
を
中
心

と
し
て
、
先
行
字
書
や
経
史
子
集
（
経
書
・
歴
史
・

諸
子
・
詩
文
集
）
に
わ
た
る
古
典
籍
か
ら
語
彙
を

選
ん
で
カ
ー
ド
化
し
た
。
カ
ー
ド
は
三
十
万
枚
と

い
う
厖
大
な
量
に
達
し
た
た
め
、
一
巻
本
の
予
定

で
あ
っ
た
計
画
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
九
四
三
（
昭
和
十
八
）
年
九
月
十
日
、
戦
時

下
で
の
出
版
統
制
な
ど
困
難
な
状
況
下
で
巻
一
を

刊
行
。
引
き
続
き
巻
二
を
刊
行
す
べ
く
準
備
を
進

め
て
い
た
が
、
組
版
工
場
に
あ
っ
た
巻
二
以
降
の

原
版
活
字
約
六
万
本
は
空
襲
に
よ
っ
て
巨
大
な
鉛

の
塊
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。
危
機
感
を
抱
い
た
諸

橋
は
、巻
二
以
降
の
校
正
刷
を
急
遽
疎
開
さ
せ
た
。

■
初
版
刊
行

　
戦
火
の
余
燼
燻
る
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年

十
月
、
早
く
も
諸
橋
は
、
近
藤
正
治
・
小
林
信
明
・

渡
辺
末
吾
・
鎌
田
正
・
米
山
寅
太
郎
と
い
っ
た
東

京
文
理
科
大
学
出
身
者
と
と
も
に
、
戦
災
を
免
れ

た
校
正
刷
を
も
と
に
編
纂
事
業
を
再
開
し
た
。
活

字
組
版
を
失
っ
た
た
め
、
従
来
の
活
字
を
や
め
、

新
し
い
写
真
植
字
を
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

写
真
植
字
に
よ
る
五
万
字
は
、「
写
研
」
創
業
者

で
あ
る
石
井
茂
吉
に
よ
り
、
八
年
の
歳
月
を
か
け

て
完
成
さ
れ
た
。

　
昭
和
三
十
年
、文
化
の
日
を
期
し
て
第
一
巻
が
、

五
年
後
の
昭
和
三
十
五
年
五
月
に
最
終
回
配
本
の

第
十
三
巻
（
索
引
）
が
刊
行
さ
れ
、
三
十
五
年
の

歳
月
と
延
べ
二
十
六
万
人
の
労
力
、
お
よ
び
巨
額

の
経
費
が
注
ぎ
込
ま
れ
た
『
大
漢
和
辞
典 

全
十

三
巻
』
が
完
成
し
た
。

■
修
訂
版

　『
大
漢
和
辞
典
』
を
不
朽
の
も
の
と
す
る
た
め
、

諸
橋
は
そ
の
修
訂
作
業
を
鎌
田
正
（
当
時
、
東
京

教
育
大
学
名
誉
教
授
）
と
米
山
寅
太
郎
（
当
時
、

静
嘉
堂
文
庫
長
）
の
両
氏
に
委
嘱
し
た
。
修
訂
に

当
た
っ
て
は
、
そ
の
厖
大
な
語
彙
の
出
典
用
例
を

再
調
査
す
る
ほ
か
、
字
音
・
解
字
な
ど
に
修
正
が

加
え
ら
れ
た
。
修
訂
版
は
一
九
八
六
（
昭
和
六
十

一
）
年
に
全
十
三
巻
が
完
結
し
た
。

■
修
訂
第
二
版
・『
語
彙
索
引
』
を
刊
行

　『
大
漢
和
辞
典
』
は
、
旧
字
・
旧
仮
名
遣
い
を

用
い
て
お
り
、
熟
語
も
そ
の
読
み
に
し
た
が
っ
て

配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
検
索
し
や
す
く
す
る

た
め
、
熟
語
を
現
代
仮
名
遣
い
に
よ
る
五
十
音
順

で
配
列
し
た
『
語
彙
索
引
』
を
加
え
た
修
訂
第
二

版
（
全
十
四
巻
）
が
、
一
九
八
九
（
平
成
元
）
年

に
刊
行
さ
れ
、『
大
漢
和
辞
典
』
は
利
便
性
を
増

す
こ
と
と
な
っ
た
。

■『
補
巻
』
を
刊
行

　
初
版
発
行
か
ら
三
十
五
年
、
そ
の
後
の
新
し
い

資
料
や
全
十
三
巻
に
収
録
で
き
な
か
っ
た
漢
字
、

語
彙
を
収
録
し
た

『
補
巻
』
が
二
〇

〇
〇（
平
成
十
二
）

年
四
月
に
刊
行
さ

れ
た
。
親
字
八
百

余
字
と
語
彙
三
万

三
千
余
語
を
増
補

収
録
、
全
十
五
巻

と
な
っ
て
九
十
年

を
超
え
る
編
纂
事

業
は
こ
こ
に
完
結

し
た
。

抄出

『大漢和辞典』全15巻・B5 判・上製・函入
定価：本体240,000円＋税

『大漢和辞典』についてもっと知りたい方は…
「漢字文化資料館」http://kanjibunka.com/
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２
０
１
８
年
９
月
30
日
、
新
潟
県
三
条
市

（
旧
下
田
村
）
の
諸
橋
轍
次
記
念
館
に
お
い
て
、

「
第
１
回　

諸
橋
轍
次
記
念　

漢
字
文
化
理
解

力
検
定
」
が
実
施
さ
れ
た
。
当
日
は
、
台
風
の

近
づ
く
あ
い
に
く
の
天
候
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

県
内
外
65
名
の
漢
字
愛
好
者
が
検
定
に
挑
ん
だ
。

小
学
生
か
ら
最
高
齢
は
87
歳
ま
で
、
真
剣
な
表

情
で
60
分
の
試
験
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
。

　

漢
字
文
化
理
解
力
検
定
は
、
諸
橋
轍
次
博
士

の
業
績
と
漢
字
文
化
を
、
次
代
に
継
承
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
三
条
市
の
主
催
で
創
設
さ
れ
た
。

出
題
内
容
は
、
単
に
漢
字
の
読
み
書
き
に
と
ど

ま
ら
ず
、「
漢
字
文
化
に
関
し
て
、
総
合
的
な

知
識
と
理
解
力
を
問
う
も
の
」
と
さ
れ
、
第
１

回
の
試
験
問
題
に
は
熟
語
や
国
字
の
知
識
を
問

う
問
題
も
含
ま
れ
て
い
た
。
受
検
者
に
と
っ
て

は
総
じ
て
難
し
か
っ
た
よ
う
だ
が
「
楽
し
か
っ

た
」「
来
年
も
挑
戦
し
た
い
」
と
の
声
も
あ
っ
た
。

　

検
定
で
は
得
点
に
応
じ
、
参
段
〜
四
級
が
認

定
さ
れ
る
。
成
績
優
秀
者
に
つ
い
て
は
、
順
に

「
漢
哲
」「
漢
賢
」「
漢
俊
」
ま
た
、
最
高
齢
段
位

認
定
者
に
は
「
碩
学
大
儒
」、
最
年
少
段
位
認
定

者
に
は
「
少
壮
気
鋭
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ
る
。 

　

当
日
は
阿
辻
哲
次
氏
に
よ
る
記
念
講
演
も
行

わ
れ
た
。
記
念
館
の
展
示
も
無
料
で
見
学
で
き
、

下
田
の
豊
か
な
自
然
と
と
も
に
楽
し
ん
だ
受
検

者
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
漢
字
文
化
に
浸
る
一

日
。
地
域
活
性
の
可
能
性
を
感
じ
る
イ
ベ
ン
ト

と
な
っ
た
。 

（
編
集
部
）

リ
ポ
ー
ト

　
　
　
　

第
１
回
諸
橋
轍
次
記
念

　
　
　
　
　
　

漢
字
文
化
理
解
力
検
定

漢
字
文
化
理
解
力
検
定
委
員
会
（
敬
称
略
）

阿
辻
哲
次
（
委
員
長
）、
塚
田
勝
郎
（
副
委
員

長
）、
笹
原
宏
之
、
円
満
字
二
郎
、
渡
辺
健

　

第
２
回
検
定
は
２
０
１
９
年
秋
を
予
定
し
て
い
る
。

問
い
合
わ
せ
は
Ｈ
Ｐ
（http://m

orohashitetsuji-
kentei.com

/

）
か
、
諸
橋
轍
次
記
念
館
ま
で
。

第１回検定成績優秀者のみなさん（表彰式にて）

諸橋轍次記念館（内部）

◆
漢
学
の
里　

諸
橋
轍
次
記
念
館

［
開
館
時
間
］
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
（
入
館

は
閉
館
30
分
前
） 

［
休
館
日
］
毎
週
月
曜
日 

（
祝
日
の
場
合
は
翌

日
）、
12
月
29
日
〜
翌
年
１
月
３
日 

［
住
所
］　

新
潟
県
三
条
市
庭
月
４
３
４-

１

　
（「
道
の
駅 

漢
学
の
里
し
た
だ
」
が
隣
接
）

［
電
話
］　

０
２
５
６-

４
７-

２
２
０
８

［
ブ
ロ
グ
］http://morohashitetsuji.blog.fc2.com/
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◎大好評、『三国志事典』の姉妹編が誕生！

三国志演義事典
渡邉義浩・仙石知子［著］
魅力溢れる英雄たち、珠玉の名場面、ゆかりの故事成語な
ど、『三国志演義』のすべてを凝縮した総合事典。『演義』
の創作部分は、書体を変えて一目でわかるようになってい
るので、正史との違いも楽しめる！　年表・索引完備。

本書の特色

〈主要目次〉
第Ⅰ章　�『三国志演義』の 

形成と展開

第Ⅱ章　英雄たちの時代

第Ⅲ章　魏の人物

第Ⅳ章　蜀の人物

第Ⅴ章　呉の人物

第Ⅵ章　後漢・西晉の人物

第Ⅶ章　名場面四十選

第Ⅷ章　戦いの諸相

第Ⅸ章　謀略と表象

第Ⅹ章　関帝信仰

第Ⅺ章　資料集

索引

〈みどころ〉

近刊のご案内  ①

『三国志演義』成立の背景や、小説・
映画など、後世での受容について解説。

充実した地図・年表のほか、三国志由
来の故事成語もご紹介！

敵を巧みに欺く「謀略」と、人相・武器
など各人物を象徴する「表象」を解説。

「泣いて馬
ば
謖
しょく
を切る」など、珠玉の名場

面を取り上げ解説する、本事典の白眉。

『演義』の登場人物について、詳しく
解説。主要人物は図版付き！

刊行 6月予定！
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渡
邉
義
浩
氏
と
仙
石
知
子
氏
に
よ
る
『
三
国
志

演
義
事
典
』
が
間
も
な
く
刊
行
さ
れ
る
。
こ
れ
ま

で
『
三
国
志
演
義
』（
以
下
、『
演
義
』）
の
事
典

と
い
え
ば
、
我
が
師
で
あ
る
沈し
ん

伯は
く

俊し
ゅ
ん

先
生
の

『
三
国
演
義
辞
典
』（
譚た
ん

良り
ょ
う

嘯し
ょ
う

氏
と
の
共
著
、
巴は

蜀し
ょ
く

書し
ょ

社し
ゃ

、
一
九
八
九
年
。
の
ち
に
改
訂
版
『
三

国
演
義
大
辞
典
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
が

あ
っ
た
の
み
で
、
我
が
国
に
お
い
て
は
渡
辺
精
一

氏
に
よ
る
人
物
事
典
（『
三
国
志
人
物
事
典
』
講

談
社
、
一
九
八
九
年
。
二
〇
〇
九
年
に
講
談
社
文

庫
版
）
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
び
日
本

の
研
究
者
に
よ
る
初
の
『
演
義
』
の
総
合
事
典
が

登
場
す
る
こ
と
を
心
よ
り
言
祝
ぎ
た
い
。

　

ひ
と
口
に
「
三
国
志
」
と
い
っ
て
も
、
歴
史
書

で
あ
る
正
史
『
三
国
志
』
と
小
説
で
あ
る
『
演

義
』
が
あ
り
、
日
本
で
も
、
本
場
中
国
で
も
「
三

国
志
」
と
い
え
ば
、
意
識
的
と
無
意
識
的
と
を
問

わ
ず
『
演
義
』
を
指
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
小

説
『
演
義
』
に
含
ま
れ
る
虚
構
が
史
実
と
認
識
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
往
々
に
し
て
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

最
近
は
『
演
義
』
を
嫌
い
、
正
史
に
真
実
を
求
め

る
こ
と
の
み
を
是
と
す
る
向
き
が
増
え
る
傾
向
に

あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
虚
構
の
存
在
を

も
っ
て
『
演
義
』
が
軽
視
、
ま
た
は
無
視
さ
れ
る

こ
と
は
甚
だ
残
念
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
演
義
』

の
虚
構
の
成
り
立
ち
や
背
景
を
読
み
解
く
こ
と
こ

そ
、
中
国
の
文
化
や
中
国
人
の
思
想
を
探
究
す
る

こ
と
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
評
者
は
こ
の
こ

と
を
機
会
あ
る
ご
と
に
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
強
調

し
て
き
た
が
、
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
に

歯
が
ゆ
い
思
い
を
し
て
き
た
。

　

そ
こ
で
本
事
典
で
あ
る
。
本
事
典
に
は
多
く
の

ユ
ニ
ー
ク
な
特
色
が
あ
る
が
、
中
で
も
特
筆
に
値

す
る
の
は
、
全
十
一
章
の
う
ち
第
Ⅲ
章
〜
第
Ⅵ
章

に
わ
た
る
人
物
小
伝
と
、
第
Ⅶ
章
の
「
名
場
面

四
十
選
」
で
あ
る
。
人
物
小
伝
は
単
に
作
品
中
で

の
設
定
や
行
動
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
だ
け
で

は
な
い
。『
演
義
』
独
自
の
虚
構
が
書
体
を
変
え
て

表
記
さ
れ
る
こ
と
で
一
目
瞭
然
と
な
っ
て
い
る
。
虚

構
部
分
に
注
目
し
て
通
読
す
る
こ
と
で
、『
演
義
』

に
結
実
す
る
「
三
国
志
」
物
語
を
紡
い
で
き
た
中

国
人
の
志
向
や
価
値
観
が
浮
き
彫
り
に
な
ろ
う
。

『
三
国
志
演
義
』
か
ら
中
国
人
を
読
み
解
く
画
期
的
な
総
合
事
典

伊い

藤と
う

晋し
ん

太た

郎ろ
う

（
二
松
学
舎
大
学
）

　

そ
し
て
「
名
場
面
四
十
選
」
に
は
、
ど
の
ペ
ー

ジ
を
開
い
て
も
名
場
面
ば
か
り
と
い
わ
れ
る
『
演

義
』
の
中
か
ら
厳
選
さ
れ
た
四
十
の
場
面
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
も
単
に
各
場
面
の
内
容

紹
介
に
と
ど
ま
ら
な
い
。『
演
義
』
の
通
行
本
と

な
っ
た
毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

本ぼ
ん

に
付
さ
れ
た
毛
宗
崗
の
コ
メ
ン

ト
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
の
場
面
が
い
か
な
る

思
想
的
あ
る
い
は
社
会
的
背
景
や
創
作
意
図
を

持
っ
て
描
か
れ
て
い
る
か
を
簡
潔
か
つ
明
晰
に
解

説
す
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、『
演
義
』
研

究
が
こ
れ
ま
で
版
本
研
究
や
成
立
史
研
究
に
偏
る

中
、
作
品
内
容
の
研
究
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
で

こ
の
分
野
を
牽
引
し
て
き
た
仙
石
氏
の
学
殖
が
い

か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　

他
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
本
事
典
の
特
色
は
あ

る
が
、
紙
幅
が
尽
き
た
。
上
記
二
つ
の
パ
ー
ト
だ

け
で
も
『
演
義
』
の
魅
力
と
価
値
を
存
分
に
伝
え

て
く
れ
る
。
評
者
も
こ
れ
ま
で
の
溜
飲
が
下
が
る

思
い
が
し
た
。
ぜ
ひ
広
く
江こ
う

湖こ

の
読
書
子
、
特
に

最
近
「
三
国
志
」
に
興
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
い

る
若
い
世
代
に
お
薦
め
し
た
い
。
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近刊のご案内①『三国志演義事典』

　

近
年
の
技
術
革
新
は
表
現
媒
体
の
多
様
化
を
う

な
が
し
、
こ
れ
と
相
呼
応
し
て
物
事
に
対
す
る
関

わ
り
方
も
多
様
と
な
っ
た
。
三
国
志
を
取
り
巻
く

状
況
も
例
外
で
は
な
い
。
人
々
は
あ
ら
ゆ
る
媒
体

を
通
し
て
三
国
志
と
つ
な
が
り
、
多
様
な
情
報
を

収
集
し
な
が
ら
思
い
思
い
に
独
自
の
三
国
志
像
を

構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、

各
人
の
主
体
的
な
文
化
活
動
と
も
い
え
大
い
に
歓

迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
原

点
と
の
乖
離
が
止
め
ど
な
く
進
行
す
る
の
で
は
と

の
懸
念
も
拭
え
な
い
。
昨
今
の
状
況
を
こ
の
よ
う

に
推
量
す
る
と
き
、『
三
国
志
演
義
事
典
』（
以
下
、

本
書
）
と
い
う
良
質
な
基
礎
文
献
は
、
三
国
志
の

世
界
に
わ
ず
か
な
り
と
も
関
心
を
寄
せ
る
全
て
の

人
に
温
か
く
迎
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
の
た
び
渡
邉
義
浩
氏
と
仙
石
知
子
氏
の
共
著

と
し
て
上
梓
さ
れ
る
本
書
は
、
二
〇
一
七
年
に
出

版
さ
れ
た
渡
邉
義
浩
著
『
三
国
志
事
典
』（
以
下
、

前
書
）
の
姉
妹
本
と
位
置
付
け
ら
れ
、
構
成
や
体

裁
の
多
く
を
前
書
に
拠
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え

本
書
の
「
第
Ⅲ
章　

魏
の
人
物
」
か
ら
「
第
Ⅵ
章

後
漢
・
西
晉
の
人
物
」
に
か
け
て
の
人
物
説
明
で

は
、
演
義
に
関
わ
る
部
分
は
書
体
を
変
え
て
、
正

史
と
の
違
い
が
峻
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
単
純
な
が
ら
も
考
え
抜
か
れ
た
配
慮
に
よ
り
、

読
者
は
三
国
志
の
世
界
の
重
層
的
な
形
成
過
程
を

も
読
み
な
が
ら
に
し
て
感
得
す
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
渡
邉
氏
は
前
書
を
主
観
的
な
事
典
と
位
置

付
け
た
。
本
書
も
基
本
的
に
は
そ
の
方
針
を
貫
い

て
い
る
と
み
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
読
者
が
三
国

志
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
う
え
で
た
い
へ
ん
有

効
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
何
と
な
れ
ば
、
主
観

的
な
事
典
で
あ
る
か
ら
こ
そ
読
者
も
ま
た
自
身
の

内
な
る
主
観
的
な
三
国
志
を
一
度
客
観
的
に
捉
え

直
す
こ
と
が
で
き
、
よ
り
深
い
理
解
へ
と
つ
な
げ

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

兎
に
も
角
に
も
高
い
完
成
度
を
誇
る
本
書
で
あ

る
が
、
な
か
で
も
「
第
Ⅶ
章 
名
場
面
四
十
選
」

と
「
第
Ⅷ
章 

戦
い
の
諸
相
」
は
秀
逸
で
あ
る
。

こ
の
両
章
を
紐
解
く
こ
と
で
、
話
の
推
移
と
人
物

の
相
関
関
係
と
が
見
事
に
整
理
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
三
国
志
演
義
そ
の
も
の
の
魅
力
が
こ
の
両
章

演
義
と
正
史
を
往
還
す
る
事
典

市い
ち

元も
と　

塁る
い 

（
東
京
国
立
博
物
館
主
任
研
究
員
）

に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

評
者
は
東
ア
ジ
ア
考
古
学
を
専
門
と
し
、
今
年

の
夏
に
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
す
る
特
別
展

「
三
国
志
」
を
担
当
し
て
い
る
。
近
年
、
漢
三
国

の
考
古
学
調
査
・
研
究
は
目
覚
ま
し
い
成
果
を
挙

げ
て
お
り
、
例
え
ば
曹そ
う

操そ
う

、
曹そ
う

休き
ゅ
う、

朱し
ゅ

然ぜ
ん

、
士し

燮し
ょ
うと
い
っ
た
人
物
に
つ
い
て
出
土
文
物
を
通
し
て

実
像
に
迫
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
遼
東

の
公
孫
氏
と
倭
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
新
た
な
物

証
が
出
て
き
て
い
る
。
本
展
は
こ
う
し
た
研
究
動

向
を
ふ
ま
え
、
後
漢
時
代
か
ら
西
晋
時
代
の
文
物

を
中
心
と
し
た
「
リ
ア
ル
三
国
志
」
の
世
界
を
来

館
者
の
眼
前
に
再
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の

よ
う
な
本
展
に
お
い
て
も
、
展
覧
会
図
録
は
も
と

よ
り
本
書
の
よ
う
な
事
典
も
信
頼
の
お
け
る
案
内

人
に
な
る
と
確
信
す
る
。
特
別
展
の
鑑
賞
前
に
あ

る
い
は
後
に
、
さ
ら
に
は
鑑
賞
の
お
供
と
し
て
本

書
を
開
い
て
み
て
ほ
し
い
。
読
者
は
『
三
国
志
演

義
』
と
そ
の
深
層
に
あ
る
正
史
『
三
国
志
』
の
世

界
を
往
還
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
出
土
文
物
を

加
え
た
三
国
志
の
実
像
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。

◎
特
別
展
「
三
国
志
」

　
東
京
国
立
博
物
館　
19
年
７
月
９
日
〜
９
月
16
日

　
九
州
国
立
博
物
館　
10
月
１
日
〜
20
年
１
月
５
日
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わ
た
し
は
、
二
〇
一
七
年
に
『
三
国
志
事
典
』

を
出
版
し
ま
し
た
。
客
観
的
な
事
典
で
は
な
く
、

主
観
的
な
「
事
典
」
と
踏
ん
切
り
を
つ
け
、
そ
れ

ま
で
の
自
分
の
三
国
志
研
究
の
成
果
を
事
典
と
し

て
ま
と
め
て
み
た
の
で
す
。
幸
い
好
評
を
得
て
版

を
重
ね
る
う
ち
、『
三
国
志
演
義
』
と
の
違
い
を

明
確
に
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
望
を
耳
に
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　『
三
国
志
演
義
』
に
つ
い
て
は
、
敬
愛
す
る
沈し
ん

伯は
く

俊し
ゅ
ん

先
生
の
『
三
国
演
義
大
辞
典
』（
中
華
書
局
、

二
〇
〇
七
年
、
譚た
ん

良り
ょ
う

嘯し
ょ
う

先
生
と
の
共
著
）
が
あ

り
、
そ
の
旧
版
の
一
部
は
、
立
間
祥
介
・
岡
崎
由

美
・
土
屋
文
子
（
編
訳
）『
三
国
志
演
義
大
事
典
』

（
潮
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
と
し
て
翻
訳
も
さ

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
昨
年
、
沈
伯
俊
先
生
が
道

山
に
帰
さ
れ
、『
三
国
演
義
大
辞
典
』
が
、
更
新

さ
れ
る
こ
と
は
無
く
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
仙
石
知
子
さ
ん
が
『
毛も
う

宗そ
う

崗こ
う

批
評
『
三

国
志
演
義
』
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七

年
）
と
い
う
『
三
国
志
演
義
』
に
関
す
る
本
格
的

な
研
究
書
を
出
版
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま

で
の
研
究
が
、『
三
国
志
演
義
』
の
版
本
を
め
ぐ

る
問
題
を
中
心
と
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、

『
三
国
志
演
義
』
の
文
学
と
し
て
の
内
容
や
表
現

の
分
析
を
行
い
、
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
中
国
近

世
の
思
想
状
況
を
考
察
し
た
優
れ
た
研
究
書
で
す
。

こ
う
し
て
、『
三
国
志
演
義
事
典
』
の
中
核
に
仙

石
さ
ん
の
研
究
を
据
え
れ
ば
、
沈
伯
俊
先
生
の

『
三
国
演
義
大
辞
典
』
と
は
別
の
新
し
さ
を
持
っ

た
『
三
国
志
演
義
事
典
』
が
書
け
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
、
仙
石
さ
ん
に
共
に
執
筆
い
た
だ
く
こ

と
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　
し
た
が
っ
て
、『
三
国
志
演
義
事
典
』
の
白
眉

は
、
仙
石
さ
ん
が
担
当
し
た
「
名
場
面
四
十
選
」

に
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
事
典
と
し
て
の
機
能

を
果
た
す
た
め
、
人
名
事
典
を
附
し
、『
三
国
志

演
義
』
と
正
史
『
三
国
志
』
と
の
違
い
が
、『
三

国
志
演
義
事
典
』
だ
け
で
も
分
か
る
よ
う
に
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
す
で
に
『
三
国
志
事
典
』
を
お

持
ち
の
方
の
た
め
に
、
人
物
の
並
べ
順
を
『
三
国

志
事
典
』
に
揃
え
る
こ
と
で
、
二
つ
の
事
典
を
比

べ
て
読
ん
だ
際
に
、『
三
国
志
演
義
』
と
正
史

著
者
の
こ
と
ば

『
三
国
志
演
義
事
典
』
の
出
版
に
寄
せ
て

渡わ
た

邉な
べ

義よ
し

浩ひ
ろ 

（
早
稲
田
大
学
）

『
三
国
志
』
と
の
違
い
が
明
確
に
な
る
よ
う
心
が

け
ま
し
た
。
加
え
て
、『
三
国
志
演
義
』
の
お
も

し
ろ
さ
を
支
え
る
戦
い
の
諸
相
に
は
地
図
を
附
し
、

具
体
的
な
動
き
を
整
理
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
謀
略
も

網
羅
し
ま
し
た
。
ま
た
、『
三
国
志
演
義
』
の
普

及
に
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
関
帝
信
仰
に
つ
い
て

も
一
章
を
割
き
、
そ
の
展
開
を
整
理
し
ま
し
た
。

　『
三
国
志
事
典
』
と
『
三
国
志
演
義
事
典
』
の

二
冊
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
、「
三
国
志
」
の
全
体

像
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

近刊のご案内①『三国志演義事典』

正
史
『
三
国
志
』
の
こ
と
を

知
る
な
ら
こ
ち
ら
！

『三国志事典』
渡邉義浩［著］
A5 判・上製・388 頁
定価＝本体3,600円＋税

正
史
『
三
国
志
』
に
伝
の
あ
る
人
物
四
四
〇
人
全
員
の

解
説
を
は
じ
め
、
三
国
時
代
の
歴
史
や
名
場
面
、
文

化
・
宗
教
な
ど
、
基
本
事
項
を
網
羅
。
ま
た
、
邪
馬
台

国
や
卑
弥
呼
で
知
ら
れ
る
「
魏
志
倭
人
伝
」
に
つ
い
て

も
解
説
。
索
引
や
年
表
、
資
料
類
も
完
備
。
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◎読み比べることで、新しい魅力が見えてくる

『李白と杜甫の事典』
向嶋成美［編著］
唐を代表する二大詩人、李白と杜甫の総合事典。250 篇を
超える詩文の解説を主に、李杜の生涯や旅について紹介す
る。二人の生きた唐代の歴史や地理、政治や文化について
も一章を設け、作品理解のための幅広い情報を提供する。
唐詩の形式・助字解説・年譜・地図など、国内外の最新の
研究をふまえた資料も充実した一冊。

内容紹介

〈主要目次〉
Ⅰ　李白と杜甫

Ⅱ　李白

Ⅲ　杜甫

Ⅳ　李白と杜甫を知るために

　１　李白と杜甫の時代

　２　唐詩の形式

　３　文学史の中の李白と杜甫

　４　李白と杜甫の諸本

　５　参考文献案内

［付録］
全作品リスト／年譜／助字解説 
詩題索引ほか

近刊のご案内  ②

唐を代表する二大詩人の交友とその文
学的評価の違いについて解説。

唐代に確立した近体詩のきまりを概説。

唐王朝の歴史、政治、地理、文化を項
目ごとに詳説。

その他、研究や課題探究学習に便利な
資料が満載！

同時代評から後世の評価、日本に与え
た影響までを概説。

国内外の最新の研究動向がわかる貴重
な資料も完備。

「生涯」「旅」「詩の世界」の３項目から、
二大詩人を徹底比較！

「詩の世界」では、自然・人生・思索・
社会のジャンルごとに約 250 篇の作品
を解説。

2019 年夏
刊行予定



─ 26─

　
李
白
と
杜
甫
を
並
称
す
る
の
は
、
現
在
で
こ
そ

普
通
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
李
杜
の
次
の
世

代
の
詩
人
た
ち
に
始
ま
る
。
た
と
え
ば
中
唐
の
韓か
ん

愈ゆ

は
、
石せ
っ

鼓こ

（
表
面
に
秦
よ
り
も
前
の
文
字
で
あ

る
大だ
い

篆て
ん

が
刻
ま
れ
て
い
る
太
鼓
形
の
石
。
唐
代
に

発
掘
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
）
に
刻
ま
れ
た
古
代
文

字
の
価
値
を
訴
え
て
保
存
を
求
め
る
主
張
を
込
め

た
「
石
鼓
の
歌
」
を
作
っ
た
。
そ
の
冒
頭
で
「
張
ち
ょ
う

生せ
い

手て

に
石せ
っ

鼓こ

の
文ぶ
ん

を
持じ

し
、
我わ
れ

に
勧す
す

め
て
試こ
こ
ろみ
に

石せ
っ

鼓こ

の
歌う
た

を
作つ
く

ら
し
む
。
少
し
ょ
う

陵り
ょ
うに
人ひ
と

無な

く
謫た
く

仙せ
ん

死し

す
、
才さ
い

薄う
す

く
し
て
将は

た
石せ
っ

鼓こ

を
奈い
か
ん何
せ
ん
」
と
い

う
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
詩
を
作
る
な
ら
ば
、

自
分
よ
り
も
杜
甫
（
少
陵
の
人
）
や
李
白
（
謫

仙
）
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
。
こ
の
韓
愈

の
詩
は
、
杜
甫
の
詩
「
李り

潮ち
ょ
うが
八は
っ

分ぷ
ん

小し
ょ
う

篆て
ん

の
歌う
た

」

に
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
古
代
の
書

体
を
継
承
す
る
人
物
を
賞
賛
し
、
石
鼓
に
も
言
及

す
る
詩
で
あ
る
。
一
方
、
李
白
の
現
存
す
る
作
品

に
は
韓
愈
の
「
石
鼓
の
歌
」
に
直
接
的
な
影
響
を

与
え
た
と
思
わ
れ
る
も
の
は
な
い
。

　
ま
た
、
晩
唐
の
李り

商し
ょ
う

隠い
ん

は
「
漫ま
ん

成せ
い

五
章
、
其

の
二
」
で
「
李り

杜と

の
操そ
う

持じ

事こ
と

ほ
ぼ
斉ひ
と

し
、
三さ
ん

才さ
い

万ば
ん

象し
ょ
う

共と
も

に
端た
ん

倪げ
い

す
。
集
し
ゅ
う

仙せ
ん

殿で
ん

と
金き
ん

鸞ら
ん

殿で
ん

と
、
是こ

れ

蒼そ
う

蠅よ
う

の
曙し
ょ

鶏け
い

を
惑ま
ど

は
す
べ
け
ん
や
」
と
、
李
白
と

杜
甫
が
優
れ
た
詩
才
に
よ
っ
て
朝
廷
に
召
し
出
さ

れ
た
も
の
の
小
し
ょ
う

人じ
ん

に
阻
ま
れ
た
こ
と
を
詠
じ
る
。

李
白
は
金
鸞
殿
で
玄げ
ん

宗そ
う

に
謁
見
し
、
そ
し
て
翰か
ん

林り
ん

供ぐ

奉ぶ

と
な
る
。
そ
の
時
に
作
っ
た
「
清せ
い

平へ
い

調ち
よ
う

詞し

」

は
楊よ
う

貴き

妃ひ

を
貶
め
た
も
の
だ
と
宦か
ん

官が
ん

の
高こ
う

力り
き

士し

が

告
げ
口
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
の
李
商

隠
の
詩
に
う
ま
く
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
に
対
し
て

杜
甫
は
玄
宗
に
集
し
ゅ
う

賢け
ん

殿で
ん

（
も
と
の
名
は
集
仙
殿
）

で
の
待
機
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
結
局
は
李
白
の
よ

う
に
宮
廷
詩
人
と
し
て
活
躍
す
る
機
会
は
与
え
ら

れ
な
か
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
李
杜
が
並
称
さ
れ
て
い
て
も
、
韓
愈

の
詩
で
は
杜
を
主
と
し
て
李
は
そ
れ
に
添
え
ら
れ
、

李
商
隠
の
詩
で
は
李
を
主
と
し
て
杜
が
そ
れ
に
合

わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
李
白
と
杜
甫

は
一
括
り
に
し
て
述
べ
る
の
が
難
し
い
。
む
し
ろ
、

李
白
と
杜
甫
を
並
べ
る
と
い
う
こ
と

加か

固こ

理り

一い
ち

郎ろ
う

（
文
教
大
学
）

杜
と

甫
ほ

（712-770） 李
り

白
はく

（701-762）
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ま
っ
た
く
異
な
る
生
き
方
と
作
風
の
二
人
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
同
時
代
に
並
び
立
つ
大
家
と
な
り
得
た

と
も
い
え
る
。

　
二
〇
一
九
年
夏
の
刊
行
を
予
定
し
て
い
る
向
む
こ
う

嶋じ
ま

成し
げ

美よ
し

編
著
『
李
白
と
杜
甫
の
事
典
』
は
、
そ
の
李

白
と
杜
甫
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
項
を
並
列
し

た
事
典
で
あ
る
。
ほ
か
に
二
人
の
作
品
と
人
生
の

背
景
と
し
て
唐
の
歴
史
、
政
治
、
文
化
な
ど
も
概

観
し
、
さ
ら
に
作
品
を
読
む
た
め
に
必
要
な
助
字

の
解
説
な
ど
を
付
録
と
し
て
い
る
。
本
書
の
編
者

の
一
人
と
し
て
感
じ
る
の
は
、
や
は
り
李
杜
の
違

い
の
大
き
さ
で
あ
り
、
こ
の
両
者
を
同
じ
枠
組
み

で
叙
述
す
る
こ
と
の
困
難
さ
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
旅
で
あ
る
。
杜
甫
な
ら
ば
、
詩
を
も

と
に
し
て
足
跡
を
た
ど
り
、
旅
の
状
況
を
具
体
的

に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
李

【
編
集
・
執
筆
】

　
加
固
理
一
郎
（
文
教
大
学
）

　
坂
口
三
樹
（
文
教
大
学
）

　
安
立
典
世
（
浜
松
湖
南
高
等
学
校
）

　
谷
口
真
由
実
（
長
野
県
立
大
学
）

　
村
田
和
弘
（
北
陸
大
学
）

　
樋
口
泰
裕
（
文
教
大
学
）

白
で
は
、
旅
情
を
詠
ん
だ
詩
で
も
、
そ
れ
が
い
つ
、

ど
こ
で
作
ら
れ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、

外
面
的
な
状
況
を
再
現
す
る
役
に
は
立
た
な
い
。

　
一
方
、
杜
甫
の
ほ
う
が
難
し
い
の
は
作
品
の
分

類
で
あ
る
。
李
白
な
ら
ば
、
離
別
・
懐
古
・
隠
逸

な
ど
の
テ
ー
マ
が
明
確
な
詩
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

を
軸
に
し
て
分
類
が
で
き
る
。
し
か
し
杜
甫
の
主

要
な
詩
の
テ
ー
マ
は
、
人
間
と
社
会
に
対
す
る
考

察
と
詠
嘆
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
テ
ー
マ
と
は
別
の

観
点
も
用
い
て
分
類
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
困
難
に
向
き
合
う
の
が
、
か
え
っ
て
李
杜
を

理
解
す
る
良
い
契
機
と
な
っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
。

手
に
と
っ
て
く
だ
さ
る
方
々
も
、
本
書
か
ら
李
白

と
杜
甫
の
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
を
生
き
生
き
と
感
じ
て

く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

近刊のご案内②『李白と杜甫の事典』

【
執
筆
協
力
】

　
大
橋
賢
一
（
北
海
道
教
育
大
学
）

　
三
上
英
司
（
山
形
大
学
）

　
渡
邉
大
（
文
教
大
学
）

▼組見本（70％縮小）
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近刊のご案内②『李白と杜甫の事典』

玉門関

岳
陽
楼

黄
鶴
楼

陽関

白帝城

三峡

ぎょくもんかん

ようかん

りょうしゅう

峨眉山

廬
山

終南山

臨平山

輞川

鸛鵲楼

長風沙

崑 崙 山 脈

陰 山 山 脈

青海湖
渤海

黄 河

長

渭 水

江

洞庭湖

洛陽

襄陽

江陵 江州

潮州

蘇州

揚州（広陵）

長干

建康（南京）

秋浦

敦煌

涼州

鄜州

石壕

漁陽

河陽

鄴城

長安（西安）
咸陽

成都

渝州（重慶）

武昌

永州

青 海 省

甘 粛 省

チベット自治区 四 川 省

雲 南 省
貴 州 省

湖 南 省 江 西 省

浙 江 省

安 徽 省

福 建 省

広 東 省

陝 西 省
山 西 省

河 南 省 江 蘇 省

山 東 省

湖 北 省

内 蒙 古自治 区

河 北 省

遼 寧 省

広西壮族自治区

りょうねい

か   ほく

うち モン ゴル

かん しゅく

せい かい

し　せん

うん なん

き   しゅう

せん せい
さん せい

さん とう

こう   そ

あん  き

か   なん

こ   ほく

こ   なん
こう せい

カン トン

ふっ けん

せっ こう

こうせいチワンぞく

とんこう

が　び さん

ろ 

ざ
ん

こ
う
か
く
ろ
う

が
く
よ
う
ろ
う

こん   ろん

せきごう

らくよう

じょうよう

ぎょうじょうふ しゅう

かんよう

そ  しゅう

ゆ  しゅう　　じゅうけい

もうせん

かんじゃくろう

ちょうふう  さ

いん　ざん

せい と

えいしゅう

ちょうしゅう

こうりょう

ぶ しょう

こうしゅう

けんこう  ナンキン

しゅう   ほ

ようしゅう       こうりょう

ちょうかん

か よう

ぎょよう

はくていじょう

しゅうなんざん

りんぺいざん
さんきょう

ちょうあん   せいあん

い

ぼっかい

すい

せいかい こ

こう　が

どうてい こ

ちょう

こ
う

0 500km唐代の中国全図

「
李
白
の
旅
」「
杜
甫
の
旅
」
で
は
、
作
品
の
理

解
に
役
立
つ
地
図
も
豊
富
に
収
録
し
て
い
ま
す
。
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▼
論
考

古
典
を
読
み
ほ
ど
く
楽
し
み
─
─
教
材
と
し
て
の
「
長
恨
歌
」

加か

藤と
う　

敏さ
と
し

（
千
葉
大
学
名
誉
教
授
）

　

中
国
哲
学
者
加
賀
栄
治
氏
は
国
語
の
学
習
に
つ
い
て
「
教
科
学
習
に

お
い
て
、
そ
の
本
質
的
な
も
の
・
か
け
が
え
の
な
い
も
の
が
、
現
時
点

で
は
と
も
す
れ
ば
省
略
と
忘
却
の
し
う
ち
に
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
文
章
の
持
つ
美
し
さ
や
思
想
の
深
さ
な
ど
、
文
を
読
ん
で
深
く

考
え
、
じ
っ
く
り
味
わ
わ
ね
ば
、
つ
か
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、

そ
れ
は
手
間
取
る
こ
と
、
め
ん
ど
う
く
さ
い
こ
と
と
し
て
、
死
角
領
域

に
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
注
１
）」
と
述
べ
て
い
る
。

　

じ
っ
く
り
と
古
典
の
テ
キ
ス
ト
と
向
き
合
う
と
、
深
い
思
索
の
営
み

や
時
代
を
背
負
う
者
の
情
感
の
表
出
に
触
れ
、
心
動
か
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
ま
た
、
時
に
は
自
ら
の
思
索
の
営
み
を
豊
か
に
し
た
り
、
時
代

も
空
間
も
超
え
た
出
会
い
の
喜
び
を
味
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

深
窓
の
女む

す
め

　
「
長
恨
歌
」
は
、
最
も
人
口
に
膾
炙
し
た
古
典
の
一
つ
で
あ
る
。
金

沢
文
庫
本
を
は
じ
め
、
わ
が
国
に
残
る
重
鈔
本
な
ど
の
校
勘
に
よ
っ
て
、

「
長
恨
歌
」
が
か
つ
て
ど
の
よ
う
な
本
文
で
読
ま
れ
て
い
た
か
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
。

　

語
彙
の
レ
ベ
ル
で
は
、
例
え
ば
第
四
句
「
養
在
深
閨
人
未
識
」
の

「
深
閨
」
を
金
沢
文
庫
本
他
は
「
深
窓
」
に
作
り
、『
源
氏
物
語
』
若
菜

上
に
は
「
深
き
窓

0

0

0

の
う
ち
に
、
何
ば
か
り
の
事
に
つ
け
て
か
、
か
く
深

き
心
あ
り
け
り
と
だ
に
知
ら
せ
た
て
ま
つ
る
べ
き
」
と
あ
る
こ
と
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
る

（
注
２
）。
一
般
的
な
「
深
閨
」
で
は
な
く
、
寺
院
や
閑
居
の

奥
ま
っ
た
部
屋
の
窓
の
意
を
も
ち
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
「
深

窓
」
が
な
ぜ
選
ば
れ
た
の
か
、
語
感
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

斬
新
な
詩
語
と
し
て
受
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
興
味
は
尽
き
な
い
。

　
「
長
恨
歌
」
に
つ
い
て
は
、
同
一
語
の
反
復
、
意
味
上
の
反
復
に

よ
っ
て
句
を
連
ね
る
こ
と
が
表
現
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て

い
る

（
注
３
）。
例
え
ば
第
五
七
〜
六
〇
句
「
帰
来
池
苑
皆
依
旧
、
太
液
芙
蓉
未

央
柳
。
芙
蓉
如
面
柳
如
眉
、
対
此
如
何
不
涙
垂
」
が
そ
う
で
あ
る
。

「
池
」
＝
「
太
液
（
池
）」、「
苑
」
＝
「
未
央
（
宮
）」、「
太
液
芙
蓉
未

央
柳
。
芙
蓉
如
面
柳
如
眉
」
と
、
詩
想
が
自
然
に
流
れ
る
よ
う
に
展
開

し
て
い
る
。
一
方
、
金
沢
文
庫
本
他
は
第
五
九
、六
〇
句
を
「
対
此
如

▲

▲

△

▲

▲

△
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何
不
涙
垂
、
芙
蓉
如
面
柳
如
眉
」
に
作
っ
て
い
る
。
ま
ず
芙
蓉
や
柳
に

対
し
て
涙
を
流
す
と
言
い
、
な
ぜ
涙
を
流
す
の
か
と
い
う
疑
問
を
喚
起

さ
せ
て
、
そ
の
理
由
を
示
す
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
読
者
は
芙
蓉
や
柳

か
ら
楊
貴
妃
の
姿
を
漠
然
と
思
い
描
く
。
そ
こ
に
面
と
眉
が
提
示
さ
れ
、

鮮
や
か
に
楊
貴
妃
の
面
立
ち
が
想
起
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
が
適
切
か
。
こ

う
し
た
異
同
を
手
が
か
り
と
し
て
表
現
の
特
色
を
確
認
し
、
読
み
を
深

め
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
此
恨
」
は
誰
の
も
の
？

　
「
長
恨
歌
」
の
結
び
の
二
句
、
一
一
九
〜
一
二
〇
句
「
天
長
地
久
有

時
尽
、
此
恨
綿
綿
無
絶
期
」
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
読
み
が
示
さ

れ
て
い
る
が
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
、
白
居
易
（
物
語
世
界
外
の

語
り
手
）
が
楊
貴
妃
を
失
っ
た
玄
宗
の
悲
し
み
を
語
っ
て
い
る
句
と
し

て
読
ま
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
松
浦
友
久
氏（

注
４
）は
、「
長
恨
歌
」
が

「
玄
宗
の
心
情
や
行
為
に
即
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、「
傷
逝
」

の
作
品
の
「
恨
」
は
残
さ
れ
た
者
の
悲
し
み
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、

「
天
上
人
間
会
相
見
」
と
言
う
楊
貴
妃
は
、
解
決
可
能
な
状
況
が
解
決

さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
「
怨
」
を
抱
い
て
お
り
、
楊
貴
妃
を
永
久

に
失
っ
て
し
ま
っ
た
玄
宗
は
、
状
況
の
解
決
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か

ら
生
じ
る
「
恨
」
を
抱
い
て
い
る
と
す
る
説
得
力
の
あ
る
解
釈
を
提
示

し
て
い
る
。

　

一
方
、
楊
貴
妃
（
物
語
世
界
内
の
語
り
手
）
が
自
ら
の
こ
と
を
語
っ

て
い
る
、
あ
る
い
は
玄
宗
と
楊
貴
妃
両
者
の
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
と
す

る
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仙
界
の
楊
貴
妃
を
語
る
場
面
が

数
十
句
に
わ
た
っ
て
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
結
び
の
句

と
文
脈
と
の
関
係
が
捉
え
に
く
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

陳ち
ん

鴻こ
う

「
長
恨
歌
伝
」
に
描
か
れ
た
楊
貴
妃
は
、
人
間
世
界
の
愛
憎
の

な
い
世
界
に
存
在
す
る
仙
女
で
あ
り
、
方
士
に
旧
物
（
思
い
出
の
品
）

の
金
釵
と
鈿
合
を
渡
し
て
も
そ
の
心
が
乱
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
方
士
に
促
さ
れ
、
七
夕
の
誓
い
を
思
い
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

玄
宗
へ
の
恋
情
が
再
び
生
じ
る
。
わ
が
国
の
謡
曲
「
楊
貴
妃
」
に
は

「
さ
る
に
て
も
思
ひ
出
づ
れ
ば
恨
み
あ
る
」
と
あ
る
。
生
と
死
を
隔
て

た
者
の
悲
し
み
が
生
じ
た
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
は
下

界
に
落
と
さ
れ
る
運
命
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。「
長
恨
歌
伝
」
の

楊
貴
妃
は
最
初
か
ら
悲
し
み
の
中
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一

方
、「
長
恨
歌
」
で
は
、
楊
貴
妃
は
玄
宗
の
使
い
で
あ
る
と
聞
い
た
だ

け
で
取
り
乱
し
、
す
で
に
寂
し
げ
に
涙
に
く
れ
て
い
る
。
玄
宗
に
謝
し

た
彼
女
は
、「
旧
物
」
を
贈
り
、
転
生
し
て
必
ず
会
え
る
だ
ろ
う
か
ら
、

金
鈿
の
よ
う
に
堅
い
心
を
持
ち
続
け
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
託
す
。

彼
女
の
住
む
蓬
莱
宮
は
「
虚
無
縹
渺
」
の
空
間
に
あ
り
、
永
遠
の
時
間

が
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
る
（
日
月
長
）、
人
間
世
界
の
愛
憎
と
は
隔

絶
さ
れ
た
世
界
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
こ
の
世
界
で
「
旧
物
」
を
持
ち
続

け
て
い
た
。
玄
宗
と
の
日
々
を
忘
れ
ら
れ
ず
悲
嘆
に
く
れ
て
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。
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「
長
恨
歌
」
に
は
、
方
士
が
「
旧
物
」
を
携
え
、
玄
宗
に
楊
貴
妃
の

言
葉
を
告
げ
る
場
面
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
読
者
は
、
方
士
の
報
告

を
受
け
た
玄
宗
が
楊
貴
妃
と
こ
の
世
で
二
度
と
会
え
な
い
と
い
う
悲
嘆

を
一
層
深
く
し
た
で
あ
ろ
う
（「
長
恨
歌
伝
」
に
は
「
震
悼
」
の
語
が

あ
る
）
こ
と
を
想
像
す
る
。
方
士
の
報
告
の
う
ち
に
は
、「
天
上
人
間

会
相
見
」（「
長
恨
歌
伝
」
で
は
「
結
後
縁
」）
と
い
う
彼
女
の
言
葉
も

含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
転
生
し
て
再
び
会
え
る

と
し
て
も
、
楊
貴
妃
は
こ
の
世
か
ら
永
久
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
り
、
二
度
と
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
悲
し
み

は
「
恨
」
な
の
で
あ
る
。

楊
貴
妃
の
「
恨
」

　

そ
し
て
こ
の
構
造
は
楊
貴
妃
に
も
当
て
は
ま
る
。
彼
女
に
と
っ
て
は
、

た
と
え
後
縁
を
結
べ
る
に
し
て
も
、
恩
愛
は
失
わ
れ
（
昭
陽
殿
裏
恩
愛

絶
）、
回
復
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
生

じ
る
悲
嘆
は
や
は
り
「
恨
」
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
「
長
恨
歌
」
の
結
び
の
二
句
は
、
一
時
の
寵
愛
で
は
な
く
、
永
遠
の

恩
愛
を
結
ぶ
と
い
う
誓
い
故
に
、
自
ら
が
回
復
で
き
な
い
悲
嘆
の
う
ち

に
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
楊
貴
妃
の
言
葉
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。

世
界
を
異
に
し
、
永
遠
の
時
間
の
流
れ
る
仙
界
に
あ
っ
て
も
、
悲
し
み

は
消
え
る
こ
と
な
く
、「
恨
」
と
し
て
天
地
が
尽
き
よ
う
と
も
永
遠
に

続
く
も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
切
々
た
る
心
情
を
最
後
に
玄
宗
に
寄
せ
る

の
で
あ
る

（
注
５
）。
こ
の
二
句
を
楊
貴
妃
自
ら
の
思
い
を
述
べ
た
言
葉
で
あ
る

と
と
も
に
、
玄
宗
の
「
恨
」
が
重
ね
ら
れ
、
語
り
手
自
ら
の
感
慨
が
表

出
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

古
典
が
開
示
す
る
の
は
、
現
代
に
お
け
る
価
値
や
課
題
解
決
に
資
す

る
知
見
な
ど
の
み
で
は
な
い
。「
長
恨
歌
」
は
魅
力
あ
ふ
れ
る
教
材
で

あ
り
、「
長
恨
歌
伝
」
や
『
源
氏
物
語
』、
謡
曲
「
楊
貴
妃
」
他
と
比
べ

読
み
し
、
味
わ
う
こ
と
で
、
豊
饒
な
古
典
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
古
典
の
学
習
は
そ
の
か
け
が
え
の
な
い
機
会
で
あ
る
。

（
注
１
）
加
賀
栄
治
著
『
中
国
古
典
定
立
史
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
）「
学
校
図
書
館
は

生
存
に
価
す
る
か
」。

（
注
２
）
近
藤
春
雄
著
『
長
恨
歌
・
琵
琶
行
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
一
）
な
ど
。

（
注
３
）
川
合
康
三
「『
長
恨
歌
』
に
つ
い
て
」（
金
谷
治
編
『
中
国
に
お
け
る
人
間
性
の
探

究
』、
創
文
社
、
一
九
八
三
）。

（
注
４
）
松
浦
友
久
「『
長
恨
歌
』
の
主
題
に
つ
い
て
─『
恨
』
の
主
体
と
作
者
の
意
図
」

（『
白
居
易
研
究
年
報
』
創
刊
号
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
〇
）。
下
定
雅
弘
氏
は
、『
長
恨
歌

─
楊
貴
妃
の
魅
力
と
魔
力
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
）
に
お
い
て
、
松
浦
氏
の
論
を
踏

ま
え
て
さ
ら
に
周
到
に
論
証
し
、「
此
恨
」
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

（
注
５
）
例
え
ば
、
山
崎
佳
菜
「『
長
恨
歌
』
後
半
部
に
つ
い
て
」（『
中
国
文
史
論
叢
』
五
、

二
〇
〇
九
）。
山
崎
氏
は
、
換
韻
、「
恨
」
の
用
例
な
ど
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
こ
う
し
た
解

釈
を
提
示
し
て
い
る
。
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高
校
一
年
次
の
初
っ
ぱ
な
に
導
入
教
材
と
し
て

扱
わ
れ
る
「
故
事
成
語
」。
こ
の
時
点
で
は
、
生

徒
た
ち
に
漢
文
の
面
白
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が

何
よ
り
肝
要
で
す
か
ら
、
後
々
の
学
習
意
欲
を
左

右
す
る
、
大
事
な
単
元
と
言
え
ま
す
。

　

故
事
成
語
は
童
話
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
が
、

乱
世
に
お
け
る
政
治
・
外
交
上
の
説
得
術
と
し
て

発
展
し
た
「
寓
話
」
か
ら
生
ま
れ
た
事
実
を
、
ま

ず
し
っ
か
り
伝
え
る
こ
と
が
不
可
欠
で
し
ょ
う
。

A

日
本
の
場
合
、
壇
ノ
浦
で
も
関
ケ
原
で
も
一
日
で

決
着
が
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
引
き
か
え
広
大

な
中
国
で
は
、
戦
い
は
た
い
て
い
長
期
化
し
、
国

家
に
利
益
を
も
た
ら
し
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
戦
争

は
政
治
の
一
手
段
、
外
交
の
延
長
で
あ
り
、
個
々

の
戦
術
よ
り
大
局
的
戦
略
眼
や
外
交
的
な
駆
け
引

き
が
、
古
来
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
寓
話
部

分
の
前
後
も
併
せ
読
む
こ
と
に
よ
り
、
背
景
を
知

り
理
解
が
深
ま
れ
ば
、
生
徒
た
ち
の
興
味
を
よ
り

喚
起
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
例
え
ば
、

「
漁
父
之
利
」
の
類
話
と
し
て
、
同
じ
『
戦
国
策
』

の
中
に
は
、「
犬
兎
之
争
」「
田
父
之
功
」（
斉
策
）

が
見
出
せ
ま
す
。比
較
し
て
み
る
の
も
一
案
で
す
。

　

北
原
白
秋
作
詞
・
山
田
耕
筰
作
曲
の
唱
歌
「
待

ち
ぼ
う
け
」（
一
九
二
四
年
発
表
）
が
『
韓
非
子
』

の
儒
家
批
判
を
意
図
し
た
「
守
株
」
に
ち
な
ん
で

い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
ほ
と
ん
ど
の

高
校
生
に
は
、
と
っ
く
に
な
じ
み
の
な
い
歌
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
望
む
ら
く
は
、
意
味
が
分
か

ら
ず
と
も
、
幼
時
か
ら
唱
歌
に
触
れ
、
文
語
調
に

接
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
正
し
い
日
本
語
理
解
の

一
助
と
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　
「
待
ち
ぼ
う
け
待
ち
ぼ
う
け
／
あ
る
日
せ
っ
せ

と
野
良
稼
ぎ
／
そ
こ
へ
兎
が
と
ん
で
出
て
／
こ
ろ

り
こ
ろ
げ
た
木
の
根
っ
こ
」（
以
下
五
番
ま
で
続

く
）。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、ひ
と
節
歌
っ
て
か
ら
、

私
は
「
株
」
字
の
解
に
つ
い
て
問
題
を
提
起
し
ま

す
。
一
般
的
に
は
「
切
り
株
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
す

が
、
陸
師
成
主
編
『
辞
彙
』
と
い
う
字
書
に
は
、

「
木
の
根
っ
こ
の
地
上
に
出
た
部
分
」（「
生
在
土

地
上
面
的
木
根
。」）
と
説
明
し
て
い
ま
す
。「
株
」

が
地
表
に
出
た
部
分
、「
根
」
が
地
中
に
あ
る
部

分
で
、
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
文
字
と
い
う
わ
け
で

す
。
白
秋
の
「
木
の
根
っ
こ
」
と
い
う
歌
詞
は
、

十
分
妥
当
性
を
有
す
る
解
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

時
に
は
私
も
、
下
手
を
承
知
で
黒
板
に
ウ
サ
ギ

と
「
株
」
の
画
を
描
き
ま
す
が
、
予
め
生
徒
た
ち

に
自
由
に
描
か
せ
て
お
い
て
か
ら
説
明
を
加
え
る

と
い
う
や
り
方
も
、
初
期
の
段
階
で
は
有
効
な
指

導
法
か
と
思
い
ま
す
。
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教
科
書
の
最
初
に
故
事
成
語
が
置
か
れ
て
い
ま

す
。
生
徒
の
興
味
を
ひ
く
導
入
に
は
、
ど
ん
な
ア
イ

デ
ィ
ア
が
考
え
ら
れ
ま
す
か
？

Q
故
事
成
語
に
よ
る
導
入
の
し
か
た
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二
〇
一
九
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
「
国
語
」
漢
文
の
分
析
と
指
導

北き
た

　
澤ざ
わ

　
紘こ
う

　
一い
ち

（
代
々
木
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）

!

概
要
と
本
文
の
要
旨

　
二
〇
一
九
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
「
国
語
」
漢
文
は
、
盛
唐
の
詩
人
・

杜
甫
が
叔
母
の
死
を
悼
ん
で
書
い
た
文
章
か
ら
の
出
題
で
あ
る
。
杜
甫

（
七
一
二
〜
七
七
〇
）
は
、
字あ
ざ
なは
子し

美び

、
号
は
少
陵
野
老
・
杜
陵
布
衣
等
、

「
詩
聖
」
と
呼
ば
れ
、「
詩
仙
」
李
白
と
並
ぶ
、
中
国
文
学
史
上
最
高
の

詩
人
で
あ
る
。
彼
の
詩
文
は
、
日
本
文
化
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

　
本
文
の
字
数
は
一
八
五
字
で
、
前
年
度
よ
り
二
字
減
少
し
た
が
、
セ

ン
タ
ー
漢
文
本
文
と
し
て
は
標
準
的
な
長
さ
。
設
問
数
は
七
問
、
マ
ー

ク
数
は
八
個
で
、
設
問
数
は
前
年
度
よ
り
一
問
増
加
し
た
が
、
マ
ー
ク

数
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
一
七
年
度
ま
で
数
年
間
随
筆
か
ら
の
出
題
が
続

い
て
い
た
が
、
一
八
年
度
は
史
伝
（
歴
史
書
）、
本
年
度
は
入
試
漢
文

の
出
典
と
し
て
は
珍
し
い
追
悼
文
か
ら
の
出
題
と
な
っ
た
。

　
本
文
で
杜
甫
は
、
ま
ず
幼
少
期
に
叔
母
よ
り
大
恩
を
受
け
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
挙
げ
て
、「
義
」
と
い
う
諡
お
く
り
な（

生
前
の
事
績
を
評
価
し
て
与
え

る
呼
び
名
）
を
つ
け
た
こ
と
を
明
か
し
、
次
い
で
叔
母
を
賢
女
・
魯
の

義
姑
に
な
ぞ
ら
え
、
最
後
に
無
韻
の
碑
銘
で
結
ん
で
い
る
。
本
文
冒
頭

が
読
み
に
く
い
が
、
注
を
参
照
す
れ
ば
大
意
を
取
る
こ
と
は
で
き
る
。

設
問
は
、
入
試
漢
文
と
し
て
標
準
的
な
形
式
・
内
容
・
難
易
度
で
あ
り
、

受
験
者
の
学
習
の
成
果
が
成
績
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
思
う
。

!

設
問
の
解
説

【
問
１
】
二
重
傍
線
部
ア
「
対
」・
イ
「
乃
」
の
意
味
問
題

　
ア
「
対
」
を
動
詞
に
用
い
た
場
合
、「
た
い
ス
」
と
読
ん
で
「
対
応

す
る
」「
対
面
す
る
」「
対
陣
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
、「
こ
た
フ
」
と

読
ん
で
「
答
え
る
」「
お
答
え
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
。「
こ
た

フ
」
は
、
多
く
の
場
合
、
本
文
の
よ
う
に
「
対ヘ
テ
曰ハ
ク」
と
直
後
に
「
曰ハ
ク」

を
伴
い
、
目
下
の
者
が
目
上
の
者
の
質
問
に
答
え
る
際
に
用
い
る
。
本

文
で
は
、
杜
甫
が
「
或
あ
る
ひ
と」

の
質
問
に
③
「
こ
た
え
て
」、
幼
少
期
に
叔

母
か
ら
受
け
た
恩
に
報
い
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
イ
「
乃
」
は
、「
す
な
は
チ
」
と
読
み
、「
そ
こ
で
」「
や
っ
と
」「
か

え
っ
て
」「
な
ん
と
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
。
正
答
は
④
「
や
っ
と
」

で
あ
る
が
、
①
「
す
ぐ
に
」
と
い
う
誤
答
が
多
く
見
ら
れ
た
。「
乃
」
と

同
じ
く
「
す
な
は
チ
」
と
読
み
、「
す
ぐ
に
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
漢
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字
は
、「
即
」「
便
」
等
で
あ
る
。
一
般
的
に
「
即
」「
便
」
は
前
後
が

す
ん
な
り
つ
な
が
る
際
に
用
い
る
の
に
対
し
て
、「
乃
」
は
前
に
書
か

れ
た
内
容
を
条
件
と
し
て
、
紆
余
曲
折
を
経
て
後
の
内
容
を
導
く
際
に

用
い
る
。
本
文
で
は
、
杜
甫
が
後
年
④
「
や
っ
と
」、
幼
少
期
病
時
に

叔
母
が
し
て
く
れ
た
こ
と
の
顛
末
を
使
用
人
か
ら
聞
い
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
②
「
い
つ
も
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
漢
字
に
は
「
常ニ
」、
③

「
こ
と
ご
と
く
」
に
は
「
尽
こ
と
ご
と
ク」「

悉
こ
と
ご
と
ク」、

⑤
「
く
わ
し
く
」
に
は
「
具
つ
ぶ
さ
ニ」

等
が
あ
る
。
重
要
漢
字
の
読
み
だ
け
で
な
く
、
意
味
・
用
法
に
対
す
る

理
解
を
深
め
た
い
。

【
問
２
】
傍
線
部
Ａ
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
状
況
を
問
う
問
題

　
傍
線
部
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
・
杜
甫
の
状
況
を
問
う
設
問
で
あ
る

が
、
導
入
文
と
本
文
傍
線
部
ま
で
と
が
理
解
で
き
れ
ば
解
答
で
き
る
。

「
奚
」
は
「
何
」
に
同
じ
。
こ
こ
で
は
「
ど
う
し
て
─
か
」
と
い
う
疑

問
を
形
成
し
て
い
る
。「
孝
義
」
は
「
孝
行
」
に
置
き
換
え
て
よ
い
。

「
若
」
は
、「
も
シ
」（
も
し
─
な
ら
ば
）「
ご
と
シ
」（
─
の
よ
う
だ
）「
な

ん
ぢ
」（
お
前
）「
し
ク
」（
及
ぶ
・
匹
敵
す
る
）
等
の
読
み
・
意
味
を
持

つ
重
要
漢
字
。
漢
文
で
は
「
わ
か
シ
」（
わ
か
い
）
と
い
う
読
み
・
意

味
は
な
い
。
傍
線
部
の
よ
う
に
直
後
に
「
此
」
を
伴
っ
て
い
れ
ば
、

「
若
レ

此
」
二
字
で
「
か
ク
ノ
ご
と
シ
」
と
読
み
、「
こ
の
よ
う
で
あ

る
」「
こ
の
通
り
だ
」
と
い
う
指
示
語
を
作
る
。
傍
線
部
は
「
ど
う
し

て
孝
行
に
つ
と
め
る
こ
と
が
こ
の
通
り
な
の
か
」
→
「
ど
う
し
て
こ
ん

な
に
も
孝
行
を
尽
く
し
て
い
る
の
か
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
①

［
問
題
文
］

嗚あ
　

呼あ
　

哀シ
イ　

哉か
な

。有リ
二

兄ノ
　

子
一

曰フ
レ

甫ト

、制シ
二

服ヲ
　

於
　

斯こ
こ
ニ一、紀し
る
シ二�

徳ヲ
　

於
　

斯ニ一、刻き
ざ
ム二
石ニ
　

於
　

斯ニ一。或あ
る
ひ
と　
曰ハ

ク、「
豈ニ
　

孝
　

童
　

之
　

猶
　
子ナ

ル　

与か

、�

奚な
ん
ゾ　

孝
　

義
　

之
　

勤ム
ル・コ
ト若キ
トレ

此ク
ノ。」甫

　

泣キ
テ　

而
　

対
　

曰ハ
ク、「
非ザ

ル二

敢ヘ
テ　

当タ
ル
ニ

一レ

是レ
ニ　

也
、亦タ
　

為ス
レ
報ユ

ル
ヲ　

也
。甫
　
昔
　
臥ふ

シ
二
病ニ
　
於
　
我ガ
　

諸し
よ

　

姑こ
ニ一、姑

　

之
　�

子
　

又
　

病ム

。問へ
バ二

女ぢ
よ

　

巫ふ
ニ一、巫

　

曰ハ
ク、『
処
　

楹
　

之
　

東
　

南
　

隅
　

者
　

吉
。』姑
　

遂ニ
　

易か
へ二

子
　

之
　

地ヲ
一

以テ
　

安ン
ズレ

我ヲ

。我
　

用も
つ
テレ

是レ
ヲ　

存シ

、而シ
テ　

姑
　

之
　

子
　

卒
し
ゆ
つ
ス。後ニ

　

乃
　

知ル
二

之ヲ
　

於
　

走
　

使ヨ
リ一。甫

　

嘗か
つ
テ　

有リ
レ

説ク
コ
トニ�

於
　
人ニ一、客
　

将ま
さ
ニレ
出ダ

サ
レ

ン
ト

涕な
み
だ、ヲ

感ズ
ル　

者こ
と

　

久シ
ク
シレ
之ヲ

、相ヒ
　
与ニ
　

定メ
レ
諡お

く
り
な・ヲ

曰フ
トレ
義ト

。」

君
　

子
　

以お

　も　

為へ
ラ
ク　

魯ろ
ノ　

義
　

姑ナ
ル　

者ハ

、遇ヒ
二

暴
　

客ニ
　

於
　

郊ニ
一、抱キ
二

其ノ

所ヲ
一レ
携ヘ

ル、棄テ
ニ

其ノ
　

所ヲ
一レ
抱ク

、以テ
　

割た
ツ
ト二

私
　

愛ヲ
一。県
　

君
　

有リ
レ

焉こ
れ

。

是こ
こ
ヲ　

以テ
　

挙ゲ
二

茲こ
ノ

　
一　
隅ヲ
一、昭あ

き
ら二
カ
ニ
ス彼か
ノ　

百
　

行ヲ
一。銘シ

テ　

而
　

不
レ

韻セ

、蓋シ
　

情
　

至レ
バ　

無
シレ

文
。其ノ
　

詞
こ
と
ば
ニ　

曰ハ
ク「
嗚
　

呼
、有
　

唐ノ
　

義
　

姑
、京
　

兆
　

杜
　

氏
　

之
　

墓
。」

�

（『
杜と

詩し

詳し
よ
う
註ち
ゆ
う』に
よ
る
）

A

ア

B

C

D

イ

Ｅ
Ｆ
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「
杜
甫
は
若
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
③
「
若
い
杜
甫
は
」
は
、
傍
線
部

中
の
「
若
」
を
「
若
い
」
と
し
て
お
り
誤
り
。
④
は
「
孝
行
を
尽
く
し

て
い
な
い
」
が
誤
り
。
⑤
は
「
正
義
感
が
強
い
」「
困
窮
し
た
」
が
余

計
で
あ
る
。
正
解
は
②
「
実
の
母
で
も
な
い
叔
母
に
対
し
、
孝
行
を
尽

く
し
て
い
る
」。

【
問
３
】
傍
線
部
Ｂ
の
理
由
説
明
問
題

　
傍
線
部
の
直
後
の
「
亦タ�
為ス
レ
報ユ
ル
ヲ

�

也
」
に
注
目
す
る
。「
報ユ
」
は
「
お

返
し
す
る
」「
仕
返
し
す
る
」
と
い
う
意
味
、
現
代
語
の
「
報
い
る
」

と
同
じ
で
あ
る
。
導
入
文
に
「
杜
甫
は
幼
少
期
に
、
こ
の
叔
母
に
育
て

て
も
ら
っ
て
い
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
「
育
て
て
く
れ
た
叔

母
に
報
い
る
」
＝
「
恩
返
し
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
を
反
映
し
た
選
択
肢
は
、
⑤
「
自
分
を
養
育
し
て
く
れ
た
叔

母
に
感
謝
し
、
そ
の
善
意
に
応
え
て
い
る
だ
け
だ
」
し
か
な
い
。
他
の

選
択
肢
で
は
③
に
「
恩
返
し
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
紛
ら
わ
し
い
が
、

「
生
前
の
叔
母
の
世
話
を
し
て
い
た
」
が
誤
り
で
あ
る
。

　
な
お
「
亦
」
は
、
直
前
に
送
り
仮
名
「
モ
」
を
伴
う
こ
と
が
多
い
こ

と
か
ら
、「
モ
ま
タ
」
と
覚
え
ら
れ
て
い
る
漢
字
で
あ
る
。「
亦
」
の
基

本
的
な
意
味
は
、「
や
は
り
」「
同
様
に
」。
こ
の
字
に
注
目
し
て
、
言

葉
を
補
っ
て
「
亦タ�

為ス
レ
報ユ
ル
ヲ

��

也
」
を
解
釈
す
れ
ば
、「
叔
母
が
手
厚
く

育
て
て
く
れ
た
の
と
同
様
に
、
私
も
手
厚
く
叔
母
に
孝
行
を
尽
く
し
喪

を
弔
う
の
で
あ
る
」
と
な
る
。

【
問
４
】
傍
線
部
Ｃ
・
白
文
の
書
き
下
し
文
と
解
釈
と
の
組
合
せ
問
題

　
セ
ン
タ
ー
漢
文
に
お
け
る
白
文
問
題
の
定
番
は
、
返
り
点
と
書
き
下

し
文
と
の
組
合
せ
で
あ
る
が
、
本
年
度
は
書
き
下
し
文
と
解
釈
と
の
組

合
せ
で
あ
る
。
例
年
の
各
選
択
肢
の
返
り
点
は
、
書
き
下
し
文
に
合
わ

せ
て
付
け
ら
れ
て
お
り
、
解
答
に
は
必
要
が
な
か
っ
た
。

　
傍
線
部
中
の
「
者
」
は
、
こ
の
字
ま
で
で
一
つ
の
句
を
形
成
す
る
機

能
を
持
つ
。
白
文
中
に
「
者
」
が
あ
れ
ば
、「
─
者
、
〜
」
と
こ
の
字

の
直
後
に
読
点
を
打
っ
て
み
て
、
各
選
択
肢
が
「
者
」
ま
で
を
一
句
に

読
め
て
い
る
か
を
確
認
す
る
と
よ
い
。
今
回
は
、
全
選
択
肢
が
「
─
者

は
吉
な
り
」
と
な
っ
て
お
り
、「
者
」
で
選
択
肢
を
絞
る
こ
と
が
で
き

な
い
。「
之
」
は
、「
こ
れ
」「
こ
ノ
」（
指
示
語
）「
の
」（
─
の
・
─
が
）

「
ゆ
ク
」（
行
く
）
等
の
読
み
・
意
味
を
持
つ
重
要
漢
字
。
一
般
的
に
、

指
示
語
の
場
合
は
直
前
に
動
詞
を
（
動
詞
＋
之
）、「
の
」
の
場
合
は
直

前
に
体
言
を
（
体
言
＋
之
）、「
ゆ
ク
」
の
場
合
は
直
後
に
目
的
地
を
表

す
語
（
之
＋
目
的
地
）
を
伴
う
が
、
今
回
、
こ
の
字
で
も
選
択
肢
を
絞

る
こ
と
は
難
し
い
。
②
「
楹は
し
らに

処
り
て
」（
直
訳
す
れ
ば
「
柱
に
居
て
」）

が
不
適
切
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
、
書
き
下
し
文
部
分
で
の
判
断
は
受

験
生
に
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
文
脈
か
ら
解
釈
部
分
を
検
討
す
る
。
傍
線

部
直
後
に
「
姑
遂ニ�

易か
へ

二
子
之
地ヲ
一
以テ�

安ン
ズレ

我ヲ
」（
叔
母
は
自
分
の
子
の
場
所

を
換
え
て
私
を
安
置
し
た
」＝「
運
気
が
良
い
場
所
に
移
し
た
」）
と
あ
る
が
、

柱
に
関
し
て
は
何
ら
手
を
下
し
て
は
い
な
い
。
①
「
柱
を
処
分
す
る
」

④
「
柱
を
家
の
東
南
側
に
立
て
る
」
⑤
「
柱
に
手
を
加
え
て
」
は
誤
り
。
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正
解
は
③
「
楹
の
東
南
隅
に
処
る
者
は
吉
な
り
」（
柱
の
東
南
側
に
い
る

と
、
運
気
が
よ
く
な
り
ま
す
）。

【
問
５
】
傍
線
部
Ｄ
の
内
容
説
明
問
題

　
ポ
イ
ン
ト
は
、
傍
線
部
「
我
用も
つ
テレ
是レ
ヲ�

存シ
」
の
指
示
語
「
是
」
の
指
示

内
容
と
、「
姑
之
子�
卒
し
ゆ
つ
ス」
の
「
卒
」
の
意
味
で
あ
る
。「
卒
」
に
は
、「
そ

つ
」（
兵
士
・
し
も
べ
）「
を
ハ
ル
」「
を
フ
」（
終
わ
る
・
終
え
る
）「
つ
ひ

ニ
」（
結
局
・
と
う
と
う
）「
に
は
カ
ニ
」（
に
わ
か
に
・
不
意
に
）「
し
ゆ
つ

ス
」（
死
ぬ
）
等
の
読
み
・
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
は
「
し
ゆ
つ
ス
」
と
読

ん
で
い
る
の
で
、
叔
母
の
子
は
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
②
「
叔
母
の
子

は
重
病
と
な
っ
た
」
③
「
病
気
も
治
っ
た
」
④
「
回
復
し
た
」
は
誤
り
。

①
「
命
を
落
と
し
た
」
⑤
「
犠
牲
に
な
っ
た
」
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。

傍
線
部
直
前
に
は
「
姑
遂ニ�

易か
へ

二
子
之
地ヲ
一
以テ�
安ン
ズレ
我ヲ
」
と
あ
り
、
指
示
語

「
是
」
は
こ
こ
を
指
し
て
い
る
。
⑤
「
叔
母
が
寝
場
所
を
移
し
て
く
れ
た
」

が
正
解
。
①
「
女
巫
の
お
祓は
ら

い
を
受
け
た
」
は
本
文
に
な
い
。

【
問
６
】
傍
線
部
Ｅ
の
内
容
説
明
問
題

　
傍
線
部
「
県
君
有リ
レ
焉こ
れ

。」
の
「
焉
」
は
、
文
末
に
置
か
れ
た
場
合
、

「
こ
れ
」「
こ
こ
」（
指
示
語
）
と
置
き
字
（
断
定
・
感
嘆
等
を
表
す
）
の
用
法

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
有リ
レ
焉こ
れ

」
と
訓
点
・
振
り
仮
名
が
付
け
ら
れ
て
お

り
、
指
示
語
に
読
ん
で
い
る
。
傍
線
部
直
前
に
魯
の
義
姑
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
紹
介
さ
れ
、「
以テ�

割た
ツ

二
私
愛ヲ
一
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
指
示
語
「
焉
」
は

こ
こ
を
指
し
て
い
る
。
叔
母
に
は
「
私
愛
を
断
つ
」
と
い
う
美
徳
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
②
「
私
情
を
断
ち
切
っ
て
甥
の
杜
甫
を
救
っ
た
」
が
正
解
。

【
問
７
】
傍
線
部
Ｆ
の
内
容
説
明
問
題

　
形
式
的
に
は
傍
線
部
の
内
容
説
明
問
題
で
あ
る
が
、
本
文
全
体
の
内

容
把
握
を
試
す
意
図
を
含
む
設
問
で
あ
る
。「
蓋シ�

情
至レ
バ�

無シ
レ

文
」
の

「
文
」
は
、「
あ
や
」「
文
飾
」「
飾
り
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
杜
甫
は
、

韻
を
踏
ま
な
い
銘
に
つ
い
て
、
感
情
が
極
ま
れ
ば
文
飾
な
ど
施
さ
な
い
、

と
述
べ
て
い
る
。
③
「
う
わ
べ
を
飾
る
の
で
は
な
く
、
真
心
の
こ
も
っ
た

こ
と
ば
を
捧
げ
よ
う
と
し
た
」
が
正
解
。
誤
答
⑤
が
多
い
が
、「
あ
ら
ゆ

る
美
点
を
書
き
つ
ら
ね
て
」
が
誤
り
。
ま
た
、「
韻
は
割
愛
し
て
で
き
る
だ

け
短
く
」
と
あ
る
が
、
韻
を
割
愛
し
て
も
文
が
短
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

!

予
想
と
対
策

　
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
開
始
を
二
年
後
に
控
え
、
セ
ン
タ
ー
試
験
か

ら
新
テ
ス
ト
へ
の
橋
渡
し
的
な
問
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
た

が
、
本
年
度
の
セ
ン
タ
ー
試
験
の
漢
文
は
、
内
容
・
形
式
と
も
に
従
来

の
セ
ン
タ
ー
試
験
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
来
年
度
お
よ
び
新
テ

ス
ト
で
は
、
読
後
感
を
問
う
な
ど
傍
線
部
を
持
た
な
い
設
問
、
漢
文
に

由
来
し
現
代
の
言
語
文
化
を
形
成
す
る
漢
字
・
語
句
・
定
型
表
現
・
漢

詩
・
故
事
成
語
の
正
確
な
知
識
を
求
め
る
設
問
の
出
題
が
予
想
さ
れ
る
。

傍
線
部
だ
け
を
見
て
選
択
肢
を
使
っ
て
解
答
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
は
な

く
本
文
を
自
力
で
読
解
す
る
力
や
、
漢
字
・
語
句
の
読
み
を
覚
え
る
だ

け
で
は
な
く
用
法
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
正
し
い
理
解
が
必
要
に
な
る
。

教
員
に
は
よ
り
一
層
高
い
国
語
力
・
漢
文
力
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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木
村
秀
次 

著

『
身
近
な
漢
語
を
め
ぐ
る
』

四
六
判
・
並
製
・
二
四
〇
頁
・

本
体
二
、二
〇
〇
円
＋
税
　
大
修
館
書
店

　
「
漢
語
」
は
、
通
常
の
小
型
の
国
語
辞
典
で
見

出
し
語
の
半
数
に
及
ぶ
と
い
う
。
私
達
の
日
常
生

活
は
「
言
葉
の
伝
達
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
。
伝
達
は
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
両
面
が

存
す
る
が
、
共
に
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
」
で
な
さ

れ
て
い
る
。
当
然
漢
字
・
漢
語
は
身
近
で
重
要
な

役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
本
書
の
内
容
は
、
Ⅰ

「
読
み
の
す
が
た
」
Ⅱ
「
意
味
の
う
ご
き
」
Ⅲ

「
表
現
の
は
た
ら
き
」
Ⅳ
「
文
明
と
の
か
か
わ
り
」

の
四
部
か
ら
成
る
。

Ⅰ　

常
用
漢
字
表
中
の
字
音
語
の
多
さ
に
驚
か
さ

れ
る
。
具
体
的
に
字
音
語
を
示
し
、
誕
生
の
理

由
・
背
景
・
過
程
を
確
か
な
資
料
を
用
い
て
詳
述

す
る
。
同
一
の
漢
語
で
も
、
出
自
・
用
い
ら
れ
た

時
代
・
地
域
に
よ
っ
て
読
み
か
た
が
異
な
る
場
合

を
示
す
。
お
と
ぎ
話
の
「
桃
太
郎
」
の
「
お
ば
あ

さ
ん
は
川
へ
洗
濯
に
」
の
「
洗
濯
」
は
、
全
国
各

地
で
ど
の
よ
う
な
発
音
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
、
と
興
味
の
あ
る
提
言
も
あ
る
。

Ⅱ　

使
用
頻
度
の
多
い
一
字
の
漢
語
で
も
、
そ
の

意
味
の
判
断
に
は
慎
重
を
要
す
る
と
説
く
。「
亡

命
」
の
命
、「
泥
酔
」
の
泥
の
意
味
な
ど
は
吟
味

が
必
要
と
。
共
に
確
か
な
出
自
を
持
つ
「
遠
慮
」

「
我
慢
」
の
漢
語
は
、
日
本
で
独
自
の
意
味
の
変

化
が
生
じ
た
。
変
化
し
た
理
由
・
時
代
・
過
程
・

結
果
を
詳
密
な
資
料
を
用
い
て
丁
寧
な
論
究
が
試

み
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
遠
慮
」
に
つ
い
て
は
、

日
本
人
の
知
恵
で
あ
ろ
う
か
、
読
み
方
の
ア
ク
セ

ン
ト
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
、
日
・
中
の
意
味
を

両
立
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。

Ⅲ　

漢
語
（
漢
語
的
も
含
む
）
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、

同
じ
語
根
を
重
ね
る
（
畳
語
）
型
の
も
の
が
多
い
。

漢
字
表
記
と
仮
名
表
記
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
を
、

斎
藤
茂
吉
・
三
好
達
治
・
室
生
犀
星
の
作
品
を
通

し
て
綿
密
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。「
厳
か
で
敬
虔

な
さ
ま
」
を
表
す
擬
態
語
の
「
粛
粛
」
が
日
本
で

一
時
期
、
一
部
の
人
々
の
間
で
誤
用
さ
れ
、
本
来

の
意
味
が
失
わ
れ
た
。
引
用
に
は
万
人
共
通
で
正

確
な
意
味
の
理
解
が
前
提
条
件
と
な
る
。
四
字
熟

語
は
漢
文
の
四
言
の
リ
ズ
ム
を
基
調
と
す
る
が
、

二
字
の
漢
語
を
日
本
で
結
び
合
わ
せ
た
も
の
、
一

部
を
変
更
し
た
も
の
な
ど
和
製
の
漢
語
も
か
な
り

多
い
。
た
と
え
を
表
す
複
合
語
に
つ
い
て
具
体
的

に
「
柳
眉
・
蛾
眉
」「
蜂
起
」「
蛇
行
」
を
示
し
て
、

分
類
を
試
み
る
な
ど
論
究
さ
れ
て
い
る
。

Ⅳ　

中
国
製
の
「
沸
騰
」
は
中
国
で
は
さ
ま
ざ
ま

な
比
喩
的
転
義
を
生
じ
て
い
た
。
日
本
の
蘭
学
史

料
で
は
自
然
科
学
上
の
術
語
と
さ
れ
、
明
治
期
の

化
学
書
に
受
け
継
が
れ
、
更
に
日
常
生
活
で
の

「
物
価
の
沸
騰
」「
人
気
が
沸
騰
」
と
い
う
比
喩
的

用
法
へ
と
変
化
し
た
。
ま
た
、「
蒸
発
」
は
蘭
学

者
の
造
語
で
科
学
用
語
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
時

期
か
ら
比
喩
的
に
「
人
が
突
然
い
な
く
な
る
」
意

味
も
表
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
な
っ
た
理
由
・

転
化
し
た
時
期
が
判
明
で
き
る
多
く
の
例
文
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。
読
者
独
自
の
判
断
も
可
能
か
？

　

本
書
は
堅
苦
し
く
な
り
が
ち
な
漢
語
に
関
す
る

内
容
を
柔
ら
か
な
文
体
で
親
し
み
や
す
く
書
か
れ

て
い
る
。
随
所
に
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
、
ど
こ
か
ら

で
も
読
み
始
め
ら
れ
る
。
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
毎
に

漢
語
に
つ
い
て
の
不
明
・
疑
問
な
ど
を
解
消
さ
せ

て
く
れ
る
。
活
字
離
れ
が
云
々
さ
れ
る
現
今
、
若

い
世
代
に
薦
め
た
い
。

�

（
若
林
力
・
元
東
京
成
徳
短
期
大
学
）
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秋
岡
英
行
、
垣
内
智
之
、
加
藤
千
恵 

著

〈
あ
じ
あ
ブ
ッ
ク
ス
〉

『
煉
丹
術
の
世
界
─
不
老
不
死
へ
の
道
』

四
六
判
・
並
製
・
二
六
四
頁
・

本
体
一
、八
〇
〇
円
＋
税
　
大
修
館
書
店

　
「
煉
丹
術
」
と
は
不
老
不
死
の
薬
で
あ
る
「
丹
」

を
煉
成
す
る
方
法
で
あ
り
、
中
国
に
お
い
て
、
不

老
不
死
の
神
仙
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
道
教
の
術

と
し
て
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
煉
丹
術
は
大
き

く
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
鉱
物
を
主

原
料
と
し
た
丹
薬
、
特
に
丹
砂
（
硫
化
水
銀
）
を

熱
し
て
抽
出
し
た
水
銀
と
鉛
と
を
化
合
さ
せ
て
作

り
出
し
た
丹
薬
を
服
用
す
る
「
外
丹
」、
も
う
ひ

と
つ
は
自
分
の
体
内
を
あ
り
あ
り
と
イ
メ
ー
ジ
し

な
が
ら
身
体
に
あ
る
陰
陽
の
気
を
巡
ら
せ
て
丹
薬

を
煉
成
す
る
「
内
丹
」
で
あ
る
。

　

と
、
こ
こ
で
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
。

「
鉱
物
？ 

水
銀
？ 

呑
む
の
？ 

危
な
く
な
い
？
」

「
体
内
で
薬
を
作
る
？ 

気
を
巡
ら
せ
て
？ 

怪
し

く
な
い
？
」
と
。
も
ち
ろ
ん
危
な
い
し
怪
し
い
と

言
え
ば
怪
し
い
。
実
際
、
唐
代
に
は
何
人
も
の
皇

帝
が
丹
薬
の
毒
に
中あ
た

っ
て
死
ん
で
い
る
し
、
内
丹

の
理
論
に
は
処
女
と
男
の
赤
ん
坊
が
交
わ
る
な
ん

て
不
謹
慎
な
イ
メ
ー
ジ
も
出
て
く
る
。
で
も
待
っ

て
ほ
し
い
。
い
く
ら
現
代
の
我
々
の
目
に
非
科
学

的
で
荒
唐
無
稽
な
迷
信
の
よ
う
に
見
え
た
と
し
て

も
、
こ
れ
ら
が
長
き
に
渉
り
広
く
信
じ
ら
れ
て
き

た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
の
目
に
は
首
尾

一
貫
し
た
論
理
が
見
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の

だ
か
ら
。「
な
ぜ
彼
ら
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の

か
」。
い
っ
た
ん
現
代
の
思
考
と
い
う
メ
ガ
ネ
を

外
し
て
当
時
の
思
考
と
い
う
メ
ガ
ネ
に
掛
け
替
え

て
み
れ
ば
そ
こ
に
は
き
っ
と
新
た
な
風
景
が
見
え

る
は
ず
で
、
そ
れ
は
ま
た
歴
史
研
究
に
お
い
て
絶

対
に
必
要
な
態
度
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。

　

本
書
は
、
世
界
の
道
教
学
を
牽
引
す
る
中
堅
の

研
究
者
三
名
に
よ
る
煉
丹
術
の
解
説
書
で
あ
る
。

第
一
章
の
「
煉
丹
術
入
門
」
で
は
煉
丹
術
の
歴
史

と
原
理
が
分
か
り
や
す
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
第

二
章
の
「
煉
丹
術
の
経
典
を
読
む
」
で
は
道
教
経

典
の
中
で
も
と
り
わ
け
難
解
と
さ
れ
る
煉
丹
術
経

典
の
内
容
が
詳
細
か
つ
平
易
な
言
葉
で
解
説
さ
れ

て
い
る
。
な
ぜ
難
解
な
の
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
ら

煉
丹
術
の
多
く
は
秘
技
で
あ
る
た
め
、
経
典
の
文

章
は
様
々
な
譬
喩
と
韻
文
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
「
意

味
す
る
と
こ
ろ
」
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
学

生
時
代
か
ら
の
同
学
で
あ
る
著
者
ら
は
長
年
の
学

習
と
研
究
を
基
礎
に
さ
ら
に
七
年
も
の
歳
月
を
か

け
て
経
典
を
精
読
し
議
論
を
重
ね
、
そ
の
「
意
味

す
る
と
こ
ろ
」
を
読
み
解
い
て
い
っ
た
。
そ
の
点

で
本
書
は
一
般
の
読
者
に
と
っ
て
読
み
や
す
い
道

教
の
入
門
書
で
あ
る
と
同
時
に
専
門
家
に
と
っ
て

も
看
過
で
き
な
い
新
説
の
宝
庫
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
道
教
の
み
な
ら
ず
、
中
国
の
「
気
」
の
思

想
、
陰
陽
五
行
論
、
中
国
医
学
や
漢
方
、
あ
る
い

は
東
洋
の
身
体
論
や
武
術
な
ど
に
興
味
の
あ
る
人

に
と
っ
て
も
、
本
書
は
恰
好
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と

な
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
煉
丹
術
は
ま
さ
に

中
国
思
想
の
核
心
と
も
言
え
る
「
気
」
の
理
論
を

縦
横
に
駆
使
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
こ

れ
ら
の
分
野
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ

る
の
だ
か
ら
。「
心
臓
は
火
の
気
に
属
し
易
で
は

離
卦
に
相
当
す
る
。
離
卦
の
中
爻
の
陰
を
腎
臓
坎

卦
の
中
爻
の
陽
と
交
合
さ
せ
る
」。
今
こ
れ
が
何

の
こ
と
か
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
も
、
本
書
を
ひ

も
と
け
ば
そ
の
核
心
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
理
解
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。

 

（
池
平
紀
子
・
京
都
産
業
大
学
講
師
）
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木
之
内
誠
、
平
石
淑
子
、
大
久
保
明
男
、
橋
本
雄
一 

著

『
大
連
・
旅
順
歴
史
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
』

Ａ
５
判
・
上
製
・
二
〇
八
頁
・

本
体
三
〇
〇
〇
円
＋
税　

大
修
館
書
店

　

ま
ず
、
大
連
に
関
す
る
拙
文
の
紹
介
か
ら
。

「
大
連
─
─
失
わ
れ
た
故
郷
。
こ
う
な
る
と
郷
愁

は
一
層
哀
切
な
響
き
を
奏
で
て
不
思
議
は
な
い
。

加
え
て
、
私
の
場
合
、
故
郷
の
喪
失
は
両
親
の
喪

失
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。」

　

こ
れ
は
拙
著
『
大
連
・
桃
源
台
の
家
─
─
昭
和

十
九
〜
二
十
年
─
─
』（
一
九
九
七
年
刊
）
の
一

節
で
、
大
連
嶺れ
い

前ぜ
ん

小
学
校
同
窓
会
の
会
報
「
嶺

前
」
の
最
終
号
（
第
三
六
号
）
に
転
載
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
最
終
号
に
は
「
さ
よ
う
な
ら
、

嶺
前
！
」
と
銘
打
っ
た
会
員
の
「
一
〇
〇
字
メ
ッ

セ
ー
ジ
」
が
あ
り
、
一
二
〇
名
の
会
員
の
〝
同
窓

会
追
悼
〟
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
載
っ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
〝
心
の
内
な
る
大
連
嶺
前
小
学
校
〟
へ
の
惜

別
の
辞
で
あ
る
。「
大
連
嶺
前
小
学
校
」
自
体
は

一
九
四
五
年
の
終
戦
と
同
時
に
姿
を
消
し
た
。　

　

こ
の
春
刊
行
さ
れ
た
本
書
の
「
地
図
編
」
に
は

か
つ
て
の
大
連
の
地
名
、
町
名
、
建
物
等
が
分
か

り
や
す
く
朱
書
し
て
あ
る
。
こ
れ
は
あ
り
が
た
い
。

地
図
上
で
日
本
時
代
の
大
連
散
策
が
で
き
る
の
だ

か
ら
。
私
の
住
ん
だ
桃
源
台
の
家
も
明
示
さ
れ
、

「
解
説
編
」
に
は
拙
著
と
私
の
略
歴
も
記
し
て
あ

る
。
気
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
の
配
慮
で
あ
る
。

終
戦
五
〇
年
を
期
し
て
三
年
間
を
か
け
て
『
大
連

だ
よ
り
』
以
下
の
〝
大
連
三
部
作
〟
を
著
し
た
往

時
に
思
い
を
馳
せ
、
し
ば
し
感
慨
に
耽
っ
た
。
同

時
に
、
拙
著
が
本
書
の
刊
行
に
い
く
ら
か
で
も
役

立
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
嬉
し
く
感
じ
た
。　

　

大
連
が
「
失
わ
れ
た
故
郷
」
に
な
っ
た
の
は
私

一
人
だ
け
で
は
な
い
。
私
な
ど
は
消
え
ゆ
く
大
連

の
ほ
ん
の
最
後
の
数
年
間
を
掠か
す

っ
た
だ
け
で
、
大

連
の
記
憶
は
小
学
校
一
年
の
時
に
迎
え
た
終
戦
と

そ
の
後
の
ソ
連
軍
政
下
の
二
年
間
の
方
が
鮮
明
だ

が
、
戦
時
中
の
生
活
は
『
大
連
だ
よ
り
』
に
ま
と

め
た
母
の
実
家
宛
て
の
数
十
通
の
手
紙
が
詳
し
く

教
え
て
く
れ
る
。
こ
れ
ら
は
実
際
の
記
憶
以
上
に

鮮
烈
な
思
い
出
を
私
の
脳
裏
に
焼
き
付
け
て
く
れ

た
。
記
憶
は
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
手
紙
や
日
記
、

写
真
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
、
い
っ
そ
う
輝
き
を
増

す
。
か
く
し
て
幼
少
年
期
と
い
う
〝
至
福
の
黄
金

時
代
〟
が
現
出
す
る
。
前
記
の
二
〇
一
四
年
に
解

散
し
た
「
大
連
嶺
前
小
学
校
同
窓
会
」
も
大
連
で

幼
少
期
か
ら
中
学
校
ま
で
を
過
ご
し
た
人
々
に
よ

る
郷
愁
の
産
物
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
し

て
、
人
は
美
化
さ
れ
脚
色
さ
れ
た
幼
少
期
を
持
つ

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
の
人
生
の
彩
り
を
濃
く

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

今
や
大
連
を
記
憶
に
と
ど
め
て
い
る
人
は
減
少

の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
本
書
、『
大
連
・
旅

順
歴
史
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
』
を
心
底
か
ら
待
ち
望
ん

で
い
た
大
勢
の
人
々
が
す
で
に
鬼
籍
に
入
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
本
書
は
こ
れ
か
ら
未
来
を
生
き
る

人
、〝
記
憶
〟
で
は
な
く
〝
記
録
〟
に
よ
っ
て
大

連
を
知
ろ
う
と
す
る
人
々
に
捧
げ
ら
れ
た
貴
重
な

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
い
え
る
。
設
計
図
を
引
い
た
の

は
帝
政
ロ
シ
ア
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
自
分
た
ち
日
本

人
の
手
で
造
り
上
げ
、
二
五
万
人
の
日
本
人
が

四
〇
年
間
暮
ら
し
た
大
連
、
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
た

旧
満
州
へ
の
玄
関
口
・
大
連
は
、
こ
れ
か
ら
も
大
陸

の
一
大
沿
海
都
市
と
し
て
発
展
し
続
け
る
だ
ろ
う
。

　

終
わ
り
に
、
同
じ
遼
東
半
島
の
旅
順
、
金
州
も

詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

�

（
岩
下
壽
之
・
東
洋
文
化
研
究
会
会
長
）

�
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横
山
悠
太 

著

『
唐
詩
和
訓
─
─
ひ
ら
が
な
で
読
む
名
詩
100
』

四
六
判
・
並
製
・
二
四
〇
頁
・

本
体
二
、二
〇
〇
円
＋
税
　
大
修
館
書
店

　
「
唐
詩
和
訓
」─
─
聞
き
な
れ
な
い
言
葉
だ
が
、

そ
の
字
の
通
り
、
唐
代
の
漢
詩
を
和
訳
し
た
も
の

で
あ
る
。
漢
詩
の
和
訳
な
ら
、
井
伏
鱒
二
や
佐
藤

春
夫
の
訳
詩
を
思
い
出
す
が
、
横
山
悠
太
は
、
こ

れ
ま
で
に
な
い
全
く
新
し
い
和
訳
を
試
み
た
。
そ

れ
は
七
七
の
リ
ズ
ム
で
、
ひ
ら
が
な
で
訳
す
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
杜
甫
、
李
白
、
白
居
易
、

韓
愈
の
詩
か
ら
百
首
を
選
び
、
全
て
ひ
ら
が
な
、

七
七
調
で
訳
し
て
い
る
の
だ
か
ら
圧
巻
だ
。

　

漢
字
ば
か
り
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
漢
詩
も
、
ひ

ら
が
な
で
平
易
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
す
る
す

る
と
読
め
て
し
ま
う
。
音
読
し
て
み
る
と
、
柔
ら

か
い
響
き
が
心
地
よ
く
、
耳
に
優
し
く
響
い
て
く

る
。
そ
の
魅
力
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
、

白
居
易
の
「
食
筍
」
だ
ろ
う
。
そ
の
一
節
。

　
　

紫　

籜　
　
　

坼　

故　

錦

　
　
う
す
む
ら
さ
き
の　

  

か
わ
ひ
っ
ぺ
が
し

　
　

素　

肌　
　
　

擘　

新　

玉

　
　
は
だ
つ
や
や
か
な　

  

み
を
ま
っ
ぷ
た
つ

　
　

每　

日　
　
　

遂　

加　

餐

　
　
ひ
び
の
お
か
ず
は　

  

た
け
の
こ
づ
く
し

　
　

經　

時　
　
　

不　

思　

肉

　
　
い
ま
し
ば
ら
く
は　

  

に
く
も
わ
す
れ
る

春
の
筍
の
み
ず
み
ず
し
さ
と
柔
ら
か
さ
が
伝
わ
り
、

筍
を
ほ
お
ば
る
人
々
の
顔
が
目
に
浮
か
ぶ
。

　

そ
こ
で
、
学
生
た
ち
に
も
「
唐
詩
和
訓
」
に
挑

戦
さ
せ
た
い
と
思
い
つ
き
、「
食
筍
」
を
配
っ
て

音
読
さ
せ
、
こ
の
和
訓
を
参
考
に
ひ
ら
が
な
、

七
七
調
で
和
訳
を
つ
け
る
よ
う
指
示
し
た
。
漢
詩

は
、『
新
編
国
語
総
合
』（
大
修
館
書
店
）
の
中
か

ら
選
ぶ
こ
と
に
し
た
。
皆
、
思
い
思
い
に
詩
を
探

し
て
い
た
が
、
す
ぐ
に
指
折
り
数
え
て
作
り
始
め
、

か
な
り
集
中
し
て
取
り
組
み
、
一
〇
分
弱
で
全
員

が
作
り
終
え
た
。
そ
の
中
の
一
首
を
紹
介
し
よ
う
。

　
　

秋
夜
寄
丘
二
十
二
員
外　
　
　
　

韋
応
物

　
　
は
る
か
な
と
も
よ

　
　

懐　

君　
　
　

属　

秋　

夜

　
　
き
み
を
お
も
う
は　

  

ま
さ
に
あ
き
の
よ

　
　

散　

歩　
　
　

詠　

涼　

天

　
　
さ
ん
ぽ
な
が
ら
に　

  

そ
ら
へ
と
う
た
う

　
　

山　

空　
　
　

松　

子　

落

　
　
し
ず
か
な
や
ま
に　

  

ま
つ
か
さ
は
お
ち

　
　

幽　

人　
　
　

応　

未　

眠

　
　
き
っ
と
あ
な
た
も　

  

ね
む
れ
な
い
は
ず

　

こ
の
作
品
を
書
い
た
学
生
は
、「
こ
う
い
う
の
、

好
き
な
ん
で
す
。
楽
し
か
っ
た
。
ま
た
や
っ
て
み

た
い
」
と
話
し
て
い
た
。
今
の
学
生
は
、
小
学
校

の
頃
か
ら
俳
句
や
短
歌
だ
け
で
な
く
、
標
語
や
ス

ロ
ー
ガ
ン
作
り
を
と
お
し
て
、
五
七
調
、
七
七
調

に
な
じ
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
漢
詩
を
理
解
し
、
そ

れ
に
ぴ
っ
た
り
の
七
七
の
言
葉
を
さ
が
す
。
そ
れ

は
ま
さ
に
漢
語
と
和
語
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
。
漢
詩

を
味
わ
う
新
し
い
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。

　

折
し
も
、
新
学
習
指
導
要
領
の
「
言
語
文
化
」

に
は
、「
和
歌
や
俳
句
な
ど
を
読
み
、
書
き
換
え

た
り
外
国
語
に
訳
し
た
り
す
る
こ
と
」
と
い
う
活

動
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
書
き
換
え
る
」
と
は
、

漢
詩
や
和
歌
を
短
い
詩
や
物
語
な
ど
に
作
り
換
え

る
こ
と
で
あ
る
。
漢
詩
を
学
ん
だ
あ
と
は
、
ぜ
ひ

一
度
「
唐
詩
和
訓
」
に
挑
戦
し
て
み
て
は
い
か
が

だ
ろ
う
。
思
い
が
け
ず
、
楽
し
く
生
き
生
き
と
し

た
「
漢
文
教
室
」
が
生
ま
れ
る
は
ず
だ
。

 

（
髙
草
真
知
子
・
東
京
成
徳
大
学
人
文
学
部
教
授
）


