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漢
文
訓
読
リ
テ
ラ
シ
ー
が
廃
れ
つ
つ
あ
る
の
は
時
代
の
流
れ
で
、
と
ど
め
る
術
は
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
制
度
化
さ
れ
た
教
育
も
期
待
薄
で
あ

る
。
し
か
し
、
漢
文
訓
読
は
漢
文
体
を
書
記
言
語
と
す
る
大
量
の
日
本
語
文
献
を
読
む
技
法
と
し
て
は
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
技
法
を
習
得

す
る
要
諦
は
、
軽
視
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
字
音
仮
名
遣
い
の
約
束
ご
と
を
守
り
、
古
典
日
本
語
と
し
て
訓
み
下
す
工
夫
に
あ
る
こ
と

を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。	
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訓
み
下
し
文　

歴
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的
仮
名
遣
い　

字
音
仮
名
遣
い

一
、
漢
文
訓
読
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

記
紀
万
葉
の
八
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
半
ば
ま
で
の
長
き
に
わ
た
り
、
漢
文
（
こ
れ
に
は
正
格
漢
文
と
和
化
漢
文
の
別
が
あ
る
が
、
以
下
お

し
な
べ
て
「
漢
文
」
と
し
て
お
く
）
を
上
位
言
語
と
す
る
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
（diglossia

）
社
会
で
あ
っ
た
歴
史
的
事
実
に
対
し
て
異
論
を
差

し
挟
む
人
は
な
か
ろ
う
。
前
世
紀
の
半
ば
ま
で
は
、
頌
徳
碑
文
か
ら
墓
誌
に
至
る
ま
で
、
多
少
な
り
と
も
改
ま
っ
た
格
調
高
い
文
章
が
漢
文
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で
あ
っ
た
こ
と
は
、
犬
を
連
れ
て
街
を
散
歩
し
て
い
て
も
気
付
く
こ
と
で
あ
る
。

漢
文
訓
読
と
は
漢
文
の
原
表
記
を
そ
の
ま
ま
に
、
訓
点
と
い
う
注
記
や
符
号
を
加
え
（
こ
こ
ま
で
を
白
文
訓
点
と
い
う
）、
漢
字
の
意
味

に
対
応
す
る
和
語
を
宛
て
て
訓
み
、
日
本
語
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
営
み
と
定
義
で
き
る
。
長
い
歴
史
の
間
に
訓
読
に
固
有
の
語
彙
や

語
法
が
生
ま
れ
、
和
文
の
語
彙
や
語
法
と
は
位
相
を
分
け
た
。
所
謂
訓
点
語
で
あ
る
。

こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
日
本
語
の
文
章
と
な
っ
た
も
の
を
、
訓
み
下
し
（
又
は
表
記
に
注
目
す
れ
ば
書
き
下
し
）
文
と
い
う
。
こ
こ
で
は

訓
み
下
し
文
に
焦
点
を
あ
て
て
み
た
い
。
こ
の
訓
み
下
し
文
は
平
安
中
期
頃
の
古
典
語
で
書
か
れ
る
こ
と
が
慣
例
（
約
束
事
）
と
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
に
学
問
的
根
拠
は
な
い
。
根
拠
が
な
い
で
は
説
明
不
足
で
あ
る
。
も
っ
と
掘
り
下
げ
て
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
。

訓
読
が
古
典
語
（
以
下
、
古
文
と
い
う
こ
と
ば
を
な
る
べ
く
避
け
る
）
で
書
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
古
典
文
法
に
従
う
こ
と
だ
が
、
評
判

の
悪
い
「
古
文
」
の
作
文
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
厄
介
で
凄
い
こ
と
で
は
な
い
か
。『
続
日
本
紀
』（『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
』）
の
訓
読
の
凡
例
に
は
「
本
書
に
記
録
さ
れ
た
奈
良
時
代
お
よ
び
平
安
初
期
の
言
語
に
近
づ
け
る
こ
と
」
と
「
読
み
や
す
い
訓

読
文
と
す
る
こ
と
」
と
あ
り
、
漢
音
に
よ
る
字
音
読
み
を
採
用
す
る
と
と
も
に
、「
訓
み
下
し
文
は
、
奈
良
時
代
の
語
彙
・
語
法
に
よ
る
こ

と
に
務
め
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
は
異
論
が
出
な
い
が
、
素
人
に
は
手
出
し
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

古
典
語
た
る
訓
み
下
し
文
は
、
表
記
面
で
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
字
音
仮
名
遣
い
（
す
な
わ
ち
歴
史
的
な
日
本
漢
字
音
の
表
記
法
）
の
両

方
の
規
則
に
従
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
強
制
力
の
な
い
規
範
と
し
て
理
念
化
し
て
い
る
の
で
、
突
き
詰
め
る
と
『
続
日
本
紀
』
の
凡
例
の
よ
う

に
な
る
。
と
こ
ろ
が
守
ら
な
く
て
も
よ
い
努
力
義
務
な
の
で
、
発
音
主
義
に
基
づ
き
現
代
仮
名
遣
い
、
現
代
日
本
漢
字
音
で
な
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
。
理
念
と
実
際
に
は
乖
離
が
生
じ
て
い
る
。
み
ん
な
古
典
文
法
が
苦
手
で
、
字
引
で
字
音
を
調
べ
る
の
が
面
倒
な
の
と
違
う
か
、
と

思
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
は
意
外
に
も
大
き
い
問
題
点
で
あ
る
。
私
は
校
注
者
の
古
典
語
へ
の
規
範
意
識
の
端
的
な
試
験
紙
は
、
基
本
語

彙
の
活
用
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
用
ゐ
る
」
の
活
用
は
「
ハ
」
行
転
呼
を
原
因
と
し
て
、
本
来
「
ワ
」
行
上
一
段
活
用
で
あ
っ
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た
も
の
が
、「
ハ
」
行
上
二
段
や
「
ワ
」
行
上
二
段
に
も
活
用
す
る
か
ら
。

注
意
す
べ
き
は
字
音
仮
名
遣
い
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
に
は
漢
字
の
表
記
に
隠
れ
て
し
ま
う
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
即
ち
ル
ビ
を

ふ
る
必
要
が
な
け
れ
ば
字
音
仮
名
遣
い
は
表
記
し
な
い
で
も
す
む
。
嘗
て
の
よ
う
に
は
「
素
読
」
が
行
わ
れ
ず
、
漢
字
制
限
や
現
代
人
特
有

の
「
黙
読
の
習
慣
」
に
よ
っ
て
、
音
読
み
に
し
ろ
訓
読
み
に
し
ろ
漢
字
を
「
読
む
」
能
力
は
試
さ
れ
な
い
。
な
に
ご
と
に
つ
け
て
も
馬
脚
を

現
す
心
配
が
な
け
れ
ば
努
力
し
な
い
も
の
だ
。

敗
戦
後
の
一
九
四
六
年
の
内
閣
告
示
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
に
よ
っ
て
、
葬
り
去
ら
れ
る
べ
き
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
確
定
し
た
。
歴
史
的

仮
名
遣
い
は
江
戸
初
期
に
契
沖
が
定
家
仮
名
遣
い
の
非
実
証
性
を
批
判
し
て
、
約
三
〇
〇
〇
語
に
つ
い
て
実
際
の
用
例
の
帰
納
か
ら
復
元
さ

れ
た
も
の
を
基
に
し
て
い
る
。
有
名
な
『
和
字
正
濫
鈔
』
で
あ
る
。
決
し
て
人
工
的
に
復
元
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
二
十
一
世
紀
に
入
っ

て
、
上
代
か
ら
南
北
朝
ま
で
を
用
例
主
義
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
す
る
浩
瀚
な
辞
書
が
編
纂
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
音
韻
変
化
に
よ
っ
て
、
あ
る
こ
と

ば
の
現
代
の
発
音
と
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
よ
る
表
記
の
間
に
は
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。
私
達
が
こ
の
事
実
に
気
付
く
の
は
中
等
教
育
の
場
に

於
い
て
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
発
音
通
り
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
か
ら
で
あ
る
が
、
か
つ
て
学
童
を
苦
し
め
た
悪
魔
の
如
き

歴
史
的
仮
名
遣
い
も
字
音
仮
名
遣
い
も
（knight
やknife

だ
っ
て
発
音
通
り
で
は
な
い
の
だ
が
）、
今
日
と
な
っ
て
は
も
は
や
習
得
す
る

必
要
の
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
訓
読
（
訓
み
下
し
文
）
は
古
典
語
に
倣
っ
て
訓
み
下
す
慣
例
（
政
令
な
ど
で
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
訓
み
下
さ
れ
た
も
の
の
表
記
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
漢
字
の
表
記
に
隠
れ
て
顕
在
化
し
な
い
も
の
の
、

字
音
仮
名
遣
い
に
基
づ
い
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
教
科
書
は
律
儀
に
も
こ
れ
を
遵
守
し
て
い
る
。
受
験
勉
強
に
於
け
る
古
典
や
文
語
文
法

に
対
す
る
拒
否
反
応
は
ど
な
た
も
身
に
覚
え
が
あ
ろ
う
。

本
ノ
ー
ト
は
こ
の
よ
う
な
い
さ
さ
か
緩
い
規
範
意
識
の
も
と
に
書
か
れ
た
訓
み
下
し
文
の
現
在
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
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二
、
漢
文
訓
読
は
生
き
続
け
ら
れ
る
か
そ
れ
が
問
題
だ

さ
て
二
十
一
世
紀
前
半
の
現
代
社
会
で
は
、
学
術
文
献
に
於
い
て
さ
え
、
無
形
の
歴
史
遺
産
で
あ
る
漢
文
訓
読
の
技
法
は
次
第
に
廃
れ
て

い
く
傾
向
に
あ
る
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
。
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
度
重
な
る
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
や
入
試
制
度
改
革
に

よ
っ
て
も
改
善
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
後
述
）。
外
国
語
（
現
代
中
国
語
）
の
習
得
に
較
べ
れ
ば
実
用
性
に
乏
し
い
こ
と
が
そ

の
原
因
の
大
き
い
部
分
を
占
め
て
い
る
。
中
国
の
文
学
や
思
想
を
漢
文
訓
読
で
学
ぶ
よ
り
は
、
中
国
語
そ
の
も
の
か
ら
学
ぶ
方
が
よ
い
（
或

い
は
正
し
い
）
と
の
考
え
も
根
深
い
。
現
代
中
国
語
に
堪
能
で
あ
っ
て
も
古
典
中
国
語
が
す
ら
す
ら
読
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
（
鮑
善
淳
の

著
作
を
読
む
と
よ
い
）、
漢
文
訓
読
で
学
ぶ
よ
り
も
、
直
接
中
国
語
で
と
い
う
正
論
を
旗
印
に
中
国
語
学
・
文
学
者
達
は
漢
文
訓
読
か
ら
離

反
し
つ
つ
あ
る
（
あ
る
い
は
し
て
し
ま
っ
て
い
る
）。
こ
れ
も
漢
文
訓
読
の
存
在
理
由
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
っ
て
い
る
。
漢
文
訓
読
の
旗
色
は

す
こ
ぶ
る
悪
い
。
こ
れ
ら
の
時
流
を
反
映
し
て
か
出
版
物
な
ど
で
は
漢
文
の
引
用
は
殆
ど
の
場
合
、

①
原
文
と
訓
読
文
と
現
代
語
訳
（
所
謂
通
釈
）

②
原
文
と
現
代
語
訳
又
は
翻
訳

の
形
で
な
さ
れ
る
印
象
が
あ
る
。
①
の
訓
読
文
が
行
わ
れ
る
場
合
も
、
も
は
や
返
り
点
と
送
り
仮
名
を
施
し
た
姿
①-

Ａ
は
少
数
派
で
、
①-

Ｂ
「
訓
み
下
し
文
」
の
姿
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ワ
ー
プ
ロ
入
力
の
煩
わ
し
さ
を
反
映
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
そ
の
上
①-

Ｂ
の

訓
み
下
し
文
は
上
に
述
べ
た
よ
う
に
古
典
文
法
に
従
い
つ
つ
も
、
発
音
主
義
で
現
代
仮
名
遣
い
（
そ
の
場
合
も
旧
漢
字
で
は
な
く
常
用
漢
字

で
あ
る
こ
と
と
セ
ッ
ト
）
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
今
詳
し
い
デ
ー
タ
を
積
み
上
げ
る
用
意
は
な

い
の
で
「
感
じ
る
」
と
の
み
指
摘
し
て
お
く
（
国
立
国
語
研
究
所
に
詳
細
な
実
態
デ
ー
タ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
）。
こ
の
潮
流
は
変
わ
ら

な
い
。
検
定
教
科
書
に
は
常
用
漢
字
体
と
と
も
に
、
か
な
ら
ず
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
あ
る
こ
と
が
唱
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
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実
社
会
で
は
学
術
文
献
に
於
い
て
す
ら
、
こ
の
検
定
教
科
書
に
示
さ
れ
る
規
範
は
守
ら
れ
な
い
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
始
め
て
い
る
。
実
は
漢

文
訓
読
が
廃
れ
る
こ
と
の
根
幹
の
原
因
は
、
国
民
的
に
蔓
延
し
て
し
ま
っ
た
古
典
文
法
「
古
文
」
嫌
い
に
あ
る
。
こ
れ
が
病
理
で
は
な
い
か
。

歴
史
的
仮
名
遣
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
を
よ
く
す
る
現
代
作
家
は
気
づ
か
ぬ
間
に
絶
滅
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
は
長
寿
社
会
の
こ
と

と
て
、
戦
前
の
教
育
を
受
け
た
作
家
が
い
ま
な
お
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
し
て
い
る
場
合
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
が
、
出
版
メ
デ
ィ
ア

は
密
か
に
漱
石
先
生
や
鴎
外
先
生
と
等
し
並
に
常
用
漢
字
と
現
代
仮
名
遣
い
に
変
換
し
た
姿
を
私
達
に
提
供
し
て
い
る
に
違
い
な
か
ろ
う
。

か
く
し
て
①-
Ｂ
の
中
の
訓
読
文
は
内
容
理
解
に
何
ら
役
立
た
な
い
夾
雑
物
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
悪
け
れ
ば
、
背
後
に
漢
文
が
あ
る
こ

と
を
確
認
さ
せ
て
安
心
を
与
え
た
い
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
に
な
り
お
お
せ
て
い
る
。
漢
文
訓
読
と
い
う
翻
訳
の
技
法
は
、
中
国
語
を
組
み
替

え
て
日
本
語
に
変
換
す
る
だ
け
の
素
朴
な
技
法
で
あ
っ
て
、
意
味
を
過
不
足
な
く
正
確
に
翻
訳
す
る
技
法
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
い
う
人
も

い
よ
う
。
訓
読
の
歴
史
に
も
史
的
変
遷
や
結
果
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
流
派
も
生
ま
れ
て
い
る
（
五
山
僧
の
訓
読
法
・
近
世
儒
学
者
の
訓
読
法

の
こ
と
は
知
ら
な
い
）。
と
り
わ
け
近
世
の
訓
読
は
漢
語
を
和
語
に
置
き
換
え
ず
、
元
の
漢
文
を
意
識
し
た
字
音
の
ま
ま
で
読
む
傾
向
が
強

く
、
副
詞
や
動
詞
へ
の
送
り
仮
名
の
付
け
方
も
形
式
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
例
え
ば
、
動
詞
を
字
音
読
み
＋
サ
変
動
詞
化
し
て
訓
む
）
の

で
、
当
初
訓
読
が
担
っ
た
意
味
解
釈
機
能
が
失
わ
れ
る
。
近
世
以
前
の
訓
読
は
よ
く
工
夫
が
な
さ
れ
て
お
り
、
一
読
し
て
訓
み
下
せ
ば
同
時

に
意
味
も
よ
く
判
る
と
い
う
経
験
を
さ
れ
た
方
々
も
多
か
ろ
う
。

翻
っ
て
②
の
場
合
、
原
文
を
中
国
語
、
更
に
い
え
ば
原
語
（
古
典
中
国
語
）
の
ま
ま
で
読
む
能
力
の
あ
る
読
者
が
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
内
容
理
解
は
も
っ
ぱ
ら
翻
訳
で
な
さ
れ
て
い
る
に
違
い
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
原
文
を
掲
げ
て
対
訳
の
形
式
を

と
る
必
要
は
な
い
。
原
文
の
ほ
う
が
夾
雑
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
早
い
話
、
夾
雑
物
は
読
み
飛
ば
さ
れ
る
も
の
だ
。

漢
文
訓
読
の
衰
退
を
目
の
前
に
す
れ
ば
、
将
来
的
に
は
漢
文
は
訓
読
文
を
介
さ
ず
翻
訳
文
の
み
で
理
解
さ
れ
る
方
向
に
向
か
う
だ
ろ
う
。

漢
文
訓
読
は
迫
り
く
る
絶
学
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
。
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し
か
し
ど
う
し
て
も
訓
読
で
な
け
れ
ば
だ
め
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
中
国
語
が
で
き
れ
ば
訓
読
は
必
要
な
い
と
い
う
問
題
設
定
が
ナ
ン
セ

ン
ス
な
こ
と
は
、
人
文
科
学
分
野
で
歴
史
文
献
を
扱
う
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
あ
げ
た
『
続
日
本
紀
』
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
例
え
ば
古
記
録
『
明
月
記
』
や
『
玉
葉
』
は
、
記
主
が
は
じ
め
か
ら
書
記
言
語
と
し
て
漢
文
体
で
書
い
て
い
る
。
こ
れ
を
中

国
語
と
し
て
読
む
こ
と
は
前
提
に
さ
れ
て
い
な
い
。
訓
読
能
力
の
低
下
や
読
書
効
率
を
補
う
た
め
に
、『
訓
読
明
月
記
』『
訓
読
玉
葉
』
の
よ

う
な
本
の
需
要
が
あ
る
こ
と
が
自
ら
明
か
し
て
い
る
よ
う
に
、
訓
読
し
な
い
こ
と
は
却
っ
て
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。

閑
話
休
題
。
書
記
言
語
と
し
て
漢
文
体
で
書
い
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
当
然
和
習
と
い
う
日
本
語
固
有
の
言
語
現
象
が
混
ざ
っ
て
く
る
。

待
遇
表
現
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
い
ま
中
国
語
に
長
け
た
人
が
こ
の
よ
う
な
和
習
の
あ
る
漢
文
を
読
み
間
違
う
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
で
あ
る
。

陳
翀
「『
文
選
集
注
』
之
編
撰
者
及
其
成
書
年
代
考
」（『
域
外
漢
籍
研
究
集
刊
』
第
六
輯
）
は
、
要
約
す
る
と
、『
権
記
』
長
保
二
年
九
月

六
・
七
両
日
の
以
下
の
記
事
を
論
拠
に
し
て
、
こ
の
記
事
の
「
仰
」
は
一
条
天
皇
を
指
し
、
大
江
匡
衡
が
天
皇
の
勅
を
奉
じ
て
『
文
選
』
の

注
釈
を
編
撰
し
た
と
い
う
。
道
長
は
未
完
で
あ
る
旨
報
告
す
る
が
、
主
上
は
未
完
を
承
知
の
上
で
宮
中
に
召
し
た
。
こ
の
『
仰
注
文
選
』
が

重
文
『
集
注
文
選
』
残
巻
の
祖
本
に
当
た
る
の
だ
と
い
う
。
日
本
人
な
ら
だ
れ
で
も
眉
に
唾
を
付
け
る
話
だ
。
日
本
漢
文
で
は
そ
う
は
読
め

な
い
か
ら
だ
。

Ａ
亦
先
日
、（
大
江
）
匡
衡
朝
臣
所
伝
仰
注
文
選
、
諸
（
按
、“
諸
”
原
文
上
有
小
字
注
“
不
明
”
二
字
）
所
求
得
四
十
余
巻
。
…
…
奏
、

昨
日
左
大
臣
（
藤
原
道
長
）
令
申
旨
意
、
仰
云
、
文
選
雖
不
具
、
可
進
后
宮
。（
史
料
大
成
に
基
づ
く
引
用
。（　

）
内
は
陳
氏
の
注
記
）

Ｂ
亦
先
日
匡
衡
朝
臣
所
伝
仰
注
文
選
纔
所
求
得
四
十
余
巻
、
非
一
同
、
随
仰
可
令
進
上
、
…
…
仰
云
、
文
選
雖
不
具
可
進
、
后
宮
入
内
之

事
…
…	

（
史
料
纂
集
本
同
日
条
）

「
諸
」
は
Ｂ
の
「
纔
」
が
正
し
い
だ
ろ
う
。「
仰
注
」
は
字
形
の
類
似
か
ら
「
御
注
」
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。「
御
注
文
選
」
と
い
う
も
の
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は
存
在
し
な
い
が
、
奉
勅
撰
で
あ
る
六
十
巻
本
の
「
李
善
注
文
選
」
の
異
称
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
問
題
の
箇
所
は
「
先
日
匡
衡
朝
臣
伝
ふ
る

所
の
御
注
文
選
、
纔
に
求
め
得
た
る
所
四
十
余
巻
、
一
同
（
完
具
の
意
）
に
非
ざ
れ
ど
も
、
仰
せ
に
随
ひ
て
進
上
せ
し
む
べ
し
」
と
読
め
る
。

こ
の
一
条
の
記
事
か
ら
は
、
匡
衡
が
家
に
伝
わ
っ
た
二
十
巻
を
欠
い
た
不
揃
い
本
の
李
善
注
文
選
を
、
主
上
の
召
し
に
よ
っ
て
献
上
し
た
事

情
が
判
る
に
す
ぎ
な
い
。「
可
進
后
宮
」
は
日
本
人
な
ら
ば
し
な
い
句
読
の
誤
り
。
余
談
な
が
ら
、「
仰
」
の
語
史
に
つ
い
て
は
三
保
忠
夫
「
文

書
語
「
仰
（
お
ほ
す
―
あ
ふ
ぐ
）」」（『
古
文
書
の
国
語
学
的
研
究
』
二
〇
〇
四
年
）
に
詳
し
い
。

仄
聞
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
謎
の
書
『
集
注
文
選
』
は
大
江
匡
衡
撰
の
『
仰
注
』
で
あ
る
と
の
学
説
は
こ
の
ご
ろ
は
中
国
で
は
勿
論
の
こ
と
、

わ
が
国
で
も
浸
透
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
金
少
華
『
古
抄
本
《
文
選
集
注
》
研
究
』、『
東
洋
文
庫
善
本
叢
書
』
（（
な
ど
な
ど
）。

話
を
戻
そ
う
。
漢
文
体
を
書
記
言
語
と
し
た
日
本
語
文
献
は
、
訓
読
に
よ
り
解
読
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
訓
読
の
生
存
は
盤
石
な
の
で
あ
る
が
、
漢
文
訓
読
リ
テ
ラ
シ
ー
は
低
下
し
て
い
る
こ
と
も
紛
れ
も
な
い
。
ど
の
よ
う
な

工
夫
を
講
じ
れ
ば
生
存
さ
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
期
に
は
来
て
い
る
。
私
は
『
古
語
辞
典
』
と
『
漢
和
辞
典
』
の
二
冊
を
座

右
に
置
き
な
が
ら
考
え
る
の
で
あ
る
。

三
、
漢
文
教
科
書
か
ら
見
え
る
こ
と

た
と
え
読
書
や
研
究
上
の
必
要
か
ら
漢
文
訓
読
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
国
文
学
者
や
歴
史
学
者
に
と
っ
て
も
、
漢
文
訓
読
の
基
礎
を
教

室
で
学
ぶ
機
会
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
こ
で
公
教
育
や
大
学
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
い
っ
た
制
度
の
中
で
漢
文
が
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
も
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
当
面
の
問
題
に
関
わ
る
戦
後
の
改
革
・
施
策
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

一
九
四
六
年
（
昭
和
（（
）「
当
用
漢
字
表
」（
一
八
五
〇
字
）「
現
代
か
な
づ
か
い
」
告
示
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一
九
四
八
年
（
昭
和
（（
）「
当
用
漢
字
別
表
」（
八
八
一
字
）「
当
用
漢
字
音
訓
表
」
告
示

一
九
四
九
年
（
昭
和
（（
）「
当
用
漢
字
字
体
表
」
告
示

一
九
七
三
年
（
昭
和
（8
）「
当
用
漢
字
改
訂
音
訓
表
」「
送
り
仮
名
通
則
」
告
示

一
九
七
九
年
（
昭
和
（（
）
大
学
共
通
一
次
学
力
試
験
開
始

一
九
八
一
年
（
昭
和
（6
）「
常
用
漢
字
表
」（
一
九
四
五
字
）	

告
示

一
九
八
六
年
（
昭
和
6（
）「
現
代
仮
名
遣
い
」
告
示

一
九
九
〇
年
（
平
成
（
）
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
開
始

一
九
九
二
年
（
平
成
（
）「
教
育
漢
字
」（
学
年
別
漢
字
配
当
表
）（
一
〇
〇
六
字
）
告
示

二
〇
一
〇
年
（
平
成
（（
）「
改
訂
常
用
漢
字
表
」（
二
一
三
六
字
）	

告
示

敗
戦
後
直
ち
に
行
わ
れ
た
「
当
用
漢
字
」「
現
代
か
な
づ
か
い
」
と
い
う
レ
ジ
ー
ム
が
、
古
典
教
育
の
運
命
を
決
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
漢
字
制
限
や
旧
仮
名
（
歴
史
的
仮
名
遣
い
）
の
廃
止
を
行
っ
て
お
き
な
が
ら
、
一
方
で
は
漢
文
を
含
む
古
典
教
育
を
復

活
す
る
の
は
矛
盾
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

大
学
入
学
ま
で
の
現
代
人
の
基
礎
学
力
・
素
養
を
窺
う
上
で
、
高
等
学
校
で
の
国
語
の
学
習
時
間
を
整
理
し
て
み
る
と
【
表
Ⅰ
】
の
通
り

で
あ
る
。
表
中
の
「
現
代
国
語
」「
国
語
表
現
」「
現
代
文
」「
現
代
語
」「
国
語
表
現
Ⅰ
」「
国
語
表
現
Ⅱ
」
は
そ
の
名
の
通
り
古
典
（
古
文
・

漢
文
）
を
含
ま
な
い
が
、
必
修
の
「
国
語
（
甲
）」「
国
語
Ⅰ
」
あ
る
い
は
選
択
必
修
の
「
国
語
総
合
」
は
古
典
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
漢

文
を
全
く
学
ば
な
い
高
校
生
は
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
二
〇
〇
三
年
の
改
訂
で
「
国
語
表
現
Ⅰ
」「
国
語
表
現
Ⅱ
」「
国
語
総
合
」
の
三
科
目

か
ら
一
科
目
選
択
必
修
に
な
っ
て
い
る
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。「
国
語
表
現
Ⅰ
」「
国
語
表
現
Ⅱ
」
は
古
典
を
含
ま
な
い
の
で
、
こ
れ
を

選
択
し
た
高
校
で
は
漢
文
の
み
な
ら
ず
古
典
を
全
く
学
ば
な
い
生
徒
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
は
「
国
語
総
合
」
が
殆
ど
の
高
校
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で
採
用
さ
れ
た
の
だ
が
。
そ
の
反
省
か
ら
か
、
二
〇
一
三
年
か
ら
は
古
典
を
含
む
「
国
語
総
合
」
が
必
修
と
な
っ
た
。

自
分
が
入
門
期
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
教
科
書
で
漢
文
を
学
習
し
た
か
を
と
う
に
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
（
調
べ
れ
ば
わ
か
る
こ
と

だ
が
、
年
齢
も
ば
れ
て
し
ま
う
）、
現
在
「
国
語
総
合
」
を
終
え
た
高
校
生
が
古
典
Ｂ
漢
文
編
で
学
習
す
る
教
科
書
八
種
を
ざ
っ
と
通
覧
し

て
み
た
。
そ
の
分
量
を
頁
数
で
み
る
と
、
教
育
出
版
（
一
四
四
頁
）・
桐
原
書
店
（
一
六
〇
頁
）・
三
省
堂
（
一
七
五
頁
）・
数
研
出
版
（
一

五
一
頁
）・
第
一
学
習
社
（
一
六
〇
頁
）・
大
修
館
書
店
（
一
八
三
頁
）・
東
京
書
籍
（
一
七
五
頁
）・
明
治
書
院
（
一
五
二
頁
）
で
あ
る
。

素
材
面
で
は
数
研
出
版
版
で
は
『
閲
微
草
堂
筆
記
』『
郁
離
子
』『
升
庵
詩
話
』
を
採
り
上
げ
、
第
一
学
習
社
版
で
は
「
宋
・
元
代
の
文
章
」

「
明
代
の
文
章
」「
清
代
の
文
章
」
の
章
を
設
け
て
お
り
（『
三
国
志
演
義
』
の
一
節
ま
で
あ
る
の
だ
）、
新
機
軸
と
も
い
え
る
が
、
金
文
京
（『
東

【表Ⅰ】�高等学校における国語の科目と単位

数の変遷

実施年 科　目 標　準
単位数

すべての生徒に
履修させる科目

（9（8
昭和（（

国語
書道
漢文

９
２～６
２～６

〇

（9（（
昭和（6

国語（甲）
国語（乙）
漢文

９
２～６
２～６

〇

（9（6
昭和（（

国語（甲）
国語（乙）
漢文

９～（0
２～６
２～６

〇

（96（
昭和（8

現代国語
古典甲
古典乙Ⅰ
古典乙Ⅱ

７
２
５
３

〇
�
�
�
うち（科目

（9（（
昭和（8

現代国語
古典Ⅰ甲
古典Ⅰ乙
古典Ⅱ

７
２
５
３

〇
�
�
�
うち（科目

（98（
昭和（（

国語Ⅰ
国語Ⅱ
国語表現
現代文
古典

４
４
２
３
４

〇

（99（
平成元

国語Ⅰ
国語Ⅱ
国語表現
現代文
現代語
古典Ⅰ
古典Ⅱ
古典講読

４
４
２
４
２
３
３
２

〇

（00（
平成（（

国語表現Ⅰ
国語表現Ⅱ
国語総合
現代文
古典
古典講読

２
２
４
４
４
２

�
�
�
�
うち（科目

（0（（
平成（（

国語総合
国語表現
現代文Ａ
現代文Ｂ
古典Ａ
古典Ｂ

４
３
２
４
２
４

〇

※（9（8年の国語・書道・漢文は科目ではなく教科
（文部科学省 HP より作成）
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方
』
四
〇
八
号
）
が
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
僻
字
難
訓
字
を
避
け
る
べ
き
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
と
裏
表
の
関
係
と
も
な
ろ
う
。
編
者
の
嗜
好

を
抑
え
、
あ
く
ま
で
基
礎
学
力
を
養
う
こ
と
が
入
門
期
に
託
さ
れ
た
使
命
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
『
新
し
い
漢
字
漢
文

教
育
』（
研
文
社
）
に
は
年
度
毎
に
「
大
学
入
試
漢
文
」
と
い
う
レ
ビ
ュ
ー
が
あ
る
。

全
て
の
教
科
書
に
は
い
ず
れ
劣
ら
ず
中
国
の
地
図
（
歴
史
地
図
を
含
む
）
と
文
化
史
年
表
風
の
も
の
が
掲
げ
て
あ
り
、
ま
る
で
古
典
Ｂ
の

漢
文
は
中
国
文
学
（
哲
学
）
概
説
と
い
っ
て
も
通
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
昔
よ
り
は
進
化
を
遂
げ
た
と
か
で
、
申
し
訳
程
度
に
日
本
漢

詩
文
の
一
章
も
必
ず
設
け
て
あ
る
が
、
全
体
に
占
め
る
割
合
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
付
録
で
面
白
い
の
は
第
一
学

習
社
の
「
主
要
新
旧
字
体
対
照
表
」
く
ら
い
で
あ
る
が
、「
主
要
」
を
取
り
、
全
て
の
「
常
用
漢
字
」
字
体
を
対
象
と
し
、
更
に
そ
れ
ぞ
れ

に
字
音
仮
名
遣
い
を
付
け
て
お
い
た
ら
な
お
便
利
だ
ろ
う
。
執
筆
委
員
に
つ
い
て
は
、
古
文
献
を
読
む
専
門
家
で
あ
る
歴
史
研
究
者
な
ど
の

参
加
が
国
語
に
も
積
極
的
に
な
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

上
に
述
べ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
き
、
近
未
来
の
世
界
情
勢
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
漢
文
の
あ
る
部
分
は
外
国
語
（
中
国
語
）
と
し
て

英
語
と
同
列
に
分
離
し
、
訓
読
に
よ
っ
て
し
か
読
み
解
け
な
い
漢
文
を
書
記
言
語
と
し
た
日
本
古
典
を
古
典
Ｂ
で
教
え
て
み
て
は
い
か
が
な

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
素
材
を
和
化
漢
文
に
絞
り
、
そ
の
漢
文
訓
読
に
特
化
し
た
教
科
書
も
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

一
九
九
〇
年
か
ら
始
ま
っ
た
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
、「
国
語
」
に
占
め
る
「
漢
文
」
の
比
重
は
、
そ
れ
以
前
の
共
通
一
次
試
験
の
「
国
語
」

（
二
○
○
点
）
に
於
け
る
「
漢
文
」
配
点
五
○
点
を
踏
襲
し
て
い
る
。
大
学
入
学
試
験
は
漢
文
訓
読
能
力
の
地
盤
沈
下
を
く
い
止
め
る
最
後

の
砦
で
あ
る
が
、
現
行
の
制
度
下
で
は
大
学
入
学
ま
で
の
段
階
で
、
た
と
え
難
問
奇
問
と
い
う
奇
策
を
弄
し
て
も
到
底
防
ぎ
切
れ
る
も
の
で

も
な
く
、
さ
り
と
て
学
習
時
間
数
の
大
幅
な
充
実
は
困
難
と
み
る
。
制
度
化
さ
れ
た
漢
文
訓
読
教
育
問
題
は
以
上
に
尽
き
る
。

入
試
制
度
の
多
様
化
に
よ
っ
て
、
Ａ
Ｏ
入
試
な
ど
で
は
と
く
に
漢
文
訓
読
の
初
歩
的
・
基
礎
的
訓
練
も
な
い
ま
ま
、
い
き
な
り
専
門
教
育

に
臨
む
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
数
学
や
英
語
と
同
じ
よ
う
に
学
力
差
の
解
消
が
な
け
れ
ば
、
大
学
の
演
習
な
ど
均
一
の
能
力
が
求
め
ら
れ
る
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場
所
で
は
教
育
の
効
果
は
あ
が
ら
な
い
。
こ
の
状
況
を
放
置
す
れ
ば
、
大
学
院
教
育
の
場
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
大
学

院
教
育
を
経
て
運
よ
く
大
学
教
員
に
な
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
文
化
エ
リ
ー
ト
達
の
鶏
と
卵
の
悪
の
循
環
が
始
ま
る
。
深
刻
で
あ
る
。
私
達

は
訓
読
能
力
が
古
典
Ｂ
の
レ
ベ
ル
以
下
で
実
質
的
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
入
学
後
の
短
期
集
中
型
の
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
と
し

て
、
専
門
教
育
の
多
様
な
需
要
に
応
え
る
基
礎
学
力
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
等
教
育
段
階
（
こ
れ
が
真
に
エ
リ
ー
ト
文
化
を
育
て
る
胎
盤
で
あ
る
と
仮
定
し
て
）
で
の
再
履
修
短
期
集
中
演
習
形
式
と
漢
字
ま
た
は

中
国
語
の
学
習
と
を
平
行
し
て
、
訓
読
リ
テ
ラ
シ
ー
を
効
率
よ
く
習
得
す
る
機
会
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
根
拠
は
あ
る
。

高
校
の
授
業
で
唐
詩
を
現
代
中
国
語
で
読
も
う
と
復
元
長
安
音
で
読
も
う
と
瞬
間
芸
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
終
わ
る
が
、
大
学
で
外
国
語

と
し
て
中
国
語
の
知
識
に
触
れ
る
と
、
孤
立
語
と
し
て
の
中
国
語
の
特
性
や
表
語
文
字
と
し
て
の
漢
字
の
特
性
に
い
や
で
も
気
付
か
さ
れ

る
。
発
音
上
は
何
ら
区
別
の
な
い
、
王
子
を
「
お
う
じ
」、
大
塚
を
「
お
お
つ
か
」
と
す
る
書
き
分
け
が
理
解
さ
れ
る
の
は
、
仮
名
遣
い
の

規
則
か
ら
で
は
な
く
、「
日
本
語
史
」
で
音
韻
の
原
理
を
学
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
字
音
仮
名
遣
い
に
於
け
る
「
お
ん　

音
・
恩
」「
を
ん　

温
・
遠
・
穏
」
の
書
き
分
け
は
、
中
国
語
の
音
韻
と
中
原
漢
字
音
の
変
化
の
あ
ら
ま
し
を
知
っ
て
初
め
て
明
快
に
納
得
で
き
る
。

屈
折
語
の
特
徴
の
顕
著
な
第
二
外
国
語
に
触
れ
る
と
、
活
用
や
曲
用
に
よ
っ
て
日
本
古
典
語
の
活
用
の
複
雑
さ
が
相
対
化
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
活
用
や
曲
用
の
み
に
よ
っ
て
は
空
間
・
時
間
・
因
果
関
係
・
道
具
手
段
を
表
せ
な
い
の
で
、
前
置
詞
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
れ

ば
、
日
本
語
で
は
こ
れ
ら
の
文
法
機
能
を
助
辞
（
後
置
詞
）
に
よ
っ
て
表
す
の
で
、
助
詞
や
助
動
詞
が
数
珠
の
よ
う
に
繋
が
る
と
い
う
膠
着

語
の
特
徴
が
よ
く
つ
か
め
る
。
訓
読
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
助
詞
・
助
動
詞
の
機
能
に
も
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
大
学
入
学
後
の

一
、
二
年
は
ひ
と
つ
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
沖
森
卓
也
編
日
本
語
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー『
漢
文
資
料
を
読
む
』（
二
〇
一
三
年
）
は
大
学
レ
ベ
ル
（
懐

か
し
い
言
い
方
で
言
え
ば
教
養
課
程
）
で
の
教
科
書
と
し
て
よ
く
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
目
的
意
識
の
し
っ
か
り
し
た
良
い
教
科
書
で
あ
る
が
、

和
化
漢
文
に
特
化
す
る
点
や
漢
字
の
知
識
に
関
す
る
、
特
に
字
音
仮
名
遣
い
の
記
述
に
望
蜀
の
歎
が
残
る
。
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四
、
学
者
達
の
漢
文
訓
読
の
仕
方

今
日
何
ら
か
の
職
業
的
・
趣
味
的
の
理
由
で
漢
文
を
読
む
人
々
は
、
大
衆
文
化
か
ら
遊
離
し
た
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
旧
漢

字
や
字
音
仮
名
遣
い
、
古
典
リ
テ
ラ
シ
ー
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
人
々
は
世
代
的
に
更
新
さ
れ
ぬ
故
に
、
繁
殖
力
を
失
っ
た
絶
滅
危
惧
種

（threatened	species

）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
人
々
の
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
目
を
逸
ら
さ
ず
み
て
み
よ
う
。

漢
文
訓
読
の
最
大
の
弱
点
は
そ
の
非
決
定
性
に
あ
る
と
は
よ
く
言
わ
れ
る
。
訓
読
す
る
決
ま
り
が
な
い
。
金
水
敏
ほ
か
『
日
本
語
史
の
イ

ン
タ
フ
ェ
ー
ス
』（
二
〇
〇
八
年
）
に
は
そ
の
メ
リ
ッ
ト
に
も
目
が
注
が
れ
て
い
る
。
直
音
で
読
む
場
合
と
違
い
、
訓
読
に
当
た
っ
て
は
返

読
の
仕
方
、
字
音
読
み
と
す
る
か
訓
読
み
と
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
和
訓
を
宛
て
る
べ
き
か
な
ど
を
選
択
し
つ
つ
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
な
か
な
か
一
意
的
な
解
と
い
う
も
の
を
求
め
が
た
い
の
だ
。
厄
介
な
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
枝
葉
末
節
な
事
例
を
並
べ
た
て
る
の
は
、

具
体
的
な
情
報
を
提
供
し
て
納
得
を
得
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
揚
げ
足
取
り
で
は
な
い
。

『
新
羅
殊
異
伝
』
は
朴
寅
亮
の
撰
述
、
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
頃
の
成
立
か
と
さ
れ
る
が
、
す
で
に
滅
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
東
洋

文
庫
『
新
羅
殊
異
伝
』（
二
〇
一
一
年
）
は
そ
の
逸
文
を
集
め
た
も
の
で
、
先
に
述
べ
た
①-

Ｂ
型
の
本
文
（
但
し
現
代
語
訳
を
先
頭
に
配
し

て
い
る
）
と
語
注
及
び
解
説
よ
り
な
っ
て
い
る
。
朝
鮮
の
資
料
で
あ
る
か
ら
吏
吐
（
釈
読
の
一
種
）
を
復
元
し
た
も
の
か
と
手
に
と
っ
て
み

る
と
、
日
本
の
漢
文
訓
読
の
技
法
で
読
ま
れ
て
い
る
。
漢
文
が
東
ア
ジ
ア
に
於
け
る
諸
言
語
に
と
っ
て
高
位
語
で
あ
る
か
ら
、
漢
文
訓
読
と

い
う
技
法
で
解
読
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
た
い
と
い
う
意
図
に
出
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
新
刊
の
同
文
庫
『
海
東
高
僧
伝
』（
二

〇
一
六
年
）
も
同
じ
方
式
で
あ
る
。
例
を
示
す
。

◎
龍
城
国
王
妃
生
大
卵
。
怪
之
置
卵
小
櫃
、
以
奴
婢
七
宝
文
貼
載
船
、
泛
海
来
至
阿
珍
浦
。
村
長
阿
珍
等
、
開
櫃
出
卵
。
忽
有
鵲
、
来
啄

卵
開
、
有
童
男
自
称
脱
解
。
託
村
嫗
為
母
、
学
書
史
、
兼
通
地
理
、
体
貌
雄
傑
。
登
吐
含
山
、
相
京
師
地
勢
。
新
月
城
墟
可
居
、
而
有
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瓠
公
者
居
焉
、
瓠
公
浮
瓠
渡
海
来
居
、
不
知
何
人
也
。
脱
解
謀
欲
取
之
、
夜
入
其
家
園
、
埋
鍛
金
器
、
告
於
朝
曰
、
予
世
業
鍛
金
、
暫

適
隣
郷
、
瓠
公
取
居
吾
家
。
請
験
之
。
掘
之
、
果
有
鍛
金
器
。
王
知
脱
解
実
非
鶏
林
人
也
。
特
善
其
非
凡
、
以
其
家
賜
之
。
遂
降
長
公

主
。
龍
城
国
、
在
倭
国
東
北
二
千
里
。

○
龍
城
国
の
王
妃
、
大
卵
を
生
む
。
こ
れ
を
怪
し
み
卵
を
小
さ
き
櫃
に
置
き
、
奴
婢
、
七
宝
、
文
貼
を
以
っ
て
船
に
載
せ
、
海
に
泛
び
阿

珍
浦
に
来
至
せ
り
。
村
長
阿
珍
等
、
櫃
を
開
き
卵
を
出
す
。
忽
ち
鵲
あ
り
、
来
り
て
卵
を
啄
き
開
く
に
、
童
男
あ
り
て
自
ら
脱
解
と
称

す
。
村
の
嫗
に
託
し
て
母
と
な
し
、
書
史
を
学
び
、
地
理
に
兼
ね
通
じ
、
体
貌
、
雄
傑
な
り
。
吐
含
山
に
登
り
、
京
師
の
地
勢
を
相
す
。

新
月
城
の
墟
に
居
る
べ
き
を
、
而
し
て
瓠
公
と
い
う
者
あ
り
て
居
り
。
瓠
公
、
瓠
に
浮
び
海
を
渡
り
来
り
て
居
る
も
、
何
人
か
知
ら
ざ

る
な
り
。
脱
解
、
謀
り
て
こ
れ
を
取
ら
ん
と
欲
し
、
夜
、
そ
の
家
の
園
に
入
り
、
鍛
金
の
器
を
埋
め
て
、
朝
に
告
げ
て
曰
く
、「
予
は
、

鍛
金
を
世
業
と
し
、
し
ば
ら
く
隣
郷
に
適
く
に
、
瓠
公
、
吾
が
家
を
取
り
て
居
む
。
之
を
験
す
こ
と
を
請
う
」
と
。
こ
れ
を
掘
る
に
、

果
た
し
て
鍛
金
の
器
あ
り
。
王
、
脱
解
の
実
は
鶏
林
の
人
に
あ
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
。
特
に
其
の
非
凡
を
善
し
、
以
っ
て
そ
の
家
を
之

に
賜
る
。
遂
に
長
公
主
を
降
す
。
龍
城
国
、
倭
国
の
東
北
二
千
里
に
あ
り
。

の
よ
う
に
訓
み
下
さ
れ
て
い
る
。
私
に
自
信
は
な
い
が
、
非
決
定
性
を
楯
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
も
訓
め
る
と
指
摘
し
て
お
く
。

○
龍
城
国
の
王
妃
、
大
卵
を
生
む
。
こ
れ
を
怪
し
み
卵
を
小
さ
き
櫃
に
置
き
、
奴
婢
、
七
宝
、
文
貼
を
以
て
船
に
載
せ
、
海
に
泛
び
阿
珍

浦
に
来
至
せ
り
。
村
長
阿
珍
等
、
櫃
を
開
き
卵
を
出
す
。
忽
ち
鵲
あ
り
、
来
り
て
卵
を
啄
き
開
く
に
、
童
男
あ
り
て
自
ら
脱
解
と
称
す
。

村
の
嫗
に
託
し
て
母
と
な
し
、
書
史
を
学
び
、
兼
ね
て
地
理
に
通
ず
。
体
貌
、
雄
傑
な
り
。
吐
含
山
に
登
り
、
京
師
の
地
勢
を
相
す
。

新
月
城
の
墟
に
居
る
べ
き
な
り
。
而
れ
ど
も
瓠
公
と
い
う
者
あ
り
、
こ
こ
に
居
り
。
瓠
公
、
瓠
に
浮
び
海
を
渡
り
来
り
て
居
る
も
、
何

人
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
脱
解
、
謀
り
て
こ
れ
を
取
ら
ん
と
欲
し
、
夜
、
そ
の
家
の
園
に
入
り
、
鍛
金
の
器
を
埋
め
て
、
朝
に
告
げ
て

曰
く
、「
予
、
鍛
金
を
世
業
と
し
、
し
ば
ら
く
隣
郷
に
適
く
に
、
瓠
公
、
吾
が
家
を
取
り
て
居
り
。
請
ふ
験
せ
」
と
。
こ
れ
を
掘
る
に
、
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果
た
し
て
鍛
金
の
器
あ
り
。
王
、
脱
解
の
実
は
鶏
林
の
人
に
あ
ら
ざ
る
を
知
れ
ど
も
、
特
に
其
の
非
凡
な
る
を
善
し
、
以
て
そ
の
家
を

賜
り
、
遂
に
長
公
主
を
降
す
。
龍
城
国
、
倭
国
の
東
北
二
千
里
に
あ
り
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
Ａ
と
Ｂ
は
相
互
に
異
文
で
あ
る
。

◎
Ａ唐

太
宗
以
牡
丹
子
并
画
花
、
遣
之
。
王
見
花
、
笑
謂
左
右
曰
、
此
花
妖
艶
富
貴
、
雖
号
花
王
、
画
無
蜂
蝶
、
必
不
香
。
帝
遣
此
、
豈
朕

以
女
人
為
王
耶
、
亦
有
微
意
。
種
待
花
発
、
果
不
香
。

◎
Ｂ真

平
王
時
、
唐
太
宗
以
牡
丹
子
三
升
、
及
牡
丹
花
図
、
遣
之
。
王
以
示
徳
曼
、
徳
曼
笑
曰
、
此
花
無
香
気
。
王
曰
、
何
以
知
之
。
曰
、

此
花
富
貴
雖
号
花
王
、
而
無
蜂
蝶
、
豈
不
以
朕
女
人
無
偶
為
王
耶
、
必
有
深
意
。
命
種
於
庭
、
待
花
発
、
果
無
香
。

○
Ａ唐

太
宗
、
牡
丹
の
子
な
ら
び
に
画
花
を
以
っ
て
、
こ
れ
を
遣
る
。
王
、
花
を
見
て
、
笑
み
て
左
右
に
謂
い
て
曰
く
、「
こ
の
花
妖
艶
富

貴
な
れ
ば
、
花
王
と
号
く
と
雖
も
、
画
に
蜂
と
蝶
と
な
け
れ
ば
、
必
ず
し
も
香
ら
ず
。
帝
こ
れ
を
遣
る
は
、
豈
に
朕
の
女
人
た
る
を
以
っ

て
王
と
為
す
や
、
ま
た
微
意
あ
ら
ん
」
と
。
種
て
花
の
発
く
を
待
つ
に
、
果
た
し
て
香
ら
ず
。

○
Ｂ真

平
王
の
時
、
唐
太
宗
、
牡
丹
の
子
三
升
及
び
牡
丹
花
の
図
を
以
っ
て
こ
れ
を
遣
る
。
王
、
徳
曼
に
示
す
に
徳
曼
笑
み
て
曰
く
、「
こ

の
花
香
気
な
し
」
と
。
王
曰
く
「
何
ぞ
こ
れ
を
知
る
や
」
と
。
曰
く
、「
こ
の
花
、
富
貴
に
し
て
花
王
と
号
く
と
雖
も
、
蜂
と
蝶
と
な
し
。

豈
に
朕
の
女
人
に
し
て
偶
な
き
を
以
っ
て
王
と
な
る
や
、
必
ず
深
意
有
ら
ん
」
と
。
庭
に
種
く
を
命
じ
、
花
発
く
を
待
つ
に
、
果
た
し

て
香
り
な
し
。



志學館大学人間関係学部研究紀要　2017　Vol. 38

― （（（ ―

こ
れ
も
覚
束
な
い
訓
み
で
あ
る
が
、
私
は
以
下
の
よ
う
に
訓
む
。

○
Ａ唐

太
宗
、
牡
丹
の
子
な
ら
び
に
画
け
る
花
を
以
て
、
こ
れ
を
遣
る
。
王
、
花
を
見
て
、
笑
み
て
左
右
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、「
こ
の
花
妖

艶
富
貴
な
れ
ば
、
花
王
と
号
く
と
雖
も
、
画
に
蜂
蝶
な
け
れ
ば
、
必
ず
香
ら
ざ
ら
む
。
帝
こ
れ
を
遣
る
は
、
豈
に
朕
女
人
た
る
を
以
て

王
と
為
す
や
、
ま
た
微
意
あ
ら
む
」
と
。
種
き
て
花
の
発
く
を
待
つ
に
、
果
た
せ
る
か
な
香
ら
ず
。

○
Ｂ真

平
王
の
時
、
唐
の
太
宗
、
牡
丹
の
子
三
升
、
及
び
牡
丹
花
の
図
を
以
て
こ
れ
を
遣
る
。
王
、
徳
曼
に
示
す
に
、
徳
曼
笑
み
て
曰
は
く
、

「
こ
の
花
香
気
な
し
」
と
。
王
曰
く
、「
何
を
以
て
こ
れ
を
知
る
や
」
と
。
曰
は
く
、「
こ
の
花
、
富
貴
に
し
て
花
王
と
号
く
と
雖
も
、

蜂
蝶
な
し
。
豈
に
朕
の
女
人
に
し
て
偶
な
き
を
以
て
王
と
な
さ
ざ
る
に
や
。
必
ず
深
意
有
ら
ん
」
と
。
庭
に
種
か
し
め
、
花
発
く
を
待

つ
に
、
果
た
せ
る
か
な
香
り
な
し
。

「
必
不
香
」
と
「
不
必
香
」
の
初
歩
的
区
別
は
指
摘
す
る
の
も
恐
ろ
し
い
が
、「
豈
朕
以
女
人
為
王
耶
」
は
、「
豈
に
朕
の
女
人
た
る
を
以
っ

て
王
と
為
す
や
」
と
訓
む
し
か
な
い
が
（
現
代
語
訳
文
は
「
き
っ
と
私
が
女
性
で
あ
り
な
が
ら
王
位
に
就
い
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
」）、
太

宗
の
揶
揄
の
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
豈
」
を
「
あ
に
」
と
訓
む
の
は
朝
鮮
語
の
「ani

」
に
因
む
と
い
う
説
も
あ
る
が
、

一
般
に
は
「
豈
…
耶
」
は
反
語
に
訓
む
が
、
こ
こ
で
は
現
代
語
の
疑
問
副
詞
「
是
否
」（
…
で
あ
る
か
ど
う
か
）
に
相
当
す
る
と
『
古
漢
語

常
用
字
字
典
』（
一
九
七
九
年
）
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
私
が
女
人
の
身
ゆ
え
王
と
し
て
く
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ど
う
だ
ろ
う
か
」

の
意
と
な
る
。
そ
れ
と
も
Ｂ
を
参
考
に
し
て
本
文
を
「
豈
［
以
］
朕
女
人
［
不
］
為
王
耶
」
と
校
訂
し
反
語
に
訓
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
代
漢
文
訓
読
の
有
効
性
が
疑
わ
れ
て
い
る
の
は
、
訓
読
の
誤
読
が
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
は
い
ま
い
か
。

気
に
な
っ
た
の
で
別
の
例
を
示
し
て
み
よ
う
。
朝
野
群
載
研
究
会
編
『
朝
野
群
載
巻
二
十
二	

校
訂
と
註
釈
』（
二
〇
一
五
年
）
の
冒
頭
「
清
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原
定
康
受
領
吏
申
文
」
の
一
節
は
、
次
の
よ
う
に
訓
み
下
さ
れ
て
い
る
。

◎
望
請　

天
恩
。
因
准
先
例
、
依
件
等
労
、
兼
任
彼
官
。
且
仰
憐
老
之
仁
、
且
誇
奉
公
之
節
。

○
望
み
請
ふ
ら
く
は
天
恩
を
。
先
例
に
因
准
し
、
件
等
の
労
に
依
り
て
、
彼
の
官
を
兼
任
せ
む
こ
と
を
。
且
つ
は
憐
老
の
仁
を
仰
ぎ
、
且

つ
は
奉
公
の
節
を
誇
ら
む
。

「
申
文
」（
款
状
と
も
い
う
）
は
「
奏
請
」
に
当
た
る
文
書
様
式
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
更
に
「
天
恩
」
に
は
闕
字
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、

清
原
定
康
が
主
上
に
向
け
て
奏
請
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
先
ず
押
さ
え
た
上
で
、
こ
の
一
節
は
あ
り
ふ
れ
た
申
文
の
套
句
定
型
表
現
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。『
朝
野
群
載
』
巻
二
十
二
に
は
こ
の
例
の
ほ
か
に
も
、
次
の
用
例
が
判
を
押
し
た
よ
う
に
み
つ
か
る
。

・
望
請　

天
恩
。
因
准
先
例
、
罷
右
衛
門
権
佐
職
、
被
兼
任
件
等
国
守
闕
。
然
則
不
懈
夙
夜
於
鸞
台
之
風
、
偏
致
拝
覲
於
龍
楼
之
日
。

	

（
②
藤
原
俊
信
受
領
吏
申
文
）

・
望
請　

天
恩
。
依
征
夷
之
功
、
被
背
任
越
中
守
闕
、
将
令
後
昆
励
亡
身
報
国
之
志
。	

（
③
源
義
家
受
領
吏
申
文
）

・
望
請　

天
恩
。
因
准
先
例
、
依
官
史
巡
第
一
、
被
拝
任
隠
岐
国
守
者
、
一
知
前
蹤
之
不
墜
、
励
後
昆
之
有
勤
。

	

（
④
大
江
通
貞
受
領
吏
申
文
）

・
望
請　

天
恩
。
因
准
先
例
、
拝
任
件
等
国
者
、
将
知
奉
公
之
不
空
矣
。	

（
⑤
菅
野
則
元
受
領
吏
申
文
）

・
得
仲
義
款
状
偁
、
望
請　

天
裁
。
因
准
先
例
、
令
件
仲
義
致
修
造
之
功
、
被
拝
任
受
領
吏
最
前
闕
者
。

	

（
⑥
藤
原
仲
義
式
部
省
正
庁
等
成
功
宣
旨
）

・
望
請　

天
恩
。
因
准
先
例
、
被
拝
除
件
官
闕
、
将
仰　

皇
化
矣
。	

（
⑦
宇
佐
兼
時
諸
国
権
守
申
文
）

・
望
請　

天
恩
。
因
准
先
例
依
儒
労
被
兼
任
件
等
国
介
、
将
知
奉
公
之
不
空
矣
。	

（
⑧
三
善
雅
仲
諸
国
介
申
文
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
揃
っ
て
初
例
に
示
し
た
よ
う
に
「
望
み
請
ふ
ら
く
は
天
恩
を
」
と
訓
み
下
さ
れ
て
い
る
。
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さ
て
『
本
朝
文
粋
』
巻
五
・
六
・
七
の
「
奏
状
」
を
検
す
る
と
、「
望
請
…
（
殊
蒙
）
天
恩
因
准
…
」
の
構
文
が
櫛
比
し
て
い
る
（
三
十

七
例
）、「
殊
蒙
」
が
加
わ
れ
ば
「
態
」
が
変
わ
っ
て
複
文
構
造
に
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
。
身
延
山
本
の
訓
点
を
も
と
に
二
、
三
例
示
す
れ

ば
、・

望
請
セ
ラ
ク
天
恩
を
蒙
（
り
）、
四
人
度
者
を
恤
ミ
給
マ
ハ
ラ
被
レ
、
将
に
彼
の
四
界
法
界
の
為
タ
メ
ニ
セ
ン

	

（
巻
五　

後
江
相
公　

申
度
者
状
）

・
望
請
セ
ラ
ク
殊
に
天
恩
を
蒙
（
り
）、
件
の
闕
に
兼
任
せ
被
ラ
レ
、
暫
シ
ハ
ラ
ク
陸
沈
淹
屈
の
［
之
］
愁
を
慰
ヤ
ス
メ
ム

	

（
巻
六　

橘
直
幹　

申
民
部
大
輔
状
）

	

・
望
請　

殊
に
鴻
恩
を
蒙
（
り
）、
件
の
闕
に
拝
（
ケ
）
被
ラ
レ
は
将
に
奉
公
之
節
を
尽
サ
ン
ト
《
将
》
モ
フ

	

（
巻
六　

平
兼
盛　

申
勘
解
由
次
官
図
書
頭
状
）

・
望
請
セ
ラ
ク
、
鴻
慈
、
曲
マ
ケ
て
矜
照
を
垂
タ
レ
、
先
例
ニ
准
ナ
ソ
ラ
ヘ
、
件
の
寺
を
以
て
、
御
願
と
為
シ
、
仏
法
を
興
隆
シ
、
国
家

を
誓
護
セ
ン	

（
巻
五　

江
匡
衡　

為
関
白
内
大
臣
請
以
積
善
寺
為
御
願
寺
状
）

・
望
請
セ
ラ
ク
、
鴻
慈
、
将
に
温
職
に
任
シ
、
且
は
禄
養
を
［
於
］
風
に
競
ヒ
、
且
は
貞
心
を
［
於
］
霜
松
に
争
ソ
ハ
ン

	

（
巻
六　

後
江
相
公　

申
温
職
状
）

・
望
請
セ
ラ
ク　

天
裁
、
垂
タ
ル
ル
に
曲
照
を
以
テ
シ
、
殊
に
従
三
位
の
［
之
］
階
シ
ナ
を
授
ケ
被
（
レ
）
は
、
縦
ヒ
世
人
且
は
嘲
ケ
リ
、

且
は
崇
タ
ト
ヒ
、
喚
ラ
テ
は
三
位
博
士
と
為
セ	

（
巻
六　

菅
三
品　

申
三
位
状
）

の
よ
う
に
「
望
請
セ
ラ
ク
ハ
」
と
訓
ん
で
い
る
（
望
請
は
音
読
み
）
が
、
二
つ
の
訓
読
の
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
望
請
」

は
「
望
請
ス
ラ
ク
ハ
」
又
は
訓
で
読
め
ば
「
ノ
ゾ
マ
ク
ハ
」「（
コ
ヒ
）
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
」
な
ど
と
な
ろ
う
が
、
こ
の
「（
コ
ヒ
）
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
」

は
「（
コ
ヒ
）
ネ
ガ
フ
」
の
所
謂
「
ク
語
法
」
型
で
、
文
末
を
願
望
表
現
「
ム
」（
一
人
称
主
語
の
場
合
）、
又
は
命
令
・
禁
止
表
現
「
セ
ヨ
」
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「
ナ
カ
レ
」（
二
人
称
主
語
の
場
合
）
で
結
ぶ
約
束
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
あ
て
は
め
れ
ば
、「
清
原
定
康
受
領
吏
申
文
」
の
一
節
は
、

Ａ
望
請
は
く
は　

天
恩
、
先
例
に
因
准
ひ
、
件
等
の
労
に
依
り
て
、
彼
の
官
を
兼
任
せ
し
め
た
ま
へ
。
且
つ
は
憐
老
の
仁
を
仰
ぎ
、
且
つ

は
奉
公
の
節
を
誇
ら
む
。

ま
た
は
、

Ｂ
望
請
は
く
は　

殊
に
天
恩
を
蒙
り
、
先
例
に
因
准
ひ
、
件
等
の
労
に
依
り
て
、
彼
の
官
を
兼
任
せ
む
。
且
つ
は
憐
老
の
仁
を
仰
ぎ
、
且

つ
は
奉
公
の
節
を
誇
ら
む
。

と
な
ろ
う
。
Ａ
は
本
文
を
そ
の
ま
ま
に
訓
ん
だ
場
合
、
Ｂ
は
敢
え
て
「
殊
蒙
」
を
加
え
て
本
文
を
校
訂
し
た
結
果
で
あ
る
。
最
高
の
学
問
の

場
で
生
み
出
さ
れ
た
成
果
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
さ
さ
い
な
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
の
取
り
違
え
を
大
袈
裟
に
採
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

な
い
で
い
た
だ
き
た
い
。

五
、
変
化
に
気
付
い
た
時
は
手
遅
れ
と
い
う
こ
と

漢
文
訓
読
リ
テ
ラ
シ
ー
は
確
実
に
低
下
し
て
い
る
。
時
代
の
潮
流
を
押
し
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
が
て
絶
滅
に
向
か
う
も
の
か
と

思
う
。
原
因
が
こ
の
ノ
ー
ト
に
書
い
た
よ
う
な
単
純
な
要
因
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
義
務
教
育
段
階
で
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
字
音
仮
名
遣

い
を
習
得
し
な
く
な
っ
た
こ
と
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
な
ど
は
、
学
習
と
記
憶
と
い
う
反
復
に
よ
っ
て
習
得

さ
れ
る
。
常
用
漢
字
と
現
代
仮
名
遣
い
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
反
復
学
習
の
場
が
早
期
公
教
育
で
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
よ
り
英
語
で
ビ
ジ
ネ
ス
が
で
き
る
人
材
を
廉
く
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
す
る
こ
と
を
資
本
主
義
が
求
め
て
い
る
か
ら
だ
。
人
間
形
成
期
に
過

重
な
負
担
を
掛
け
る
こ
と
に
は
反
対
で
、
寧
ろ
ゆ
と
り
こ
そ
大
切
、
と
は
今
も
っ
て
大
衆
の
耳
に
馴
染
む
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
を
反
動
的
に

戻
す
こ
と
を
夢
み
て
い
る
の
で
は
な
い
。
絶
学
の
原
因
と
学
習
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
事
柄
を
も
う
一
度
整
理
し
て
み
る
と
、
大
き
く
以
下
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の
点
に
絞
ら
れ
る
か
と
思
う
。

古
典
文
法
に
基
づ
く
以
上
、
基
礎
学
力
と
し
て
古
典
文
法
を
習
得
し
、
訓
み
下
し
文
を
標
準
的
古
典
文
で
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
守
り
、

い
わ
ば
死
語
を
「
書
く
能
力
」
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
理
由
で
字
音
仮
名
遣
い
を
守
る
こ
と
も
必
須
で
あ
る
。
修
学
の
ど
の
時
点
で
そ

れ
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
。
解
答
は
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
。
現
実
的
に
は
大
学
入
学
後
、
夏
休
み
な
ど
を
利
用
し
て
、
優
れ
た
教
科
書
に
よ
っ

て
集
中
的
に
和
化
漢
文
（
和
漢
混
淆
文
で
も
よ
い
）
の
文
献
を
大
量
に
読
む
の
が
よ
い
と
思
う
。

一
九
七
三
年
の
「
送
り
仮
名
の
付
け
方
」（
一
九
八
一
年
一
部
改
正
）
に
も
、
法
則
性
が
な
い
の
で
歓
迎
も
拘
束
も
さ
れ
に
く
い
と
い
う

厳
し
い
現
実
が
あ
る
。
こ
の
た
め
正
書
法
は
欠
如
し
て
い
る
。
根
本
的
原
因
は
日
本
語
の
中
で
は
漢
字
の
読
み
が
か
く
れ
ん
ぼ
す
る
こ
と
に

あ
る
。
こ
れ
は
書
く
こ
と
に
大
い
に
関
わ
る
の
で
あ
る
が
、
読
む
こ
と
に
於
い
て
も
表
記
上
に
現
れ
な
い
の
で
苦
労
す
る
（
外
国
人
が
話
し

言
葉
の
習
得
に
は
巧
み
で
あ
っ
て
も
、
書
く
こ
と
や
読
む
こ
と
を
苦
手
と
す
る
理
由
は
こ
こ
に
潜
む
）。
更
に
言
え
ば
大
規
模
な
本
文
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
が
構
築
さ
れ
な
い
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
例
え
ば
電
子
版
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
検
索
の
煩
わ
し
さ
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。『
続

日
本
紀
』
に
至
っ
て
は
、
い
つ
ま
で
も
漢
字
索
引
以
上
の
も
の
は
現
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
自
然
言
語
と
計
算
機
の
能
力
に
懸
隔
の
あ
る
暫
く

の
間
は
、
厳
密
に
本
文
の
標
準
化
を
行
う
か
（
送
り
仮
名
の
規
則
を
厳
格
に
行
う
こ
と
）、
或
い
は
見
た
目
の
表
記
は
書
き
手
の
自
由
と
し

て
、
裏
側
に
徹
底
し
た
発
音
主
義
に
基
づ
く
標
準
的
な
テ
キ
ス
ト
を
忍
ば
せ
て
お
き
、
実
際
の
検
索
を
こ
の
発
音
引
き
テ
キ
ス
ト
に
於
い
て

行
う
方
法
し
か
な
い
。
こ
れ
は
個
人
の
努
力
範
囲
を
越
え
る
。

古
典
日
本
語
に
つ
い
て
は
多
数
残
存
す
る
資
料
か
ら
帰
納
法
に
よ
っ
て
、
時
代
別
に
再
建
さ
れ
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
漢
字
音
は
資

料
的
に
限
界
が
あ
り
、
契
沖
方
式
の
用
例
中
心
主
義
の
帰
納
法
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
な
い
が
、
音
韻
は
理
論
的
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

要
す
る
に
日
本
語
と
中
国
語
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
問
題
だ
か
ら
、
両
言
語
の
音
韻
学
の
素
養
が
な
く
て
は
お
話
に
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
が
、

最
近
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
演
繹
的
方
法
に
よ
り
字
音
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
習
得
す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
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沼
本
克
明
『
帰
納
と
演
繹
と
の
は
ざ
ま
に
揺
れ
動
く
字
音
仮
名
遣
い
を
論
ず
―
字
音
仮
名
遣
い
入
門
―
』
と
い
う
い
さ
さ
か
長
い
タ
イ
ト
ル

の
本
を
参
照
さ
れ
た
い
。

努
力
義
務
と
し
て
は
認
め
る
が
、
い
や
い
や
、
そ
こ
ま
で
面
倒
な
こ
と
を
せ
ず
と
も
、
こ
れ
ま
で
通
り
漢
字
の
中
に
隠
し
た
ま
ま
、
現
代

漢
字
音
の
ま
ま
訓
読
す
れ
ば
よ
い
と
の
意
見
も
あ
ろ
う
。
身
に
つ
け
た
と
し
て
も
実
際
の
発
音
は
現
代
の
音
韻
体
系
に
よ
る
し
か
な
い
の
だ

か
ら
合
理
的
で
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
冒
頭
で
書
い
た
よ
う
に
①-

Ｂ
の
訓
み
下
し
文
は
上
に
述

べ
た
よ
う
に
古
典
文
法
に
従
い
つ
つ
も
、
発
音
主
義
で
現
代
仮
名
遣
い
と
現
代
漢
字
音
で
書
く
、
ち
ぐ
は
ぐ
の
矛
盾
を
孕
ん
だ
姿
に
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
と
は
常
用
漢
字
体
を
旧
漢
字
体
に
す
る
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
こ
と
な
の
だ
。
や
は
り
古
典
語
そ
の
も
の
を
読
む
能
力
と
書
く
能

力
の
両
方
が
鍛
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
平
凡
だ
が
訓
練
に
よ
っ
て
の
み
身
に
付
く
も
の
で
あ
る
。


	人間関係紀要38 156
	人間関係紀要38 155
	人間関係紀要38 154
	人間関係紀要38 153
	人間関係紀要38 152
	人間関係紀要38 151
	人間関係紀要38 150
	人間関係紀要38 149
	人間関係紀要38 148
	人間関係紀要38 147
	人間関係紀要38 146
	人間関係紀要38 145
	人間関係紀要38 144
	人間関係紀要38 143
	人間関係紀要38 142
	人間関係紀要38 141
	人間関係紀要38 140
	人間関係紀要38 139
	人間関係紀要38 138
	人間関係紀要38 137



