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国
語
教
育
上
の
立
ち
場
か
ら
「
日
本
」
の
読
み
方
に

つ
い
て
よ
く
き
か
れ
る
の
で
、
ふ
る
い
手
び
か
え
に

若
干
の
新
資
料
を
加
え
て
こ
の
小
稿
を
草
し
た
。

9
9
9
9
9
9
 

9
9
9
9
9
 

r,‘‘,'’‘,'’’’ 

―

-

「

日

本

」

の

国

号

は

い

つ

ご

る

か

i

•
一
ら
は
じ
ま
っ
た
か
。
―

• 

{
9
9
9
9

9ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

聖
徳
太
子
（
摂
政
5
9
3
1
6
2
l
)
Q
と
き
に
は
ま
だ
で

き
て
い
な
か
っ
た
。
太
子
が
、
外
交
上
、
南
号
の
制

定
を
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
史
上
に
あ
き
ら
か

な
と
こ
ろ
で
、
当
時
、
瓶
隋
の
国
害
に
「
日
用
処
ノ

天
子
」
ま
た
は
「
東
バ
天
皇
」
と
書
か
し
め
ら
れ
た

こ
と
は
そ
の
苦
心
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
後
、
大
化
改
新
(
6
4
6
)

の
と
き
に
「
日
木
」
と
い

り
国
号
も
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
し
こ
と
は
な

析
粒
岱
~
と
r

上
9

足r
を
f

.. 
～ヘヽ•芍1、~.、

い
的
、
そ
の
説
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
大
化

元
年
、
高
麗
・
百
済
の
使
に
宣
せ
ら
れ
た
詔
の
冒
頭

，
に
「
御
宇
日
本
天
皇
」
と
あ
る
の
は
、
後
の
令
憫
（
昭

，
饗
式
）
を
い
に
し
え
に
め
ぐ
ら
し
た
齊
紀
の
例
の
筆

法
と
い
わ
れ
て
も
、
い
ち
お
う
い
た
し
方
の
な
い
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
、

3
 

最
も
確
実
な
と
こ
ろ
で
は
、
近
江
令
を
修
正
し
た
大

4

5

 

宝
令
に
お
い
て
、
と
く
に
外
交
上
の
用
語
と
し
て

「
日
本
」
の
国
号
が
制
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
か
ら
は
じ
め
て
シ
ナ

で
も
「
日
木
」
の
図
号
を
公
式
に
詔
め
て
h

こ
れ
ま
で

の
「
倭
」
の
呼
称
を
廃
じ
、
か
つ
そ
れ
か
ら
彼
国
の
人

芝
蔚
文
に
も
多
く
「
日
太
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
'

7
 

う
に
な
？
た
の
€
あ
る
か
ら
、
ま
ず
「
日
本
」
の
国
号

ぱ
八
批
紀
の
初
頭

C
，
な
わ
ち
大
宝
令
公
布
の
年

i
 

,"・ 

・
ぐ
、
ヒ
敷
キ
ク
マ
ヘ
ル
，
法
ヲ
、
受
ケ
ク
マ
＾
y
テ
行
ヒ

タ
マ
フ
（
元
朋
即
位
詔
）
。

天
智
天
皇
始
制
二
法
令
↓
謂
1
1

之
近
江
朝
廷
之

令
↓
天
下
百
世
因
准
之
。
（
江
家
次
第
）

平
安
朝
に
お
け
る
十
陵
の
制
度
で
は
、
天
智
天

皇
の
陵
を
第
一
に
お
か
れ
た
。
そ
れ
を
宣
長
が
慨

し
て
神
武
天
皇
の
陵
を
こ
そ
節
一
に
厚
く
祭
り
た

ま
ふ
べ
く
と
い
っ
た
の
で
あ
る
（
古
事
記
伝
）
。

か
よ
う
に
考
え
，
．
て
く
る
と
、
こ
の
「
日
本
・
」
の
国

号
も
、
実
質
的
に
は
、
や
は
り
天
智
天
皇
の
遺
制

の
一
．
つ
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

E
注
5
】
公
式
令
詔
書
式
の
「
明
神
御
宇
日
本
天
皇

詔
旨
」
を
「
謂
似
1

大
事
1

拿
1

於
蕃
国
ノ
使
1

之
辞

也

」

と

義

解

し

て

あ

る

。

．

【

注

6

]

大
宝
＝
―
-
年
(
7
0
3
)

遣
唐
使
栗
田
二
真
人
が
、

七
の
高
潔
、
神
の
ご
と
き
儀
容
を
も
つ
て
「

H
本

国
＜
使
」
と
名
の
り
、
唐
廷
（
時
に
則
天
武
后
の
長

安
＝l

-

年
）
の
君
臣
上
下
を
し
て
嘆
美
お
く
あ
た
わ

ざ
ら
し
め
た
中
に
よ
く
「
日
本
」
の
新
国
号
を
公
認

世
し
め
た
。
ジ
ナ
の
正
史
で
も
、
こ
の
と
き
の
記

事
か
ら
旧
来
の
倭
国
伝
沢
日
本
国
伝
に
か
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
（
文
武
紀
。
前
賢
故
実
）
‘

日
本
園
者
倭
之
別
穂
也
。
以
—u其
国
在

1
1
1日
辺
1

．
放
、
以
舌
1

日
本
i
長
名
。
．
或
日
、
倭
国
自
悪
】

1

其

名
不
p
雅
、
改
為
1
1

日
本
I

（
旧
唐
誉
）

咸
享
元
年
、
遥
＞
使
賀
＞
平
孟
回
麗
↓
後
、
稽
習

1
1

夏
音
↓
悪
二
倭
名
↓
更
晏
1

日
本
↓
使
者
自
言
、
国

．
 

蓉
面
所
巳
出
、
以
為
＞
名
（
新
唐
壱
）

[

注
7

]

日
本
品
郷
辞
1

1

帝
都
I

李
白
（
李
太
白
集
）

羞
1

日
本
信
帰
＿
章
荘
（
れ
い
語
類
縞
）
、

送
ー
ー
面
品
竺
日
本
一
方
干
（
文
苑
英
華
）

ス

メ

ヲ

，

｀
r

コ

ト

勅
日
本
国
王
主
朋
楽
美
御
猿
勅
書
案
（
張
九
齢

曲
江
集
）

~9999999999999999999999999  ̀

二
「
日
本
」
の
語
原
的
意
味
は
ど
う
一

一

で

あ

る

か

。

.
,
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ヽヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

聖
徳
太
子
の
「
日
出
処
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味

で
あ
る
。
け
だ
し
甘
本
」
は
「
日
の
も
と
」
で
あ

り
、
そ
の
「
も
と
」
は
「
源
」
の
「
も
と
」
と
同
じ
意
味
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
「
み
な
も
と
」
は
水
之
原
1
1
水
之
本

の
意
味
で
あ
る
。
元
来
「
源
」
は
「
原
」
が
本
字
で

あ
り
、
そ
れ
に
後
世
サ
ン
ズ
イ
を
つ
け
た
の
で
あ
る

が
（
あ
た
か
も
「
然
」
で
す
で
に
「
も
え
る
」
と
い
ら
意

味
の
字
で
あ
る
の
に
さ
ら
に
火
（
ん
を
つ
け
て
「
燃
」

2
 

と
し
た
よ
ら
な
も
の
で
あ
る
）
、
そ
の
「
原
」
は
「
本
也
」

と
訓
じ
て
、
ナ
ベ
て
「
も
と
」
す
な
わ
ち
物
の
本
原

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
漠
和
大
字
典
に
、

「
源
」
は
「
水
泉
の
流
れ
坦
つ
る
木
、
み
な
か
み
。
」
と

――
 

7
0
1
)

に
は
始
ま
っ
て
い
る
と
碓
言
［
て
よ
い
。

〖
注1
】
「
東
」
ね
「
ヤ
マ
ト
」
と
古
訓
し
て
あ
る
。
ま

や
ま
4
]

や
ま
9
J

や

ま

4
`

た
大
和
の
国
を
「
東
」
と
も
誉
い
た
こ
と
は
、
東
”

詈

（

想

亨

璧

の

用

字

例

に

よ

っ

て

あ

き

ら
か
で
あ
る
。

冒
2

〗
本
居
宜
長
「
国
号
考
」

冒
8

〗
近
江
令
は
天
智
天
皇
の
避
制
で
、
持
統
天

皇
（
天
智
天
皇
の
皇
女
で
天
武
天
皇
の
皇
后
）
の

三
年
(
6
8
9
)
に
公
布
さ
れ
た
。

冒
4

〗
大
宝
令
は
近
江
令
を
修
正
改
綱
し
た
も
の

で
、
天
武
天
皇
の
立
年
（
大
宝
元
年
7
0
1
)

に
公
布

さ
れ
た
。
し
か
も
歴
朝
、
こ
れ
を
天
智
天
皇
の
遣

制
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
江
ゾ
吠
津
ノ
宮
＝
ー
ア
メ
ノ
シ
ク
シ
ロ
シ
メ
シ

シ
大
倭
根
子
天
皇
ノ
、
天
地
卜
共
二
長
ク
、
日
月
ト

解
釈
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
に
準
じ
て
説
け
ば
「

H

””
 

の
木
」
は
「
日
の
崖
つ
る
本
、
ひ
な
か
み
。
」
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
水
源
地
に
対
す
る

H
源
地
と

も
い
う
べ
き
心
も
ち
で
の
「
日
出
処
」
と
い
う
の
が
、

す
な
わ
ち
「
日
本
」
と
い
う
熟
字
の
意
味
で
あ
る
Q

ま
た
日
起
忌
於
東
1

と
い
う
。
ヂ
す
な
わ
ち
、
日
出
・

日
起
の
方
角
で
あ
る
「
東
」
の
国
が
「
日
の
本
」
で

あ
る
。
結
局
、
聖
徳
太
子
の
「
日
出
づ
ろ
処
」
お
よ

び
「
東
」
の
国
と
い
う
自
覚
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
裏

づ
け
て
「

H
の
木
の
や
ま
と
の
国
」
と
歌
っ
た
一
種

の
国
民
的
な
伝
統
思
想
が
、
そ
の
ま
ま
「
日
木
」
と

い
う
国
号
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

5
 

匂
1

]

「
鵬
」
は
、
も
と
が
け
の
下
に
「
泉
」
を
書

6l
 

い
た
字
で
、
そ
の
ナ
カ
ヅ
ク
リ
の
「
白
小
」
は
実
＇

は
「
泉
」
の
字
が
略
さ
れ
た
形
で
あ
る
。

□2

]

「
然
」
の
下
の
ョ
ッ
テ
ン
が
火
で
あ
る
こ
と

が
忘
れ
ら
れ
て
、
そ
れ
に
さ
ら
に
火
ヘ
ン
を
つ
け

て
、
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
燻
Q

字
な
ど
も
同
じ
0

.

【

注

8

]

「
み
な
も
と
」
に
対
す
る
「
み
な
か
み
」
と
い

ら
語
が
あ
る
よ
う
に
、
「
ひ
の
も
と
」
に
対
す
る

「
ひ
の
か
み
」
な
い
し
「
ひ
な
か
み
」
ま
た
は
約
し

て
「
ぴ
が
み
」
と
い
ら
語
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち

み
な
も
と
（
源
）

｛
み
な
か
み
（
水
上
）

国
号
日
本

．宅

の
読
み
方
に
つ
い
て

武

郎

- 64-



ひ
の
心
と
（
日
の
本
）
｛

一
ひ
の
か
み
・
ひ
な
力
み
・
ひ
が
み
（
日
上
）

「
み
な
か
み
」
が
「
み
な
も
と
」
よ
り
も
語
感
が
古

い
よ
ら
に
、
「
ひ
な
か
み
」
が
「
ひ
の
も
と
」
よ
り
も

語
感
が
古
い
。
そ
れ
は
「
み
な
か
み
」
お
よ
び
「
ひ

な
か
み
」
が
「
み
な
も
と
」
お
よ
び
「
ひ
の
も
と
」

よ
り
も
、
一
時
代
、
古
く
お
こ
な
わ
れ
た
語
で
あ

．
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

同
4

]

「
や
ま
と
」
の
語
原
は
あ
き
ら
か
で
な
い

が
、
そ
れ
に
「
東
」
の
字
を
あ
て
た
の
は
、
た
と
え

｀
ぶ
鳥
の
あ
す
か
」
「
春
日
の
か
す
が
」
お
よ

び
「
日
の
本
の
や
ま
と
」
か
ら
「
鳶
尉
」
「
畔
町
」

ぶ

し

ゃ

ぎ

と

靡
」
が
で
き
た
よ
う
に
、
や
は
り
「
東
の
大
和
」

「
醗
翫
印
」
と
い
ら
と
こ
ろ
か
ら
「
霞
]
元
]
と

書
く
よ
う
に
な
．
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

勺
5

]

的
誓
叫
彫
町
（
万
葉
集
三
一
九
香
「
詠

不
尽
山
歌
」
読
み
人
し
ら
ず
）

9
9
9
9
,
‘
9
9
9
9

9ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
.
`

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
 

•9,' 

-
―
―
-
「
日
本
」
を
「
ひ
の
も
と
」
と
読
ん
―

一

で

は

い

け

な

い

か

。
9
9
9

9ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9

9ヽ
9
9
9
,
‘
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
.
.
 ・
 

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
'
‘
,
'
 

-
i'
‘
,
'
’
9
9
9
9
9
9
9
9
 

「
ニ
ホ
ン
」
ま
た
は
「
ニ
ッ
ボ
ン
」
と
晋
よ
み
す
べ
き

で
あ
る
。

日
本
の
国
家
統
一
は
大
和
朝
廷
の
力
に
よ
る
も
の

で
、
し
ぜ
ん
「
や
ま
と
」
と
い
う
の
が
統
一
国
家
の
総

名
と
な
？
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対
し

て
古
く
か
ら
の
「
倭
」
と
い
う
字
を
あ
て
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
後
に
、
そ
の
字
を
忌
避
し
て
「
日
本
」
と

い
う
熟
字
を
あ
て
か
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

当
然
、
そ
の
熟
字
の
ま
ま
で
「
や
ま
と
」
と
読
ま
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
Q

ふ
み

後
世
、
歌
こ
と
ば
（
ま
た
は
文
こ
と
ば
）
と
し
て

は
「
日
本
」
を
「
日
の
本
」
と
し
た
こ
と
が
あ
る

炉
、
実
さ
い
の
話
こ
と
ば
と
し
て
は
決
し
て
「
日
の

本
」
と
は
い
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
点
、
神
皇
正
統
記
に

ぇt

は
っ
き
り
と
「
ひ
の
も
と
」
と
は
読
ま
す
と
、
＂
ご
て

い
る
の
は
鉄
案
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
で
な

く
、
あ
る
時
代
に
は
、
実
さ
い
の
話
こ
と
ば
と
し
て

「
ひ
の
も
と
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
意
外
に
も
＝
ゾ
の

こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

0

0

0

0

 

小
だ
わ
ら
の
こ
と
は
、
く
わ
ん
と
う
・
ひ
の
も
と

～
 

ま
で
の
お
き
め
に
て
侯
ま
＼
ほ
し
こ
ろ
し
に
申

つ
く
可
候
間
、
と
し
を
と
り
可
申
候

＇
（
豊
太
閣
真
蹟
集
第
二
十
五
葉
）

こ
れ
は
秀
吉
が
例
の
自
ら
「
て
ん
か
」
と
暑
し
て

b

京
都
な
る
「
大
ま
ん
ど
こ
ろ
」
あ
て
に
送
っ
た
天
正
十

八
年
「
五
月
一
日
」
づ
け
の
手
紙
の
一
節
で
あ
る
。
こ
ク

の
「
く
わ
ん
と
う
・
ひ
の
も
と
ま
で
」
の
「
ひ
の
も
と

と
は
、
関
東
に
対
し
て
関
東
以
北
の
地
、
む
し
ろ
北

辺
エ
ゾ
の
地
ま
で
を
含
め
て
い
る
と
解
釈
す
る
よ
り

・
ラ
き
な
ど
で
あ
る
。
大
日
本
地
名
辞
害
に

種
々
の
伝
説
を
合
考
し
て
、
「
狭
種
の
一
に
、
中
古
、

ヒ
ノ
モ
ト
て
ふ
者
の
存
在
せ
る
を
会
得
す
る
に
足
ら

ん
。
」
（
北
海
道
六
ペ
ー
ジ
）
と
い
っ
て
い
る
の
は
動
か

O
C
 

な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

倭
訓
栞
に
い
う
。
俗
諺
に
、
奥
州
日
の
本
の
称
あ

る
は
、
日
木
紀
に
、
東
夷
之
中

b

有
1
1

日
高
見
国
I

と

い
へ
る
意
な
る
べ
し
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
考
え
る
と
、
上
記
、
秀

吉
の
い
わ
ゆ
る
「
ひ
の
も
と
」
と
は
そ
ソ
の
種
族
名
な

い
し
地
名
で
あ
る
こ
と
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
る

、、

い
は
当
時
の
東
日
本
的
な
方
言
で
あ
っ
た
の
で
は
あ

b

“ヽ

る
ま
い
か
。
そ
し
て
方
言
こ
そ
は
生
き
た
話
こ
と
ぽ

で
あ
っ
て
、
そ
の
点
、
上
記
の
歌
こ
と
ば
（
ま
た
は

文
こ
と
ば
）
と
し
て
の
「
日
の
本
」
と
は
、
ま
っ
た

く
そ
の
性
格
を
異
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
中
央
語
（
す
な
わ
ち
標
準
語
的
な
る
も

の
）
と
し
て
は
、
エ
ゾ
は
ニ
ゾ
で
あ
り
（
今
日
ア
イ

ヌ
と
い
う
よ
う
に
）
、
そ
れ
を
「
日
の
本
」
と
は
恐
ら

く
一
般
に
は
い
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

「
日
の
木
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
国
号
「
日
本
」
の
歌
こ

と
ぽ
（
ま
た
は
文
こ
と
ば
）
と
し
て
の
修
辞
的
表
現
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
真
に
生
き
た
話
こ
と
ば
に
お
け

る
日
本
の
国
号
は
、
む
か
し
は
「
日
本
」
ー
で
あ
り
、

中
古
以
後
は
「
炉
怠
」
ま
た
は
「
印
芦
」
で
あ
る
。

か
く
て
わ
が
「
日
本
」
の
国
号
は
、
そ
の
文
字
ど
お

り
に
「
日
の
本
」
す
な
わ
ち
「
日
の
出
づ
る
処
」
と
い
う

意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
八
世
紀
の
初
頭
（
実
質
的
に

は
七
世
紀
の
末
）
に
で
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ

の
思
想
的
え
ん
源
は
意
外
に
遠
く
、
か
つ
意
外
に
深

ぃ
心
の
が
あ
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
冷
そ
れ
を

「
日
の
本
」
と
訓
よ
み
に
す
る
と
、
歌
こ
と
ば
（
ま
た

は
文
こ
と
ば
）
と
し
て
は
別
で
あ
る
が
、
話
こ
と
ば

と
し
て
は
ニ
ゾ
を
意
昧
す
る
一
種
の
時
代
的
方
言
と

な
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ぽ
標
準
語
と
し
て
の
日
本
の

国
号
は
、
古
諾
で
は
「
や
ま
と
」
で
あ
り
、
中
古
以
後

で
は
「
日
本
」
を
晋
よ
み
に
し
た
「
ニ
ホ
ン
」
ま
た

は
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
国
号

「
日
木
」
の
読
み
方
に
お
け
る
標
姻
語
的
性
格
と
，
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
田
叫
う
。

[

注

1

]

日
本
此
云
1
1

耶
麻
朦
↓
下
皆
倣
迄
i
（
神
代

a

)

 

女
小

0

0

0

 

0
 

g
g2
]

い
と
む
つ
か
し
き
ひ
の
も
と
の
末
の
世
に

（
源
氏
物
語
若
紫
）

わ
が
国
は
天
照
る
神
の
末
な
れ
ば
、
日
の
本
と
し

も
い
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る
（
続
国
歌
大
観
プ
六
八
八

香
）

U
江
8

]

字
の
ま
ま
に
ひ
の
も
と
と
は
読
ま
ず
、
や

ヨn
o
 

ほ
か
に
道
が
な
い
で
は
な
い
カ

4

、

大
日
本
地
名
辞
書
所
引
の
史
料
に
よ
る
と
．
む
か

し
津
軽
の
安
東
（
ま
た
は
安
藤
と
書
く
）
氏
が
、
ニ

ゾ
を
征
討
し
た
功
に
よ
っ
て
、
塁
将
軍
（
ま
た
は

ひ
の
さ
と

日
下
将
軍
と
書
く
）
と
呼
ば
れ
た
と
い

5
話

が

あ

る。
人
国
記
と
い
う
の
は
元
祗
年
間
に
世
に
出
た
諸
国

風
俗
物
語
で
あ
る
が
、
そ
の
陸
奥
の
国
の
条
に
「
コ

ノ
国
ノ
人
＾
、
日
ノ
本
ノ
故
加
、
色
白
ク
シ
テ
限
ノ

色
青
キ
事
多
シ
」
と
あ
る
。

6
 

寛
文
蝦
夷
区
に
は
、
松
前
か
ら
三
十
日
行
程
の
と

こ
ろ
に
「
此
ョ
リ
東
ノ
方
、
日
ノ
本
卜
云
」
と
あ
る

が
、
そ
れ
を
今
日
の
地
固
に
引
き
あ
て
て
み
る
と
、

ち
ょ
う
ど
日
高
の
国
あ
た
り
に
あ
た
っ
て
い
る
の

7
 

は
｀
偶
然
の
一
奇
で
あ
る
。

.

n

シ
ノ
ワ
ク
リ

北
海
道
の
古
名
は
越
渡
島
で
あ
る
（
文
武
紀
）
。
ま

n
シ

ヲ

チ

・

贔
／
即
（
古
事
記
）
で
あ
る
。
そ
の
越
は
越
の
転

ヲ

シ

マ

霊
、
そ
の
ヲ
チ
島
が
ヲ
島
と
な
っ
て
、
後
に
渡
島

（
日
本
紀
古
訓
）
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
か
。
]

さ
て
ニ
ゾ
に
は
古
く
大
別
し
て
＝
一
種
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
景
行
紀
に
い
わ
ゆ
る
津
軽
一
:

7

y
.
―
ー
ギ
ニ

ど
ア
ラ
ニ
ゾ
、
ま
た
は
諏
訪
大
明
神
絵
詞
（
続
群

響
類
従
第
三
集
所
収
）
に
い
わ
ゆ
る
渡
り
党
、
日

ま
と
と
訓
ぜ
り
。
（
神
皇
正
統
記
神
代
）

G
u
4
]

大
日
本
地
名
辞
書
四
七
一
六
ー
七
ペ
ー

ジ
、
同
北
海
道
六
ペ
ー
ジ
な
ど
。

【

注

5

]

史
籍
集
覧
第
十
七
菓
所
収
、
伴
信
友
校

本
。
こ
の
「
也
」
は
「
に
ゃ
」
の
誤
写
か
°
板
本
に
は

単
に
「
に
」
と
あ
る
。

【

注

6

]

函
館
図
書
館
蔵
。

[

注
7

]

松
浦
氏
命
名
案
内
（
大
日
本
地
名
辞
書
―
―

四

〇

ベ

ー

ジ

所

引

）

参

照

。

'

ヲ

シ

マ

U
比
8

]

こ
れ
は
私
見
の
渡
島
語
原
説
で
あ
る
。
＇

u
g9
]
•
そ
の
他
、
金
田
一
京
助
「
蝦
夷
と
日
高
見

国
」
大
正
十
五
年
刊
「
ア
イ
ヌ
の
研
究
」
所
収
。

さ
て
「
み
な
も
と
」
と
「
み
な
か
み
」
と
が
一
対
の

同
義
異
語
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
び
の
も
と
」
と

「
ひ
な
か
み
」
と
も
ま
た
一
対
の
同
義
異
語
で
あ

る
。
そ
し
て
「
ひ
な
か
み
」
が
「
ひ
た
か
み
」
ま

た
は
「
き
た
か
み
」
の
名
で
、
は
じ
め
大
和
（
大
倭

日
高
見
占
国
ー
大
酸
詞
）
か
ら
常
臨
（
此
地
本
日

高
見
国
也
ー
常
陸
風
土
記
）
に
東
遷
し
、
そ
こ
か

ぢ
針
路
を
転
じ
て
東
北
、
北
上
川
の
流
域
（
東
夷

之
中
賓
1

日
高
見
国
1

ー
景
行
紀
）
へ
移
動
し
て
お

り
、
そ
れ
が
、
ふ
し
ぎ
に
も
、
上
記
の
「
日
の
本
」

の
地
名
が
、
同
じ
く
大
和
（
日
本
之
山
跡
国
ー
万

葉
集
）
．
か
ら
東
北
（
秀
吉
の
関
東
ひ
の
も
と
ま
た

- 67 -
ー 66-



、
、
、
、

1

は
津
径
の
び
の
も
と
将
軍
）
べ
き
J
か
ら
さ
ら

に
海
を
渡
っ
て
北
海
道
・
千
島
｛
と
、
し
だ
い
に

移
動
し
て
行
っ
た
の
と
常
に
形
影
あ
い
伴
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
「

H
の
本
」
の
民
族
的
移
動
の
あ
と

を
示
す
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
ら
。

9
9
9
9
9
9
9
9
9
 

5

9

9

9

9

9

9

・

 

一

四

は

じ

め

は

「

＝

ホ

ご

と

発

音

し

一

一
た
か
「
一
一
ッ
ボ
シ
」
と
発
音
し
た
か
。
一
~

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
4
,
9
9
9
9
9
 

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9ヽ
9
9
9

*

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

そ
れ
は
未
詳
で
釦
る
と
答
え
る
よ
り
ほ
か
は
な

、0
＼
 た

だ
｀
こ
こ
で
一
言
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と

は
｀
日
本
語
の
ハ
行
子
昔
が
古
く
は
P
で
あ
っ
た
と

い
．
う
説
の
一
端
だ
け
を
き
い
て
、
ま
ん
然
と
「
日
本
」

も
は
じ
め
は
「
ニ
ッ
ボ
ン
」
と
読
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ

う
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
あ
や
ま
り
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
へ
行
子
季
日
が
古
く
P
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
‘
今
日
、
ほ
と
ん
ど
学
界
の
定
説
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の

P
か
ら
F
へ
の
移
り
か
わ
り
の

時
代
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
い
ほ
奈
良
朝
以
前
と
想
定

9
-

し
、
あ
る
い
は
奈
良
朝
を
転
換
期
か
と
し
、
あ
る
い

ー

a
 

は
奈
良
朝
ま
た
は
そ
れ
以
前
か
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
大
体
に
お
い
て
伝
統
的
な
国
語
学
者
は
奈
良
朝

も‘

-.「
H
本
」
を
め
ぐ
る
「
I
l

ホ
ン
」
と
「
ニ
ッ
ボ
ン
」
と
は
、
二
つ
な
が
ら
久
し
く

国
民
の
間
に
用
い
ら
れ
て
谷
、
日
に
い
た
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

E
注
1

]

い
っ
ば
ん
に
ッ
昔
便
が
中
央
語
に
あ
ら
わ

れ
た
時
代
で
あ
る
。

E
注
2

]

前
提
、
岩
井
大
惣
「
日
本
国
吾
私
見
」
お
よ

び
吉
田
澄
夫
「
室
町
時
代
以
降
に
お
け
る
国
号
呼

称
」
参
照
。
i

r
,
.
,
'
‘
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ヽ
ー
＇
ヽ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9ヽ

9ヽ
9

9ヽ
9

9ヽ
9
9

9ヽ
:
'
9
9
9
9
9
9
9
9
9
‘
,
.
.
.
 

一
五
「
日
本
」
の
読
み
方
を
国
家
的
に
一

一

決

め

た

こ

と

が

あ

る

か

。

一

•
;
'
‘
9
9
9ヽ
9
9
9
9
9
9

ヽ

9
9
9
9
9
9
9
9
,
‘
,
‘
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ヽ
ヽ

9
ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
‘
,
'
‘
,

、
[

そ
れ
は
ま
だ
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
置
要
な
参
考

と
な
る
の
は
、
憲
法
に
お
け
る
「
日
本
」
の
読
み
方
に

つ
い
て
、
先
年
、
憲
法
数
正
の
委
員
会
で
井
上
＇
（
徳

命
）
委
員
か
ら
咬
問
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
金
森

国
務
大
臣
か
ら
答
弁
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ

な
意
味
で
記
録
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
委
員
会
の

議
事
録
は
あ
ま
り
広
く
は
読
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、

こ
ー
の
緩
会
に
転
戟
ー
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と

思
う
。昭

和
二
十
一
年
七
月
十
二
日
（
第
十
回
）

t

0
金
森
国
務
大
臣
↑
上
略
）
日
卜
木
卜
国
ト
ヲ
香
キ
マ

シ
テ
、
之
ヲ
我
々
ガ
読
ム
時
―
-
「
ニ
ホ
ン
」
国
卜
読

に
お
け
る
P
章
の
盛
行
を
疑
．
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

4
 

て
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

「
日
本
」
の
国
号
制
定
が
奈
良
朝
（
七
十
五
年
）
の
初
頭

に
あ
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
き
お
い
こ
れ
ま
で
の

と
こ
ろ
で
は
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
説
は
影
が
う
す
い
の
で
あ

る
。
反
対
に
「
＝
ッ
ボ
ソ
」
説
を
採
っ
て
い
る
新
し
い

学
者
も
あ

5
。

な
お
、
.
J
a
p
a
n
"
J
名
P
o
n
"
_
G
i
a
p
o
n
e
な
ど
は
、
マ

ル
コ
・
ボ
ロ
の

N
i
p
a
ng
u
に
も
と
づ
い
て
お
り
、

そ
の

Z
i
p
a
ng
u
は
「
日
本
国
」
の
北
方
ジ
ナ
晋
よ
み

（
わ
が
藻
音
の
系
統
）
で
あ
る
J
ih

p
6
n
kg
に

も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
号
「
日

本
」
の
呼
称
は
、
今
日
、
世
界
的
に
方
言
的
な
形
で

普
及
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

U
注
1

]

上
田
万
年
「
P
音
考
」
明
治
―
―
―
十
六
年
刊

「
国
語
の
た
め
竺
一
」
所
収
0

.

[
注
2

]

安
藤
正
次
「
古
代
国
語
の
研
究
」
大
正
十
―
―
―
.

年
刊
。

[注
8

]

糖
本
進
吉
「
波
行
子
4

日
の
変
遷
に
つ
い
て
」

昭
和
一
一
一
年
刊
「
岡
倉
先
生
記
念
論
文
集
」
お
よ
び
昭
｀

和
二
十
五
年
刊
「
国
語
音
韻
の
研
究
」
所
収
。
．

【
注
4

]

私
見
で
は
、
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
代

ま
で
疑
っ
て
い
る
（
そ
の
脱
は
略
す
）
。
．

「
日
本
」
の
読
み
方
な
ど
も
「
涅
般
」
の
例
で
、

ム
コ
ト
モ
ア
ル
シ
「

l

l

ヅ
ボ
ン
」
国
卜
読
ム
コ
ト

モ
ア
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
我
ガ
国
二
於
キ
マ
シ
テ

通
念
ト
シ
テ
認
メ
ラ
レ
テ
居
ル
所
デ
ア
リ
マ
．
ス
。

其
ノ
ニ
ッ
ノ
モ
ノ
ニ
遠
―
―
区
別
ヲ
付
ケ
ル
必
要
ガ

ナ
イ
、
若
シ
モ
是
ガ
、
此
ノ
ニ
ッ
ノ
モ

l

l
中
ノ

ド
ッ
チ
ガ
宜
イ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
決
メ
ル
、
慣
習
—

的
＝
ド
チ
ラ
カ
ヲ
助
長
発
達
セ
シ
ム
ベ
キ
モ
l
デ

ア
ル
ト
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
今
後
、
特

-
I

十
分
ナ
ル
研

究
ヲ
稜
ン
デ
｛
且
カ
ラ
ウ
、
斯
ウ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
。

現
在
見
マ
シ
テ
モ
、
国
民
l

声
ガ
自
然
二
現
ハ

レ
テ
来
ル
地
名
締
二
付
テ
見
マ
シ
テ
モ
、
「
＇
ニ
ホ

ン
」
橋
卜
言
ッ
テ
居
ル
ト
コ
ロ
モ
ア
レ
バ
「
ニ
ッ

ポ
ン
」
橋
卜
言
ッ
テ
居
ル
所
モ
ア
リ
、
「
ニ
ッ
ボ

ン
3

銀
行
卜
「
ロ
ー
マ
」
字
二
書
イ
テ
居
ル
所
モ
ア

レ
バ
「
ニ
ボ
ン
」
銀
行
卜
「
ロ
ー
マ
」
字
二
書
イ
テ
居

ル
所
モ
ア
リ
マ
シ
テ
、
之
二
依
ッ
テ
特
別
ナ
ル
不

自
由
ハ
生
ジ
テ
居
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
思
フ

l

デ
ア
リ
マ
，

ス
。
日
卜
本
卜
羹
イ
テ
「
ニ
ホ
ン
」
卜
読
メ
ル
ノ
カ

読
メ
ナ
イ
ノ
カ
、
是
ハ
サ
ウ
云
フ
方
面
l
学
説
ニ

聴
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
ケ
ン
ド
モ
、
私
共
l

確
ぎ
一
知
ッ
テ
居
ル
知
説
二
依
リ
マ
ス
レ
バ
、
日

上
令
ド
ヲ
密
イ
テ

[

'

I

I

ホ
ン
」
卜
読
ム
ト
去
フ
コ
・
ト
＇

ハ
2

ノ
ン
ナ
ニ
不
思
議
ナ
コ
ト
デ
ハ
ナ
イ
0

（
中
略
）
随

テ
今
御
答
へ
致
シ
マ
ス
ー
所
ハ
、
今
日
ノ
所
デ
ハ
何

レ
ト
モ
ハ
ッ
キ
リ
JK
メ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
0

ド
チ
ラ

デ
モ
宜
シ
イ
、
斯
ウ
云
フ
態
度
デ
居
リ
マ
シ
テ
、

尚
ホ
御
教
ヘ
ヲ
受
ケ
マ
シ
テ
然
ル
ベ
キ
方
向
二
動

ク
概
会
ヲ
作
J
タ
イ
、
斯
ウ
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
。

（
一
六
九
ー
七

O
ペ
ー
ジ
）

第
十
六
回
（
七
月
十
八
日
）

0
井
上
盆
g
)
委
員
（
上
略
）
今
カ
ラ
ニ
十
年
力
ニ
十

五
年
バ
カ
リ
以
前
二
、
文
部
省
l

告
示
ヵ
何
カ
デ

「
ニ
ッ
ポ
ン
」
卜
呼
プ
ャ
ウ

I

ー
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト

ガ
出
ク
カ
l

ャ
ウ
ニ
記
憶
ヲ
喚
ビ
起
シ
タ
ノ
デ
ア

リ
マ
ス
ガ
、
サ
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ガ
ア
ッ
ク
ト

思
ヒ
マ
ス
ガ
、
如
何
デ
ゴ
ザ
イ
マ
セ
ウ
カ
0

0
金
森
国
務
大
臣
私
l
記
惚
シ
テ
居
ル
所
デ
ハ
昭

和
七
、
八
年
頃
デ
ゴ
ザ
イ

r
シ
亥
ヵ
、
文
部
省
ノ

教
育
ノ
範
囲
四
二
於
キ
マ
シ
テ
、
普
通
此
ノ
日
本

一
乙
国
名
ヲ
教
ヘ
ル
時
二
何
卜
教
ヘ
テ
宜
イ
カ
、
統

一
ノ
見
地
カ
ラ
、
統
一
ノ
原
理
ヲ
示
ス
為
i
i
、
「
ニ

ホ
ン
」
卜
云
フ
時
ハ
歌
二
詠
ム
ト
ヵ
何
力
特
殊
ノ

味
ヲ
持
ッ
時
二
「
ニ
ホ
ン
」
卜
呼
プ
ガ
、
其
ノ
外
＾

原
則
的
二
「
＝
ッ
ポ
ン
」
卜
呼
プ
ガ
宜
イ
ト
云
フ
意

味
l
訓
示
ヲ
、
是
＾
松
田
文
部
大
臣
l

コ
ト
ト
思

ッ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
出
サ
レ
ク
ト
云
フ
コ
ト
ハ
記

憶
シ
テ
居
リ
マ
ス
。
併
シ
ソ
レ
ハ
教
育
ノ
範
囲
―
―

於
テ
、
謂
＾
メ
言
葉
l
使
ヒ
方
l
統
一
ヲ
指
示
吹

- 69 -

ど
ち
ら
も
は
じ
め
か
ら
「
ネ
ッ
パ
ン
」
「
一

□嘉
ン
」

で
な
く
「
ネ
（
こ
＾
ン
ー
ネ
＾
ン
」
「
＝
（
チ
）
＾
ン

ー
i
一
ホ
ン
」
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
ら
か
と
考

え
て
い
る
。

U
注
5

]

岩
井
大
慧
「
日
本
国
号
冠
邑
昭
和
十
四
年

刊
「
京
亜
学
條
一
集
」
所
収
。
―

吉
田
澄
夫
「
室
町
時
代
以
降
に
お
け
る
国
吾
呼

称
」
昭
和
十
九
年
刊
「
橋
本
博
士
還
語
記
念
国
語
論

ー
集
」
所
収
。

と
こ
ろ
で
奈
良
朝
以
前
の
こ
と
は
し
ぽ
ら
く
お

き
、
平
安
朝
に
は
い
ゥ
て
か
ら
は
ど
う
か
と
い
う
に
、

そ
れ
は
も
う
学
者
の
問
で
異
論
な
く
一
般
的
に
「
ニ

ホ
ご
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
か
ら
院
政
・
鎌
倉
と
過
ぎ
て
室
町
時
代
に
な

る
と
、
新
興
の
東
国
的
発
晋
に
よ
っ
て
「
ニ
ッ
ボ
ン
」

と
い
う
こ
と
が
多
く
な
I
J
、
さ
ら
に
戦
国
の
世
を
経

て
織
豊
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
傾
向
が
い
っ
そ
う
強

く
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
当
時
の
キ
リ
シ
ク
ン
文
献
に
よ
っ
て
み
て
も
、

ロ
ー
マ
字
が
き
で
は

N
i
p
p
o
n
の
ほ
う
が

N
i
f
f
o
n

ま
た
は
N
i
f
o
n
よ
り
も
、
断
然
、
多
い
よ
う
で
あ

な
b
(
E
V
H
は
江
時
戸
代
に
は
い
っ
て
か
ら
）

し
か
も
、
旧
来
の
「
ニ
ホ
ソ
」
と
い
う
発
季
日
は
絶
え

る
こ
と
な
く
、
た
と
え
ば
、
漠
字
を
め
ぐ
る
晋
と
訓

ー 68-



ー 71-

ど
扇
囲
―
ー
止
マ
ル
ト
考
ヘ
テ
居
リ
マ
ス
（
1

1

九

三
ペ
ー
ジ
）

（
付
記
）
喜
答
弁
の
習
頭
に
昆
え
る
昭
和
七
、
八

年
は
鳩
山
文
雙
六
・
ニ
ー
九
．
―
―
―
)
時
代
で
あ
る

が
、
そ
の
こ
ろ
議
会
で
「
日
本
」
の
読
み
方
に
関
す

羹
問
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
鳩
山
文
相
か
ら

贄
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
の
記
憶
で
あ
る
ら
し

い
。
ま
た
臨
時
国
語
調
査
会
で
「
―
―
ッ
ど
」
に
統

一
す
る
と
い
ら
案
を
申
し
合
わ
も
た
の
は
昭
和
九

年一
l

一
月
十
九

H
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
は
斎
蔭
首

相
の
兼
摂
(
i
＝
一
月
一
＝
日
ー
七
月
八
日
）
時
代
で
あ

る
。
松
田
文
相
（
九
・
七
ー
―
-
•
1一
）
時
代
の
こ

と
に
つ
い
て
は
別
に
閻
べ
て
い
る
。

な
お
、
い
ま
一
っ
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
会
の

記
録
を
転
載
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
さ
か
の

ぽ
っ
て
昭
和
十
四
年
の
鎗
七
十
一
一
一
回
帝
国
議
会
の

璽
議
委
員
会
に
お
い
て
佐
雙
与
ご
践
員
か
ら
提

出
さ
れ
た
「
翁
が
国
号
ノ
称
呼
統
一
＝
関
ス
ル
建

臓
案
」
に
つ
い
て
の
樋
貝
政
府
委
員
の
答
弁
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
は
相
当
に
苦
心
を
霊
ね
た
も
よ
う

が
見
え
る
の
で
あ
る
。

0
樋
貝
国
務
大
臣
（
上
略
）
咋
年
[
-
於
キ
マ
シ
テ
モ

内
閣
方
面
ャ
外
務
省
ャ
文
部
省
方
面
ト
デ
共
二
此

／
研
究
ヲ
追
メ
テ
参
l
J
マ
シ
ク
。
此
処
二
研
究
ノ

、
そ
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
古
代
の
発
音
は
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
と
力
腟
く
発
昔
し
て

い
た
。
し
た
が
っ
て

H
木
専
紀
も
「
ニ
ッ
ポ
ン
シ

ョ
キ
」
と
読
む
の
が
正
し
い
。

②
従
来
で
も
公
式
に
は
大
抵
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、

N
i
p
p
o
n
G
i
n
k
o
な
ど
。

③
.
J
ap
an・

な
ど
、
外
国
人
は
と
も
か
く
、
日
本
人

が
国
号
を
示
す
の
に
用
い
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

5
 

と
思
わ
れ
る
。

ま
こ
と
に
勇
壮
活
発
な
話
で
あ
る
が
、
と
も
か
く

こ
れ
が
一
般
に
は
文
部
省
が
決
め
た
も
の
と
い
う
印

象
を
与
え
た
ら
し
く
、
今
日
で
も
よ
く
そ
の
と
き
の

事
情
を
き
か
れ
る
の
で
あ
る
。

U
注
1

]

・
定
員
三
十
名
の
う
ち
当
日
出
席
し
た
委
員

は
半
数
に
充
た
な
か
っ
た
の
で
、
実
質
的
に
は
申

し
合
わ
せ
事
項
と
も
い
ら
べ
き
も
の
で
あ
る
。

t
注
2

]

手
も
と
の
資
料
に
新
開
名
の
書
き
入
れ
を

逸
し
て
い
る
。

U
注
g
]
こ
れ
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

[
注
4

]

ロ
ー
マ
字
が
き
と
、
実
際
の
話
こ
と
ば
に

お
け
る
発
音
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
こ

に
こ
の
問
題
の
難
点
の
一
っ
が
あ
る
。
現
に

H
本

銀
行
で
も
、
そ
の
行
員
は
「
―
―
ホ
ン
ギ
ン
n
1
」
と

結
果
ガ
沢
山
之
害
類
ニ
ナ
ヅ
テ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
何

分
ニ
モ
今
仰
セ
ラ
レ
ク
通
リ
ニ
亭
ガ
相
当
置
大
で

ア
リ
マ
シ
テ
、
（
中
略
芝
ヲ
公
ノ
機
関
二
掛
ヶ
テ

ド
ウ
云
フ
風
二
決
ス
ル
ト
云
フ
所
マ
デ
＾
、
遣
憾

ナ
ガ
ラ
マ
戻
参
ッ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
。
引
続
イ
テ
是

モ
解
決
致
シ
ク
イ
ト
云
フ
考
ヘ
デ
居
リ
マ
ス
ガ
、
一

（
中
略
）
唯
其
ノ
内
容
ガ
、
当
方
―
ー
於
キ
マ
シ
テ

モ
、
「
ニ
ッ
ボ
ン
」
ト
ス
ベ
キ
カ
「
ニ
ホ
ン
」
ト
ス
ベ

キ
カ
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ニ
付
キ
マ
シ
テ
ハ
、
余

程
考
朧
致
サ
ナ
ケ
レ
。
＾
ナ
リ
マ
セ
ヌ
。
今
マ
デ
研

究
致
シ
マ
・
ジ
ク
所
デ
モ
、
先
ヅ
沿
革
的
ナ
ト
申
シ

マ
ス
カ
、
我
国
古
来
発
遮
シ
テ
参
ッ
タ
過
程
二
顧

ミ
マ
ス
ト
、
「
ニ
ホ
ン
」
卜
云
フ
発
―

=9方
ガ
相
当

デ
ア
ル
云
フ
ヤ
ウ
ナ
結
論
ニ
ナ
リ
マ
ス
ケ
レ
ド

モ
、
一
方
、
外
国
誇
ナ
ド
ノ
関
係
及
ビ
今
日
「
ニ

、
ッ
ポ
ン
」
卜
云
フ
称
呼
デ
相
当
広
ク
行
ハ
レ
テ
届

ル
ト
云
フ
ヤ
ウ
ナ
点
、
ソ
レ
カ
ラ
或
ル
場
合

I

ー
カ

強
ク
表
現
ス
ル
場
合
を
ト
ヲ
考
ヘ
マ
ス
ト
、
「
ニ
ッ

ポ
ン
」
卜
云
フ
風
二
発
季
日
シ
タ
方
が
相
応
ハ
シ
イ

羞
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
モ
老
ヘ
一
ブ
レ
マ
ス
、
盆
・
中
略
）

ザ
ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
事
情
デ
ア
り
マ
ス
ノ
デ
、
内
容

ニ
付
テ
ハ
モ
ウ
一
歩
篤
卜
研
究
致
シ
マ
シ
テ
9

其

ノ
上
J
一
決
定
ノ
方
法
ヲ
執
ッ
テ
行
キ
ク
イ
ト
云
フ

考
デ
ア
リ
マ
ス
。

呼
ん
で
お
り
、
さ
ま
た
電
車
停
留
所
は
「

l

ー
ホ
ン
ギ

ン
n
ウ
マ
H

」
と
し
て
、
以
前
か
ら
車
掌
用
語
と

四

し
て
教
育
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

｛
注
5

]

N
i
p
p
o
n
が
英
語
と
な
ら
な
い
か
ぎ
り
、

M
a
d
e
 in 
N
i
p
p
o
'
n
で
は
英
文
に
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

昭
和
二
年
の
第
五
十
二
回
帝
国
議
会
に
、
固
号
「
日

本
」
の
読
み
方
を
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
に
統
一
し
て
、
来
年

の
天
長
節
か
ら
実
行
し
て
ほ
し
い
と
い
う
請
願
案
が

出
た
。
こ
れ
は
政
府
参
考
資
料
と
し
て
可
決
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
も
し
ぽ
し
ば
議
会
で
問
題
に
な
っ
た

が
、
昭
和
六
年
六
月
に
は
神
戸
の
小
学
校
訓
導
か
ら

文
部
大
臣
に
建
議
し
た
り
（
同
月
二
十
六
日
大
毎
）
、

こ
え
て
昭
和
八
年
十
二
月
に
は
、
京
都
の
ロ
ー
タ
リ

ー
ク
ラ
プ
で
決
議
し
た
り
（
九
年
一
月
＝
一
日
大
朝
）
、

さ
ら
に
三
月
に
は
大
阪
で
「
ジ
ャ
バ
ン
」
排
斥
運
動
を

お
こ
し
た
り
（
同
月
＝
一
日
大
朝
ご
な
ど
し
て
、
一
連
の

「
ニ
ッ
ポ
ン
」
国
号
統
一
運
動
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ

た
。
満
州
帝
国
の
建
国
は
実
に
同
年
の
三
月
一
日
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
論
の
上
に
立
っ
て
、
臨
時
国
陪
調

査
会
は
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
の
呼
称
統
一
案
を
議
決
し
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
昭
和
九
年
三
月
十
九
日
に
お
こ

な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
実
は
そ
の
直

・ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
1
,

、99
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ヽヽ
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

・ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
・

一
六
文
部
省
で
正
式
に
「
日
本
」
の
読
一

一

み

方

を

決

め

た

こ

と

が

あ

る

か

。

一

Lヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ヽヽ
ヽ
9
9
9
9
9
ヽヽ
9
9
9
9

9ヽ
9
9
9
9
9
9
9

9ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ヽヽ
9
9
9

特
別
に
省
議
で
決
め
た
こ
と
は
な
い
そ
う
で
あ

る
。
た
だ
、
昭
和
九
年
三
月
十
九
日
、
時
の
臨
時
国

賠
調
査
会
に
お
い
て
次
の
よ

5
な
案
を
議
決
し
た
こ

と

が

あ

る

。

＜

国
号
呼
称
統
一
案

ニ
ッ
ポ
ン
又
は
ニ
ホ
ン
と
呼
び
来
れ
る
国
号
の
呼

称
は
爾
今
ニ
ッ
ボ
ソ
に
統
一
す
る
こ
と

た
だ
し
固
有
名
称
に
し
て
ニ
ホ
ン
と
呼
ぶ
習
慣

あ
る
も
の
は
従
前
の
洒

塁

即

塁

的

の

局

又
外
国
へ
発
送
す
る
書
類
に
は
国
号
に

N
i
p
p
g
を
用
い
言
g
を
廃
す
る
こ
と
。

こ
の
決
議

m、
同
月
二
十
二
日
お
よ
び
二
十
三
日

の
新
開
・
ラ
ジ
オ
で
大
き
く
報
道
さ
れ
、
さ
ら
に
同

月
二
十
五
日
の
新
即
に
は
、
同
会
の
幹
事
、
文
部
省

図
書
局
編
輯
課
長
藤
岡
継
平
氏
の
談
話
が
載
っ
て
い

前

G
っ
ょ
う
ど
1

週
間
前
）
の
同
月
十
二
日
に
、
日
本

放
送
協
会
の
放
送
用
語
調
査
委
員
会
に
お
い
て
、
か

ね
て
審
議
上
の
懸
案
と
な
っ
て
い
知
「
日
本
」
の
読
み

方
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず
次
の
よ
う
な
決
定
を
し
た

事
実
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

放
送
上
、
国
号
と
し
て
は
「
＝
ッ
宗
ン
」
を
第
一

の
読
み
方
と
し
、
「
＝
ホ
ン
」
を
第

1

一
の
読
み
方
と

す
る
。

こ
の
決
定
に
参
与
し
た
保
科
（
孝
一
）
委
員
は
、
臨

時
国
語
調
査
会
の
幹
事
で
あ
り
、
そ
し
て
前
記
の
国

号
呼
称
統
一
案
の
起
案
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
右
の
臨
時
国
語
調
査
会
の
決
議
が

「
ニ
ッ
ボ
ン
」
を
採
っ
た
の
は
、
単
に
当
時
の
批
論
に

同
調
し
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
実
は
文

に
つ
ば
ん

部
省
が
古
く
か
ら
教
科
害
に
「
日
本
」
と
ふ
り
が
な

e

1

 

し
て
教
え
て
き
て
い
た
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

り
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
世
論
が
広
く
お
こ
っ
て

く
る
く
ら
い
に
「
ニ
ッ
ボ
ン
」
の
読
み
方
が
普
及
し
た

こ
と
も
、
こ
の
教
科
書
に
よ
る
長
年
の
教
育
の
結
果

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

日
1

]

放
送
用
語
と
し
て
は
、
昭
和
八
年
、
ロ
サ

ン
せ
ル
ス
の
オ
リ
ン
ビ
ッ
ク
大
会
で
「

l
-

ッ
対
ン
」

が
強
い
か
ら
と
い
ら
の
で
そ
う
し
た
。
そ
の
当
時

は
ア
ナ
ウ
ン
ザ
ー
も
ニ
ッ
未
ン
・
一
ー
ツ
ポ
ン
と
．
い

—70 -

盆
付
記
）
要
す
る
に
、
膝
史
的
な
「
―
ー
ホ
ン
」
の
発
音

と
、
現
代
的
な
「
ニ
ッ
ギ
ン
」
の
発
音
と
の
間
に
立

っ
て
、
い
わ
ば
い
た
ば
さ
み
に
な
っ
て
こ
ま
っ
て

い
る
と
い
ら
の
が
正
薗
な
と
こ
ろ
の
よ
う
で
あ

る。



が
必
ず
し
も
二
つ
の
異
な
っ
た
語
原
か
ら
き
た
も

の
で
は
な
く
て
、
実
は
古
く
は
同
一
渋
字
の
音
で

あ
っ
た
も
の
が
、
時
代
的
な
発
音
の
変
遷
に
よ
っ

て
、
語
感
上
、
音
と
訓
と
に
分
化
し
た
も
の
が
あ

る
。
た
と
え
ば
鰤
と
配
ヽ
立
と
亨
釦
と
饗
な
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
じ

ち
ん
じ

現
象
が
熱
字
の
上
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
文
字
と

芦

、

霜

白

ぎ

な

ど

の

例

で

あ

っ

て

、

す

な

む
ん
じ
に
つ
ぽ
ん
•
も
じ

わ
ち
文
字
ゃ
日
本
は
音
盆
総
語
）
に
あ
た
り
、
文
字

に

ほ

ん

ゃ
日
本
は
訓
（
す
な
わ
ち
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
的
な

る
も
の
）
に
あ
た
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

け
だ
し
「
ニ
ホ
ン
」
は
、
今
日
な
ら
ば
し
ぜ
ん
に

「
ニ
ッ
ポ
ン
」
と
読
ま
れ
る
べ
き
「

H
本
」
の
読
み
方

を
、
む
か
し
公
少
な
く
と
も
平
安
朝
）
の
時
代
的
発
晋

注
に
も
と
づ
い
て
、
し
ぜ
ん
に
「
二
泳
ン
」
と
読
ん
だ

と
こ
ろ
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
そ

の
後
（
室
町
時
代
と
思
え
ば
ま
ち
が
い
な
い
）
に
お

こ
っ
た
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
と
い
う
読
み
方
と
と
も
に
伝
え

ら
れ
て
、
こ
れ
を
現
代
の
言
語
生
活
の
中
で
、
併
用

し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
一
般
の
季
日
対
訓
、
漠
語
対
和

ー

諾
的
な
語
感
上
の
関
係
を
生
じ
て
｀
そ
し
て
、
そ
の

ど
ち
ら
も
が
生
き
て
働
い
て
い
る
と
い
う
の
が
今
日

の
莫
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
な

に
よ
り
も
ま
ず
こ
の
「
ニ
ホ
ン
」
と
「
ニ
ッ
ボ
ン
」
と
の

[

注
2

]

-

一
っ
て
い
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
―
―
ホ
ン
・
ニ
ホ
ン

と
い
ら
よ
ら
に
な
っ
た
と
、
当
時
の
東
京
放
送
局

報
道
課
長
が
述
べ
て
い
る
（
放
送
用
語
調
査
委
員

会
記
録
）
。

同
2

]

教
科
書
で
は
、
散
文
で
は
原
則
的
に

l

「-―

ッ
ポ
ン
」
と
し
、
韻
文
で
は
字
脚
の
関
係
で
「
＝

ッ
ギ
ン
」
「
―

I

ホ
ン
」
を
自
由
に
使
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
ー
ー

I
C
つ
ば
ん

日
本
尋
常
小
学
読
本
G

明
治
―
―
―
十
六
年
）
（
四

八
ペ
ー
ジ
）

だ
5
に
つ
ぽ
ん
て
さ
J
,
‘

大
日
本
帝
国
尋
常
修
身
書
ニ

に

ほ

ん

ぁ
4
う
つ
く
し
ゃ
日
本
の
旗
は
尋
常
小
学

（
一
年
用
）
唱
歌
「
日
の
丸
の
旗
」

-
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9ヽ

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,

'

9

・

一
七
・
将
来
統
一
の
見
こ
み
が
あ
る
か
。
一

~
9
9
9
9
9
9
9

ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ヽ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ヽ

9
9
,

い
。
も
っ
と
も
こ
れ
ま
で
の
統
一
輪
者
が
性
急
で
あ

っ
た
の
も
む
り
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
は
、
そ
う

し
た
と
こ
ろ
に
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
の
言
語
学
的
性
格
が
は

た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

．
．
 

「
-
i
ツ
ギ
ン
」
と
「
＝
ー
ホ
ン
」
と
の
言
語
学
的
性
格

1
-

—
ッ
淑
ン

2

音
節

4

字
肺
強
調
的

―
―
ホ
ン

2
音
節

8
字

脚

中

性

的

2
p
(
p
p
)
破
裂
音
断
音
唇
音
呼
気
圧
強

H

摩

擦

音

続

音

逼

口

音

8
発
生
的
に

P
が
早
い
。
原
始
的
音
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
音
声
学
的
条
件
が
総
合
的
に
反
映
し

て
、
心
理
的
に
は
次
の
よ
う
な
語
感
を
生
じ
る
。

p
$
p
P
)
外
的
に
浅
い
鋭
い
強
い
荒
い

排

他

的

闘

争

的

H

内
的
に
深
い
国
満
や
わ
ら
か
い

包
容
的
平
和
的

一
言
に
し
て
い
え
ば
、

P
ば
、
勇
気
と
未
来
性

「
時
」
が
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
。

の
あ
る
小
児
的
性
格
で
あ
り
、

H
は
大
人
的
で
あ

こ

れ

ま

で

の

統

一

運

動

は

、

わ

た

く

し

の

知

る

限

・

り
に
お
い
て
、
す
べ
て
ニ
ッ
ポ
ソ
論
者
で
あ
っ
た
。

ノ

る

。

大

人

は

老

成

的

で

、

ぅ

っ

か

り

す

る

と

フ

ラ

そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
そ
ろ
い
も
そ
ろ
っ
て
は
な
は
だ

．
ン
ス
語
流
に
お
と
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

し
く
性
急
で
あ
り
、
い
わ
ぽ
、
す
ぐ
に
も
き
め
よ

n
こ
の
自
明
の
理
が
わ
か
ら
な
い
の
か
〕
と
い
っ
た
よ
｀
心
と
こ
ろ
で
、
今
日
の
支
配
層
は
既
成
の
大
人
で
あ

う
な
ち
ょ
う
し
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
る
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
ニ
ホ
ン
」
説
に
同
情

く
、
こ
の
問
願
の
解
決
は
「
時
」
に
待
っ
と
こ
ろ
が
．
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
上
掲
の
議
会
答
弁
に
お
け

多
い
点
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
る
文
章
・
語
気
の
上
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い

二
つ
の
読
み
方
を
、
現
代
日
本
語
の
手
日
訓
言
語
ぃ

制
度
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
ど
ち
ら
を
も
愛
憎
の
念

な
く
平
等
の
存
立
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
た

い
せ
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
、
あ
ら
た
め

て
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
る
が
よ
い
と
思
う
の

で

あ

る

。

・

【
注
】
そ
れ
に
つ
い
て
想
起
す
る
こ
と
は
、
現
行
の

観
世
流
謡
曲
「
白
楽
天
」
お
よ
び
「
善
界
」
に
お
い

て
、
日
本
人
に
は
「
に
ほ
ん
」
と
読
ま
せ
、
シ
ナ
人

（
白
楽
天
・
て
ん
ぐ
）
に
お
「
に
っ
ぽ
ん
」
と
読
ま

せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
識
的
な
読
み
分

け
を
い
つ
ご
ろ
か
ら
は
じ
め
た
か
は
未
群
で
あ
る

が
、
と
も
か
く
そ
こ
に
は
「

I

ー
ホ
ン
」
の
和
同
的
・

和
語
的
な
賠
感
に
対
す
る
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
の
異
国
的

な
語
感
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
て

”

)

 

お
も
し
ろ
い
。
こ
と
に
「
大
唐
の
天
ぐ
の
首
領
薯

昇
坊
．
」
た
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
泄
界
坊
と
い
う

意
味
の
名
で
あ
る
ら
と
解
釈
し
て
み
る
と
き
（
瑯

見
の
一
語
原
説
）
、
い
っ
そ
う
、
そ
の
感
を
感
得
す

る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
善
昇
は
是
害
と
も
誉
＜

が
芙
ぞ
）
は
拡
阿
禰
の
共
ぜ
）
で
一
糠
の
古
音

在

で
あ
る
。

将
来
、
い
ず
れ
か
の
一
つ
を
公
式
の
呼
称

と
し
て
き
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
本
来
、
日
本

語
の
性
格
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
字
脚
盆
日
律
的
単

位
）
の
関
係
上
、
そ
れ
―
つ
だ
け
を
絶
対
的
な
も

の
と
し
て
他
を
禁
止
す
る
い
ら
こ
と
は
で
き
な
い

は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
注
意
す
べ
き
は
「
日
本
」
の
ロ
ー
マ
字
が
き

に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
思
い
合
わ
さ
れ

る
こ
と
は
、
豊
臣
時
代
の
キ
リ
シ
ク
ン
文
献
に
お
い

て

N
i
f
o
n
ま
た
は

N
i
f
f
o
n
よ
り
も
N
i
p
p
o
n
の

ほ
う
が
数
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
お
も
う
に

P
は
外
国
人
好
み
の

1

音

な

の

で

あ

る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て

N
i
h
o
n
と

N
i
p
p
o
n
と
で

は
お
そ
ら
く

N
ippo
1
1

の
ほ
う
に
親
し
み
を
感
じ

る
こ
と
が
深
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
日
本
」
の
ロ

ー

ー
マ
字
が
き
の
塵
史
に
お
い
て
、
今
日
、
ほ
と
ん
ど

ゆ
る
ぎ
な
い
く
ら
い
な
基
礎
を
固
め
て
い
る
と
も
思

六

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
お
も
し
ろ
い
こ
と
は
、
先
年
、
各

種
の
団
体
に
つ
い
て
＼
そ
の
名
称
の
「
日
本
」
の
読
み

方
に
つ
い
て
書
面
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
実
際
の
発

管
お
よ
び
か
な
が
き
で
は
「
ニ
ホ
ン
」
で
あ
る
が
、
ロ

ー
マ
字
が
き
で
は

N
i
p
p
o
n
と
か
く
と
い

5
回
答

が
意
外
に
多
か
っ
た
の
に
鵞
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
し
た
中
で
、
今
日
、
な
お
卓
然
と
し
て

N
I
H
O
N

U
N
I
V
E翌
S
I
T
{
・
が
あ
る
の
は
一
偉
観
で
あ
る
。
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る
。
そ
こ
で
、
も
し
こ
れ
が
「
ニ
ホ
ン
」
に
統
一
せ
よ

と
い
う
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
函
る
い
は
今
日
と
は

別
な
結
果
を
示
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

先
年
、
潤
州
国
建
国
（

1934)
の
前
後
は
、
こ
の
問

題
の
一
高
潮
を
示
し
た
時
期
で
あ
る
が
（
上
述
参

照
）
、
そ
の
さ
い
軍
部
方
面
で
も
、
軍
の
性
格
上
、
当
．

然
、
力
強
い
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
説
に
賛
成
で
あ
っ
た
。
た

ー

だ
、
軍
人
勅
諭
の
読
法
で
「
に
ほ
ん
」
と
一
定
し
て
あ

る
た
め
に
、
い
つ
も
最
上
層
部
で
お
さ
え
ら
れ
て
い

2

1

 

た
の
で
あ
る
。に

ぽ
ん
こ
く

U
注
1
]
「
日
本
国
」
と
ふ
り
が
な
が
し
て
あ
る
。

c
u
2
]

先
年
、
軍
人
勅
諭
の
読
み
方
に
つ
い
て
教

育
本
部
当
局
の
研
究
に
参
与
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
ニ
ッ
ポ
ン
」
論
者
は
、
そ
の
言
語
学
的
性
格
の
一

つ
の
ゆ
え
に
、
日
木
の
国
号
に
二
つ
の
呼
法
が
あ
る

こ
と
を
ゆ
る
し
が
た
い
も
の
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

ら
し
い
。
が
、
そ
れ
は
日
太
語
の
語
い
面
に
お
け
る

ヽ

晋
訓
二
重
語
い
制
度
の
存
在
を
思
わ
な
い
か
ら
で
あ

る
。

ヽ

い
わ
ゆ
る
音
訓
二
重
語
い
制
度
と
は
、
た
と
え

さ

ん

せ

ん

モ

う

も

く

や

ま

か

わ

く

ン

↓

ー

蓉

ば
山
．
J
f
l
．
草
・
木
と
山
・
川
・
草
0

木
と
の
よ

ら
な
藻
字
の
音
訓
併
用
に
も
と
づ
い
て
、
そ
こ
に

一
物
一
＿
名
の
事
実
が
原
則
的
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
音
と
訓
と
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X 

:x 
X 

x
 x

 
X
 

閂
l
】

Ni
p

p

o
n
Gi
n
k
o
．
な
ど
の
ロ
ー
マ
字
が
き

の
起
原
な
ど
に
つ
い
て
も
調
べ
て
み
れ
ば
お
も
し

ろ

い

i

で

あ

ろ

う

。

．

U
注
2

]

昭
和
九
年
1

一月
0

回
答
者
の
中
に
大
日
本

麦
涸
・
日
本
石
油
・
日
本
倶
楽
部
な
ど
あ
り
。

以
上
、
尽
き
る
と
こ
ろ
な
き
問
題
の
中
に
、
即
今

教
科
雲
の
中
で
「
日
本
」
と
あ
る
の
は
な
ん
と
読
ま

せ
た
ら
よ
い
の
で
あ
る
か
。

韻
文
的
宇
脚
の
関
係
が
な
い
か
ぎ
り
、
い
ち
お
う

「
に
っ
ぽ
ん
」
と
読
ん
で
お
く
と
い

5
従
来
の
方
針
に

し
た
が
っ
て
お
く
の
が
、
い
ち
ば
ん
妥
当
な
態
度
で

あ
ろ
う
。
そ
の
さ
い
、
こ
れ
を
絶
対
的
な
読
み
方
と

L
て
、
歴
史
的
な
「
ニ
ホ
ン
」
の
読
み
方
を
否
定
す

る
よ
う
な
非
教
育
的
態
度
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
、
あ
え
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、

こ
れ
ら
の
こ
ど
も
が
大
き
く
な
っ
た
こ
ろ
に
、
そ
の

「
時
」
に
お
け
る
日
本
人
の
国
語
生
活
の
全
体
的
な
背

景
と
基
盤
と
の
上
に
立
っ
て
、
こ
の
一
つ
の
問
題
に

つ
い
て
も
、
し
ぜ
ん
に
最
善
の
解
決
を
も
た
ら
す
も

の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
文
部
亭
務
官
・
国
語
課
）

追
注
（
本
文
中
漢
数
字
の
示
す
も
の
）

一

(
6
4

ベ
ー
ジ
上
）
聖
箪
太
子
の
時
代
に
ま
だ

「
日
本
」
と
熟
字
し
た
国
号
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、

太
子
の
法
華
義
疏
に
此
＾
是
レ
大
委
国
上
宮
王
；
私

集
、
非
ー
ー
海
彼
9
本
1

と
あ
る
の
に
よ
っ
て
確
証
さ

れ
る
。
委
は
倭
の
略
体
。

1

-

(

6

4

ペ
ー
ジ
下
）
事
実
は
大
宝
一
1

一
年
よ
り
も
前

に
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
三
国
史
記
の
新
羅
孝

昭
王
の
七
年
（
わ
が
文
武
天
皇
即
位
二
年
）
に
突
如

と
し
て
日
本
国
つ
使
至
ル
と
記
し
て
い
る
こ
と
が

注
意
さ
れ
て
い
る
°
栗
田
／
真
人
も
入
唐
し
て
「
日

本
国
ノ
使
」
と
名
の
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
後
の

胆
史
的
事
情
に
照
ら
し
て
あ
り
う
ぺ
き
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
。

―――

(
6
6

ベ
ー
ジ
下
）
秀
吉
は
同
じ
小
田
原
陣
か
ら

の
消
息
（
豊
太
閤
真
蹟
集
策
二
十
四
葉
）
に
国
号
の

「
日
本
」
を
「
二
ほ
ん
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
他
の

消
息
（
同
上
策
十
八
葉
）
に
は
「
に
ほ
う
」
と
む
い
て

い
る
（
そ
の
「
う
」
は
「
ん
」
の
音
を
示
す
）
。
秀
吉
の

右
箪
が
書
い
た
組
屋
文
書
（
推
定
文
豚
五
年
の
五

9

月
十
八
日
づ
け
）
に
は
、
「
に
つ
ほ
ん
」
と
あ
り
、

秀
吉
の
「
二
ほ
ん
・
に
ほ
う
」
が
「
＿
ー
ホ
ツ
」
か
「
―
―

ッ
ギ
ン
」
か
は
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
な
い
と
し
、

と
も
か
く
か
れ
が
国
号
の
「
日
本
」
と
、
倭
訓
栞
E
4

くず

い
わ
ゆ
る
俗
諺
の
奥
州
「
ひ
の
も
と
」
と
を
区
別
し

て
い
た
こ
と
は
き
わ
め
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

四

(
7
1

ペ
ー
ジ
中
）
か
つ
て
（
昭
和
十
三
年
発
行
）

の
富
士
山
に
桜
の
五
十
銭
札
に
も
、
そ
の
図
案
の

中
に
「

-
I

ホ
ン
」
と
小
さ
く
香
い
て
あ
っ
た
。

五
（
四
ペ
ー
ジ
中
）
謡
曲
「
白
楽
天
」
に
あ
ら
わ
れ

る
日
本
人
は
漁
翁
Q
夫
は
住
吉
明
神
）
と
漁
夫
と
で

ぁ
る
。
ま
た
「
善
界
」
に
あ
ら
わ
れ
る
日
本
の
天
ぐ

に
ほ
ん

は
太
郎
坊
と
い
ら
が
、
こ
れ
が
い
わ
ぽ
日
本
太
郎

坊
と
世
界
坊
と
の
対
照
で
ほ
あ
る
ま
い
か
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
0

そ
の
出
典
は
今
昔
柚
語
で
、
十

1

世
紀
な
か
ば
の
も
の
で
あ
り
、
は
や
く
「
セ
ガ

イ
」
の
語
原
は
忘
ら
れ
た
と
し
、
サ
行
の
古
音
に

洞
る
ば
あ
い
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
は
、
、
今

H

で
も
雅
楽
用
語
で
和
琴
の
弦
を
一
―
―
（
ザ
ン
）
四
（
ジ
）

と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
も
考
え
ら
れ
る
。

六・

(
7
8

ペ
ー
ジ
下
）
こ
と
ば
の
性
格
は
、
文
字
の
'

も

性
格
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て

大
き
い
。
ロ
ー
マ
字
論
者
が
、
わ
た
＜
L
の
知
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
・
す
べ
て
●
ニ
ッ
ポ

ン
」
論
者
で
あ
る
こ
と
も
自
然
の
結
果
で
あ
る

う
。
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IAー
怜
ー

1

1

恢
ー
・
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2
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2

5

2

6

1
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7
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2

9
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6

7

6

6

7

6
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曰温籠
，，” 
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・・” 

I 

会計課畏：
i 

f
l
I
I
 

”
 ・
水
ナ
咽

II

立
立
査

私
私
審

公
公
格

国
国
逃

，
 ”

 員

本省局腕妥●巨お＇，
学狡畏 0所i惰虞測
長

一

い

ま

せ

ん

が

、

か

な

り

強

い

線

で

問

一

題

点

が

え

が

き

出

さ

れ

て

い

る

も

の

一

と

思

っ

て

お

り

空

す

。

―

◇
と
ビ
込
み
に
便
利
な
よ
う
に
前
号

一
◇
大
阪
で
座
談
会
を
阻
き
ま
し
た
の

か
ら
穴
を
あ
け
京
し
た
が
、
表
祇
は

一
は
、
関
西
方
面
に
奈
雨
が
つ
ゞ
ぃ

従
前
と
変
り
な
く
し
て
あ
り
ま
す
改

て
、
水
害
の
惨
字
が
し
き
り
に
添
開

ち
ょ
っ
と
申
し
そ
え
ま
す
。

祇
上
に
報
導
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
で
し

た

。

ー

＇

’

4

-

◇
い
つ
か
は
地
方
で
座
談
会
を
開
き
8
3
2

文
郡
時
報
九
月
号
一

『
コ
汀
口
臼
t
t
言
f
[
『
十
ぃ
j
T
J
]

函
薔
詞
—

一
ま
新
制
中
学
校
が
い
ろ
ー
I

＼
．
と
枇
上
昭
和
二
十
六
懇
貨
晋
印
刷

昭
和
二
十
六
年
九
月
十
日
発
行

で

諭

議

さ

れ

る

よ

ら

に

な

り

ま

し

た

一

東

京

都

千

代

田

区

墨

嬰
1

一
の
四

一

の

で

、

尚

患

愚

属

場

の

方

か

ら

お

一

編

馨

文

部

省

調

査

普

及

局

東
京
都
中
央
区
銀
座
西
七
の
一

一
発
行
者
麟
帝
国
池
方
行
政
学
会

う
か
ゞ
い
で
き
た
ら
ば
と
思
い
、
大
＿

阪

。

兵

庫

・

和

歌

山

の

方

々

に

、

函

代

表

者

大

谷

保

東
京
都
立
川
市
曙
町
一

1

一
の
五
完

印
馨
麟
行
政
学
会
印
刷
所

＿
集
り
を
願
っ
た
次
策
で
す
。

◇
天
候
不
順
の
お
り
か
ら
に
も
か
，
A

-

代

表

者

蔵

本

外

次

一
東
京
都
中
央
区
銀
座
西
七
の
一

属
嘉
麟
帝
国
地
方
行
政
学
会

わ
ら
ず
治
集
り
下
さ
っ
た
方
々
ビ
邸
＿

上

な

が

ら

厚

く

お

礼

を

申

上

げ

＊

：

四

替

H
座
東
京

1
0

、
0
0
0番

，
 

一

一

斗

～

麒

万

麟

舟

一

育

す

。

―

畠

制

中

学

校

に

つ

い

て

ほ

い

ろ

一

慰

だ

t

嬰

号

の

場

合

は

別

に

代

金

―
-
g
 

一
い
ろ
と
問
題
を
多
い
の
で
こ
の
臨
談
腿
＼
申
し
ら
け
ま
す
。
お
申
し
込
み
は
直

一
会
で
論
じ
つ
く
さ
．
孔
て
い
る
と
は
田
ニ
|
接
発
行
所
に
念
頴

1『
た
し
ま
す
。

編

集

後

記

•·:. 
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