
一

文
学
の
評
価

日
本
語
は
む
つ
か
し
い
。
以
前
、
高
校
生
の
作
文
を
よ
む
機
会
が
あ
っ

た
が
、
意
味
を
理
解
す
る
の
に
苦
労
し
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
。
主
語
と
述

語
の
ね
じ
れ
、
副
詞
の
不
呼
応
、
敬
体
と
常
体
の
混
用
、
論
理
の
不
整

合
な
ど
、
ひ
っ
か
か
る
箇
所
が
す
く
な
く
な
い
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、

や
っ
つ
け
作
文
は
底
が
あ
さ
い
か
ら
、
少
々
の
悪
文
で
あ
っ
て
も
ま
だ

理
解
は
可
能
だ
。
と
こ
ろ
が
意
欲
的
な
文
章
だ
と
、
半
可
通
の
知
識
を

ふ
り
ま
わ
し
、
表
現
に
も
変
に
こ
っ
て
い
る
か
ら
、
か
え
っ
て
難
解
で

わ
か
り
に
く
い
。

難
解
な
日
本
語
は
、
高
校
生
の
作
文
だ
け
で
は
な
い
。
知
識
人
が
か

い
た
論
説
の
な
か
に
も
、
な
に
を
い
っ
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
文

章
が
す
く
な
く
な
い
。
高
校
生
の
作
文
と
は
次
元
こ
そ
ち
が
う
が
、
や

た
ら
に
難
解
な
専
門
用
語
を
多
用
し
た
り
、
一
文
に
あ
れ
や
こ
れ
や
つ

め
こ
み
す
ぎ
た
り
、
ま
た
結
論
を
い
そ
い
で
論
理
が
と
ん
で
し
ま
っ
た

り
し
て
、
意
味
が
と
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
は
、
私
が
専
攻
す
る
旧
中
国
の
文
章
で
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
難
語
を
多
用
し
た
り
、
論
理
が
飛
躍
し
た
り
し
て
、
意

味
が
と
り
に
く
く
な
っ
た
文
章
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
行
文
を
一
部
に

ふ
く
ん
だ
文
学
作
品
が
、
旧
中
国
の
文
言
で
も
か
か
れ
て
い
た
は
ず
だ
。

ふ
る
い
中
国
の
文
人
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
み
な
が
み
な
達
意
の
名
文
家

だ
っ
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
代
の
中
国
古
典
の
研
究
者
は
、
そ
う
し
た
悪
文
に
で
あ
っ

て
も
、
は
っ
き
り
と
辛
口
の
批
評
を
し
な
い
。｢

こ
の
文
章
は
ヘ
タ
だ

か
ら
、
意
味
が
わ
か
ら
な
い｣

と
率
直
に
い
わ
ず
、
せ
い
ぜ
い

｢

難
解
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だ｣
｢

テ
キ
ス
ト
の
乱
れ
の
せ
い
か
、
よ
み
に
く
い｣

と
い
う
程
度
だ
。

読
解
力
に
自
信
の
な
い
学
生
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
何
年
も
読
書
を
つ
づ

け
て
き
た
研
究
者
な
ら
、
す
ぐ
悪
文
ぶ
り
が
わ
か
る
は
ず
だ
が
、
あ
え

て
言
挙
げ
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
控
え
め
な
批
評
態
度
は
、[

悪
文
で
な
い]

通
常
の
作
品

に
対
し
て
も
お
な
じ
で
あ
っ
て
、｢[

旧
時
の]

著
名
な
詩
文
集
に
採
録

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
名
作
だ
ろ
う｣

｢[

旧
時
の]

著
名
な
評
論
家
が
批

判
し
て
い
る
か
ら
、
評
価
は
ひ
く
か
っ
た
の
だ
ろ
う｣

ぐ
ら
い
し
か
評

価
を
口
に
し
な
い
。
ふ
る
い
中
国
の
古
典
作
品
な
の
で
、
べ
つ
に
遠
慮

す
る
必
要
も
な
い
の
だ
が
、
概
し
て
旧
時
の
作
品
へ
の
褒
貶

(

と
く
に

マ
イ
ナ
ス
評
価)

に
は
、
消
極
的
な
姿
勢
に
終
始
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
に
は
研
究
者
の
心
の
な
か
に
、｢
ふ
る
い

時
代
に
か
か
れ
た
古
典
に
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
敬
意
を
も
っ

て
接
す
べ
き
だ｣

と
い
う
考
え
か
た
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た

考
え
か
た
は
、
古
典
文
学
を
ま
な
ぶ
者
と
し
て
、
と
う
ぜ
ん
あ
り
う
べ

き
心
理
で
あ
り
、
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の

理
由
と
し
て
、
研
究
者
の
自
制
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

｢

Ａ
の
文
は
た
く
み
だ
、
Ｂ
の
文
は
つ
た
な
い｣

な
ど
の
発
言
は
、
主

観
的
な
印
象
に
す
ぎ
ず
、
客
観
的
な
判
断
で
は
な
い
。
客
観
的
で
な
い

と
い
う
の
は
、
学
問
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
研
究
者
た
る
者

は
そ
う
し
た
発
言
は
な
す
べ
き
で
な
い

と
か
ん
が
え
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
。

現
代
の
古
典
文
学
研
究
で
欠
け
て
い
る
の
は
、
こ
の
率
直
な
評
価
で

は
あ
る
ま
い
か
。
そ
も
そ
も
文
学
研
究
に
お
い
て
、
評
価
を
し
な
い
、

あ
る
い
は
評
価
を
さ
け
た
研
究
と
い
う
も
の
は
、
厳
密
に
い
え
ば
な
り

た
た
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
ゆ
え
研
究
者
は
、｢

作
品
Ａ
は
こ
れ
こ
れ
の

内
容
で
あ
る｣

と
い
っ
た
だ
け
で
は
不
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
り
、
そ
れ
を

ふ
ま
え
た
う
え
で
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
、
な
ん
ら
か
の
評
価
、
た
と
え

ば｢

巧
妙
だ
／
拙
劣
だ
、
…
…
の
点
で
す
ぐ
れ
る
／
す
ぐ
れ
な
い
、
…
…

の
価
値
が
あ
る
／
な
い｣

等
を
く
だ
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
中
国
の
古
典
文
学
の
世
界
で
は
、
ふ
る
く
か
ら
率
直

な
文
学
評
価
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
私
が
専
攻
す
る
六
朝
期
は
、
文

学
評
価
が
盛
行
し
た
時
代
で
あ
り
、
お
お
く
の
文
人
が
書
簡
の
や
り
と

り
な
ど
を
と
お
し
て
、
率
直
な
批
評
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
六
朝
で
も
っ

と
も
著
名
な
批
評
書
は
劉
�『

文
心
雕
龍』

だ
が
、
こ
の
書
で
も

｢

Ａ

は
す
ぐ
れ
、
Ｂ
は
お
と
る｣

ふ
う
の
評
価
を
し
ば
し
ば
お
こ
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
鍾
�
の

『

詩
品』

と
な
る
と
、
古
今
の
詩
人
を
上
品
・
中
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品
・
下
品
の
三
ラ
ン
ク
に
分
類
す
る
と
い
う
、
大
胆
な
評
価
を
お
こ
な
っ

て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
個
々
の
詩
人
に
、
遠
慮
の
な
い
評

言
を
く
わ
え
る
の
で
あ
る
。

く
わ
え
て
、
こ
の
鍾
�
は
か
な
り
の
毒
舌
家
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
、

同
時
期
の
文
学
評
価
に
対
し
て
、

�
観
王
公
縉
紳
之
士
、
毎
博
論
之
余
、
何
嘗
不
以
詩
為
口
実
。
隨

其
嗜
慾
、
商
�
不
同
。
�
�
並
泛
、
朱
紫
相
奪
、
喧
議
競
起
、
準

的
無
依
。(

詩
品
上
品
序)

私
が
貴
顕
の
人
び
と
を
み
て
み
る
と
、
活
発
な
議
論
の
あ
と
は
、

詩
が
話
題
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ

ら
は
各
人
の
お
好
み
ま
か
せ
で
、
評
価
の
し
か
た
も
さ
ま
ざ
ま

だ
。
あ
れ
も
こ
れ
も
ご
た
ま
ぜ
で
、
正
も
邪
も
で
た
ら
め
。
に

ぎ
や
か
な
論
駁
が
き
そ
い
あ
い
、
ま
と
も
な
評
価
基
準
な
ど
あ

り
っ
こ
な
い
と
い
う
始
末
で
あ
る
。

と
悪
口
を
い
っ
て
い
る
。
鍾
�
か
ら
み
る
と
、
だ
れ
も
か
れ
も
文
学
評

価
を
口
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
評
価
の
し
か
た
は
、｢

あ
れ
も
こ
れ
も

ご
た
ま
ぜ
で
、
正
も
邪
も
で
た
ら
め
。
に
ぎ
や
か
な
論
駁
が
き
そ
い
あ

い
、
ま
と
も
な
評
価
基
準
な
ど
あ
り
っ
こ
な
い｣

と
い
う
状
況
に
う
つ
っ

た
の
で
あ
る
。

だ
が
逆
に
か
ん
が
え
る
と
、
こ
う
し
た
発
言
に
よ
っ
て
、
当
時
に
お

け
る
活
発
な
批
評
状
況
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
一
部
の
具
眼
の
士
だ
け
で

な
く
、
才
と
ぼ
し
き
連
中
ま
で
が
、
け
っ
こ
う
文
学
の
評
価
に
熱
中
し

て
い
た
の
だ
。
こ
れ
だ
け
文
学
評
価
が
さ
か
ん
で
あ
れ
ば
、
き
っ
と
文

学
の
創
作
も
活
性
化
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
じ
っ
さ
い
鍾
�
の
い
き
た

梁
王
朝
は
、
六
朝
で
は
文
学
活
動
が
も
っ
と
も
活
発
に
展
開
さ
れ
た
時

代
で
も
あ
っ
た
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
現
代
の
我
わ
れ
だ
け
が
、
変
に
遠
慮
し
て
批
評

の
口
を
と
ざ
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。
我
わ
れ
も
、
六
朝
の
文
人
た
ち
を

み
な
ら
っ
て
、
ど
し
ど
し
彼
ら
の
文
学
を
評
価
し
て
ゆ
こ
う
で
は
な
い

か
。
そ
う
し
た
率
直
な
評
価
を
ま
じ
え
て
作
品
を
論
じ
て
ゆ
け
ば
、

[

そ
の
評
価
へ
の
賛
否
も
ふ
く
め
て]

古
典
文
学
の
研
究
は
ぐ
っ
と
お

も
し
ろ
さ
を
ま
し
、
活
性
化
し
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
遠
慮
な
く
作
品

の
良
否
を
評
価
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
現
代
の
古
典
文
学
研
究
に
お
い
て

も
、
ひ
じ
ょ
う
に
重
要
な
こ
と
だ
と
か
ん
が
え
る
の
で
あ
る
。

二

評
価
の
一
覧

と
い
っ
て
も
、
文
学
の
良
否
を
断
じ
優
劣
を
決
定
す
る
の
は
、
な
か
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な
か
む
つ
か
し
い
。
個
人
的
な
感
想
や
好
き
嫌
い
を
か
た
れ
ば
よ
い
わ

け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
も
と
め
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
中
正
に
し
て
公

平
な
評
価
だ
ろ
う
。
他
人
も
納
得
さ
せ
ら
れ
る
根
拠
を
し
め
し
、
だ
か

ら

｢

Ａ
の
文
は
巧
妙
だ
／
拙
劣
だ
、
Ｂ
の
文
は
…
…
の
価
値
が
あ
る
／

…
…
の
価
値
が
な
い｣
と
断
じ
る
評
価
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
主

観
に
か
た
よ
ら
ぬ
、
客
観
的
な
評
価
基
準
が
必
要
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

そ
う
し
た
客
観
的
評
価
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
文
章
技
術
的
立
場
か
ら

の
評
価
が
有
望
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
い
う
の
は
、
私
が
専
攻
す
る
六

朝
期
の
文
章
作
品
で
は
、｢

四
六
駢
儷
の
体
で
か
け｣

と
い
う
技
術
的

規
範
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
の
規
範
に
か
な
っ
た
も

の
が
巧
妙
で
、
か
な
わ
な
か
っ
た
も
の
が
拙
劣
だ
と
い
う
評
価
が
可
能

に
な
っ
て
こ
よ
う
。
き
ち
ん
と
し
た
評
価
を
く
だ
す
に
は
、
前
提
と
し

て
き
ち
ん
と
し
た
基
準
が
必
要
に
な
る
の
だ
が
、
六
朝
期
は
か
か
る
規

範
が
存
す
る
た
め
、
評
価
の
基
準
も
明
確
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

六
朝
の
文
章
作
品
は
、
例
外
的
に
評
価
が
や
り
や
す
い
分
野
だ
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。

で
は
、
文
章
技
術
的
立
場
か
ら
評
価
を
お
こ
な
う
と
す
れ
ば
、
現
実

的
に
ど
の
よ
う
な
基
準
を
つ
く
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
た
と

え
ば
声
律
を
と
と
の
え
た
文
章
が
、
そ
う
で
な
い
も
の
よ
り
高
級
で
あ

る
。
お
な
じ
く
対
偶
、
四
六
、
典
故
、
錬
字
を
多
用
し
た
文
章
が
、
そ

う
で
な
い
も
の
よ
り
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
対
偶
で
は
、[

対
立

し
た
内
容
を
な
ら
べ
た]

反は
ん

対つ
い

の
ほ
う
が
、[

相
似
し
た
字
句
を
つ
ら

ね
た]

正せ
い

対つ
い

よ
り
も
す
ぐ
れ
る
。
錬
字
は
多
用
し
て
よ
い
が
、
口
語
ふ

う
語
彙
は
つ
か
わ
ぬ
ほ
う
が
よ
い

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

本
稿
で
は
、
文
学
評
価
の
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
、
こ
う
し
た
技
術

的
基
準
に
依
拠
し
つ
つ
、
作
品
の
良
否
や
優
劣
を
か
ん
が
え
て
み
た
い

と
お
も
う
。
と
り
あ
げ
る
作
品
は
、
以
下
の
六
朝
や
日
本
上
代
の
文
章

作
品
、
十
二
篇
で
あ
る
。
曹
丕

｢

典
論
論
文｣

、
陸
機

｢

文
賦｣

、
沈
約

｢

宋
書
謝
霊
運
伝
論｣

、
劉
�｢

文
心
雕
龍
序
志｣

、
裴
子
野｢

雕
虫
論｣

、

鍾
�｢

詩
品
序｣

、
蕭
統

｢

文
選
序｣

、
蕭
綱

｢

与
湘
東
王
書｣

、
徐
陵

｢

玉
台
新
詠
序｣

、
李
諤

｢

上
隋
高
帝
革
文
華
書｣

、
太
安
万
侶

｢

古
事

記
序｣

、
無
名
氏

｢

懐
風
藻
序｣

。

ま
ず
、
右
の
十
二
篇
の
作
品
に
つ
い
て
、
文
章
技
術
的
な
評
価
基
準
、

つ
ま
り
修
辞
技
巧
の
多
寡
や
充
足
率
を
計
算
し
、
そ
れ
を
数
字
で
し
め

し
て
み
よ
う

(

こ
れ
は
作
品
の
内
容
評
価
は
ふ
く
ま
ず
、
あ
く
ま
で
技

術
的
・
修
辞
的
な
方
面
か
ら
み
た
比
較
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お

く)

。
す
る
と
、
そ
の
結
果
は
次
頁
の
表
の
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
の
表
の
見
か
た
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
上
端
に
は
右
に
む
か
っ

て
作
品
名
を
時
代
順
に
な
ら
べ
、
左
端
に
は
下
に
む
か
っ
て
比
較
し
た

項
目
を
な
ら
べ
て
い
る
。
横
破
線
よ
り
上
の
数
字
は
数
量
を
あ
ら
わ
す

の
で
、
42
句
や
19
聯
な
ど
と
か
ぞ
え
る
。
横
破
線
よ
り
下
の
数
字
は
百

分
率

(

対
偶
率
は
、
対
を
な
す
句
が
全
句
中
で
し
め
る
割
合
で
あ
る
。

四
六
率
、
声
律
率
も
そ
れ
に
準
じ
る)

な
の
で
、
39
％
や
65
％
の
よ
う

に
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
縦
破
線
は
日
中
の
別
を
し
め
し
て
い

る
。つ

ぎ
に
、
左
端
の
個
々
の
比
較
項
目
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
説
明

し
て
お
こ
う
。
上
か
ら
ふ
た
つ
め
の

｢

対
を
な
す
句｣

と
は
、
対
偶
を

構
成
す
る
句
数
の
こ
と
で
あ
る
。
基
本
的
に
字
数
が
お
な
じ
で
、
意
味

的
、
文
法
的
に
対つ

い

に
な
っ
た
も
の
を
対
偶
と
認
定
し
た
。
た
だ
、
じ
っ

さ
い
に
文
章
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
対
偶
と
非
対
偶(

対
を
な
さ
ぬ
句
、

つ
ま
り
散
句)

の
弁
別
は
な
か
な
か
微
妙
で
あ
り
、
線
引
き
に
な
や
む

こ
と
が
お
お
か
っ
た
。
結
果
的
に
、｢

単
対｣

(

一
句
対
一
句
の
対
偶)

｢
隔
句
対｣

(

三
句
以
上
が
対
す
る
長
偶
対
も
ふ
く
む)

と
も
、
ひ
ろ
く
、

そ
し
て
ゆ
る
や
か
に
対
偶
だ
と
認
定
し
た
。
偏
対
や
意
対
な
ど
不
完
全

な
も
の
は
、
対
応
の
ズ
レ
が
軽
微
だ
と
判
断
し
た
も
の
の
み
対
偶
に
か

ぞ
え
、
当
句
対
や
鼎
足
対
は
か
ぞ
え
な
か
っ
た
。

5

典論 文賦 謝伝論 文心序 雕虫論 詩品序 文選序 蕭綱書 玉台序 李諤書 古事序 懐風序

総句数 106 288 135 172 64 226 189 121 162 113 169 90

対をなす句 42 190 58 84 30 96 120 76 156 66 104 66

単対 19 89 25 31 11 37 50 18 26 27 22 25

隔句対 1 3 2 4 2 5 5 10 26 3 15 4

対をなさぬ句 64 98 77 88 34 130 69 45 6 47 65 24

四字句 35 44 84 91 39 115 95 70 108 76 94 50

六字句 34 214 19 38 12 31 35 30 51 23 20 25

その他の句 37 30 32 43 13 80 59 21 3 14 55 15

声律 10 54 22 20 11 28 38 19 50 25 18 23

対偶率 39 66 43 49 47 42 63 63 96 58 62 73

四六率 65 90 76 75 80 65 69 83 98 88 67 83

声律率 50 59 81 57 84 67 69 68 96 83 49 82



こ
の
対
偶
の
認
定
で

(

ま
た
句
形
の
認
定
に
も
か
か
わ
る)

、
注
意

す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、

良
由

棄
大
聖
之
軌
模○

、

構
無
用
以
為
用●

也
。(

李
諤

｢

上
隋
高
帝
革
文
華
書｣)

そ
れ
は
、
聖
人
の
規
範
を
す
て
さ
り
、
無
用
の
詩
文
を
つ
く
る

の
が
有
用
だ
と
お
も
い
こ
ん
だ
か
ら
で
す
。

の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
二
句
を

｢

良
由
棄
大
聖
之
軌
模
、
構
無

用
以
為
用
也｣

と
み
な
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
八
字
句
と
七
字
句
と

な
り
、[

字
数
が
ち
が
う
の
で]

対
偶
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
た
と
き
は

｢

良
由｣

｢

也｣

を
カ
ウ
ン
ト
せ
ず
、｢

棄
大
聖
之
軌
模
�

構
無
用
以
為
用｣

と
い
う
六
字
句
ど
う
し
の
対
偶
と
み
な
し
た
。
矛
盾

を
感
じ
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
六
朝
美
文
で
は
対
偶
を
重
視
す
べ
き

な
の
で
、
こ
う
い
う
認
定
の
し
か
た
を
し
た
。

つ
ぎ
に

｢

声
律｣

の
項
目
。
こ
の
声
律
の
諧
調
ぶ
り
を
し
る
に
は
、

ほ
ん
ら
い
四
声

(

平
上
去
入)

で
調
査
す
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
が
四
分
類

の
四
声
だ
と
、
調
査
の
し
か
た
が
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
う
。
四
声
を
複

雑
だ
と
感
じ
る
の
は
、
当
の
六
朝
文
人
た
ち
も
お
な
じ
だ
っ
た
よ
う
で
、

当
時
か
ら
す
で
に
四
声
か
ら
簡
便
な
平
仄
へ
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う

だ
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
四
声
で
な
く
、
平
○
と
仄
●
の
二
分
類
で
調
査

し
た
。

着
目
す
る
部
位
も
対
偶
中
の
両
末
字
の
み
と
し
た(

右
の｢

李
諤
書｣

の
例
を
参
照)

。
平
頭
や
蜂
腰
、
さ
ら
に
隣
接
す
る
聯
と
の
関
係

(

近

体
詩
で
い
う
反
法
や
粘
法)

な
ど
は
か
ん
が
え
ず
、
た
だ
両
末
字
の
平

と
仄
の
相そ

う

対た
い(

つ
ま
り
上
尾
の
ル
ー
ル)

だ
け
を
し
ら
べ
た
。
こ
れ
も

調
査
の
簡
便
化
、
結
果
の
単
純
さ
を
も
と
め
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結

果
が
、
右
の

｢

声
律｣

(

対
偶
中
の
両
末
字
の
平
仄
が
相
対
し
た
聯
の

数)

で
あ
り
、
ま
た

｢

声
律
率｣

(

じ
っ
さ
い
は
上
尾
率
と
い
う
べ
き
。

上
尾
ル
ー
ル
を
み
た
し
た
聯
が
全
聯
中
で
し
め
る
割
合)

の
項
目
で
あ

る
。｢

典
論
論
文｣

を
例
に
す
れ
ば
、
20
聯
の
う
ち
の
10
聯
、
つ
ま
り

全
対
偶
の
50
％
が
平
声
と
仄
声
を
相
対
さ
せ
て
い
る
わ
け
だ
。

ち
な
み
に
平
声
や
仄
声
を
判
断
す
る
さ
い
、
多
読
や
破
読
の
字
だ
っ

た
と
き
は
、
声
律
の
規
則

(

後
述)

に
合
致
す
る
よ
う
、
か
な
り
許
容

的
な
判
定
の
し
か
た
を
し
た
。
た
と
え
ば
多
読
字
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、

｢

望｣

や

｢

聴｣

の
字
な
ど

(

平
で
も
仄
で
も
可)

は
適
宜
、
規
則
に

あ
う
よ
う
に
平
と
仄
を
判
定
し
た
。

や
や
こ
し
か
っ
た
の
が
、
破
読
字
の
平
仄
の
判
定
で
あ
る
。
破
読
と

は
、
声
調
や
字
音
を
変
化
さ
せ
て
字
義
を
弁
別
す
る
現
象
を
い
う
。
一

例
を
あ
げ
れ
ば
、｢

為｣

字
は

｢

な
す｣

の
意
で
は
平
声
で
よ
む
が
、
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｢
た
め
に｣

の
意
で
は
仄
声
で
よ
む
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
ル
ー

ル
と
し
て
は
こ
の
と
お
り
な
の
だ
が
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
六
朝
や
唐

代
の
こ
ろ
は
、
意
味
と
し
て
は

｢

な
す｣

(

平
声)

で
あ
っ
て
も
、
声

律
上
で
仄
声
に
発
音
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
き
は
、
破
読
ル
ー
ル
を
無
視

し
て

[

つ
ま
り
声
律
の
ほ
う
を
優
先
し
て]

仄
声
で
よ
ん
で
い
た
よ
う

だ
。
つ
ま
り

｢

義
は
平
声
に
従
う
も
、
読
み
は
去
声
を
用
う｣
(『

杜
詩

詳
注』

の
仇
兆
鰲
注
に
み
え
る
語)

と
い
う
や
り
か
た
で
あ
る
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
厳
密
に
破
読
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
わ
ず
、
声
律
に
あ
う

よ
う
柔
軟
な
平
仄
判
定
法
に
し
た
が
っ
た
。
六
朝
の
こ
ろ
は
破
読
ル
ー

ル
も
ゆ
る
や
か
で
あ
り
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
当
時
の
実
情
に
あ
う
と
か

ん
が
え
た
か
ら
で
あ
る

(

以
上
は
、
水
谷
誠

『
詩
声
樸
学
―
中
国
古
典

詩
用
韻
の
研
究』

〈

研
文
出
版

二
〇
一
五〉

を
参
照
し
た
。
同
書
は
、

難
解
な
音
韻
の
学
を
平
易
に
解
説
し
た
も
の
で
、
い
わ
ば
音
韻
研
究
と

文
学
研
究
と
の
橋
渡
し
を
し
て
く
れ
る
書
物
と
い
え
よ
う)

。

三

優
劣
の
考
察

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
右
の
表
を
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
。
な
る
ほ
ど
と
か
意
外
だ
と
か
、
い
ろ
ん
な
思
い
が
わ
い

て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
思
い
は
、
ひ
と
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
だ
ろ
う
が
、
と
り
あ
え
ず
、
右
の
表
か
ら
よ
み
と
れ
る
こ
と

を
、
い
く
つ
か
指
摘
し
て
ゆ
こ
う
。

ま
ず
、
対
偶
率
を
た
か
い
順
に
な
ら
べ
れ
ば
、

玉
台
序＞

懐
風
序＞

文
賦＞

文
選
序＞

蕭
綱
書＞

古
事
序＞

李
諤

書＞

文
心
序＞

雕
虫
論＞

謝
伝
論＞

詩
品
序＞

典
論

と
な
る
。｢

玉
台
新
詠
序｣

が
ト
ッ
プ
な
の
は
予
想
ど
お
り
だ
が
、
そ

れ
に
し
て
も
96
％
と
い
う
た
か
い
数
字
に
は
、
お
ど
ろ
い
て
し
ま
っ
た
。

ま
た

｢

懐
風
藻
序｣

や

｢

古
事
記
序｣

な
ど
の
日
本
漢
文
が
、
中
国
の

美
文
に
伍
し
て
善
戦
し
て
い
る
の
は
予
想
外
だ
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
四
六
率
を
た
か
い
順
に
な
ら
べ
れ
ば
、

玉
台
序＞

文
賦＞

李
諤
書＞

蕭
綱
書＞

懐
風
序＞

雕
虫
論＞

謝
伝

論＞

文
心
序＞

文
選
序＞

古
事
序＞

典
論＞

詩
品
序

と
な
る
。
や
は
り

｢

玉
台
新
詠
序｣

が
98
％
と
い
う
た
か
い
数
字
で
、

首
位
の
座
を
し
め
て
い
る
。
こ
の
玉
台
序
、
対
偶
と
も
ど
も
、
ま
さ
に

四
六
駢
儷
の
体
を
実
現
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
に
つ

ぐ
の
が

｢

文
賦｣

だ
が
、
こ
の
作
は
六
字
句
が
圧
倒
的
に
お
お
い
こ
と

に
も
注
意
し
よ
う
。
六
字
句
は
賦
ジ
ャ
ン
ル
が
多
用
す
る
句
形
で
あ
り
、

つ
ま
り

｢
文
賦｣

は
、
賦
ジ
ャ
ン
ル
の
正
統
的
ス
タ
イ
ル
を
き
ち
ん
と
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保
持
し
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
声
律
率
を
た
か
い
順
に
な
ら
べ
れ
ば
、

玉
台
序＞

雕
虫
論＞

李
諤
書＞

懐
風
序＞

謝
伝
論＞

文
選
序＞

蕭

綱
書＞
詩
品
序＞

文
賦＞

文
心
序＞

典
論＞

古
事
序

で
あ
り
、
や
は
り

｢
玉
台
新
詠
序｣

が
ト
ッ
プ
。｢

玉
台
新
詠
序｣

も

ふ
く
め
、
沈
約

(

声
律
の
提
唱
者)

よ
り
の
ち
の
作
が
上
位
を
し
め
て

い
る
の
は
予
想
ど
お
り
。
沈
約

｢
謝
霊
運
伝
論｣

が
第
五
位
と
い
う
の

は
、
妥
当
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
提
唱
者
の
成
績
が
後
世
の
者
よ
り
お
と

る
と
い
う
の
は
、
古
今
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

た
だ

｢

雕
虫
論｣

の
声
律
率
が
た
か
い
の
は
、
た
ぶ
ん
だ
れ
も
指
摘

し
て
お
ら
ぬ
意
外
な
結
果
で
は
あ
る
ま
い
か
。
文
学
復
古
派
の
重
鎮
と

さ
れ
、
保
守
的
イ
メ
ー
ジ
が
つ
よ
い
裴
子
野
だ
が
、
声
律
に
は
ひ
そ
か

な
共
感
を
よ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た

｢

懐
風
藻
序｣
も
、
日
本

人
の
作
で
あ
り
な
が
ら
第
四
位
と
健
闘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
か
な
り
の

レ
ベ
ル
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
作
者
は
未
詳
の
人
物
だ
が
、
ひ
ょ
っ
と
し

た
ら
渡
唐
の
経
験
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
声
律
に
反
対
し
て
い
た
鍾
�｢

詩
品
序｣

が
67
％
と
い

う
の
は
、
意
外
に
た
か
い
と
お
も
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ

れ
は
声
律
提
唱
以
前
の

｢

典
論
論
文｣

が
50
％
、｢

文
賦｣

が
59
％
で

あ
る
こ
と
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
声
律
諧
調
が
主
張
さ
れ
ぬ
時
代

の
作
で
あ
っ
て
も
、
か
く
50
％
や
59
％
ぐ
ら
い
に
な
る
の
だ
か
ら
、

[

こ
の
調
査
方
法
に
よ
る
か
ぎ
り
で
は]

80
％
を
こ
え
な
け
れ
ば
、
声

律
率
が
た
か
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
以
上
の
三
つ
の
率
を
総
合
的
に
か
ん
が
え
て
み
よ
う
。
こ

の
総
合
的
な
評
価
も
、
印
象
批
評
ふ
う
な
も
の
で
な
く
、
数
字
で
客
観

的
に
し
め
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
そ
こ
で
右
の
声
律
率
の
う
ち
、
第
一
位

の

｢

玉
台
新
詠
序｣

に
12
点
を
あ
た
え
、
最
下
位
の

｢

古
事
記
序｣

に

１
点
を
あ
た
え
よ
う
。
対
偶
率
と
四
六
率
も
ど
う
よ
う
に
し
て
点
数
化

し
、
こ
の
三
つ
の
点
を
合
計
す
る
。
す
る
と
最
高
は
36
点
、
最
低
は
３

点
と
な
る
。
こ
の
合
計
し
た
数
字
を
修
辞
点
と
よ
ん
で
、
そ
の
数
字
を

比
較
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
数
字
は
い
わ
ば
、
修
辞(

対
偶
、

四
六
、
声
律)

レ
ベ
ル
の
高
低
を
し
め
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ

で
修
辞
点
の
た
か
い
順
に
な
ら
べ
て
み
る
と
、

玉
台
序
36＞

懐
風
序
28＞

李
諤
書
26＞

文
賦
25＞

蕭
綱
書
23＞

雕

虫
論
22＞

文
選
序
20＞

謝
伝
論
17＞

文
心
序
13＞

古
事
序
11＞

詩

品
序
８＞

典
論
５

と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
右
十
二
篇
の
技
術
面
か
ら
み
た
総

合
評
価
で
あ
る
。｢

玉
台
新
詠
序｣

か
ら

｢

典
論
論
文｣

ま
で
、
は
っ
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き
り
順
位
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
だ
こ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
、
上
か
ら
下
へ
直
線
的
に
な
ら
べ
た
だ
け
で
、

あ
ま
り
く
ふ
う
が
な
い
。
こ
の
順
位
を
解
釈
し
意
味
づ
け
る
の
に
、
も
っ

と
ス
マ
ー
ト
で
わ
か
り
や
す
い
表
示
の
し
か
た
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『

詩
品』

に
な
ら
っ
て
、
上
中
下
に
ラ
ン
ク
づ
け
す
る
こ
と
も
で
き
な

く
は
な
い
が
、
た
ん
な
る
三
分
類
も
あ
ま
り
芸
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

か
く
、
あ
れ
こ
れ
か
ん
が
え
た
結
果
、
大
相
撲
の
番
付
ふ
う
に
す
る
こ

と
を
お
も
い
つ
い
た
。
そ
こ
で
、
右
の
修
辞
点
の
順
位
を
番
付
ふ
う
に

表
示
す
れ
ば
、

と
な
っ
た
。
こ
れ
な
ら
、[

ス
マ
ー
ト
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が]

け
っ
こ
う
わ
か
り
や
す
い
。
以
下
、
こ
の
修
辞
点
に
よ
る
番
付
を
み
な

が
ら
、
気
づ
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず

｢

玉
台
新
詠
序｣

が
首
位
を
し
め
、
修
辞
点
36
と
い
う
こ
れ
以

上
な
い
最
高
得
点
を
あ
げ
た
。
相
撲
で
い
え
ば
、
十
五
戦
で
負
け
な
し

の
全
勝
優
勝
で
あ
り
、
文
句
な
し
の
東
の
横
綱
だ
。
対
偶
率
、
四
六
率
、

声
律
率
の
三
部
門
で
す
べ
て
最
高
だ
っ
た
か
ら
、
と
う
ぜ
ん
と
い
え
ば

と
う
ぜ
ん
の
結
果
だ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
時
代
的
に
最
古
の

｢

典
論
論
文｣

が
最
下
位
で
前
頭
と

な
っ
た
が
、
こ
れ
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。｢

典
論

論
文｣

の
時
代
は
、
ま
だ
各
種
の
修
辞
技
巧
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
発
展
し
て

い
な
か
っ
た
。
や
は
り
時
代
の
先
後
と
い
う
の
は
、
修
辞
の
発
展
と
ふ

か
い
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ひ
と
く
ち
に
六
朝
と
い
っ
て
も
、
隋
も

く
わ
え
れ
ば
四
百
年
も
つ
づ
い
た
。
そ
の
あ
い
だ
の
修
辞
の
発
展
は
、

無
視
で
き
ぬ
ほ
ど
お
お
き
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
順
位
は
し
め
し
て
い

る
。そ

の
意
味
で
、
時
代
的
に
は
や
い

｢

文
賦｣

が
第
四
位
で
西
大
関
と

い
う
の
は
、
陸
機
の
才
腕
を
あ
ら
た
め
て
実
感
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ

う
。
こ
の

｢

文
賦｣

、
声
律
こ
そ
提
唱
以
前
だ
っ
た
た
め
点
が
ひ
く
い

が
、
対
偶
や
四
六
の
ほ
う
は
、
と
も
に
高
得
点
を
獲
得
し
て
い
る
。
く

わ
え
て
こ
の
作
の
み
、
押
韻
ま
で
ほ
ど
こ
し
て
い
る
の
だ
。[

有
韻
の]
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賦
ジ
ャ
ン
ル
で
文
学
論
を
つ
づ
る
と
い
う
破
天
荒
の
試
み
も
ふ
く
め
、

陸
機
は
や
は
り
傑
出
し
た
才
能
だ
っ
た
と
み
と
め
ざ
る
を
え
な
い
。

逆
に
、
六
朝
後
期
に
か
か
れ
た

｢

詩
品
序｣

が
下
か
ら
二
番
目
で
前

頭
と
い
う
の
は
、
鍾
�
の
さ
え
な
い
腕
前
を
端
的
に
し
め
し
た
も
の
で

あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
拙
稿｢

鍾
�
詩
品
序
の
文
章
に
つ
い
て(

付
札
記)｣

(｢

中
京
大
学
文
学
部
紀
要｣
第
四
七
―
二
号

二
〇
一
三)

で
も
指
摘

し
た
が
、｢

詩
品
序｣

の
文
章
に
は
、
美
文
と
し
て
み
る
と
他
の
作
に

は
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
瑕
疵
が
散
見
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
番
付
の
位

置
に
よ
っ
て
、
客
観
的
に
も
鍾
�
の
美
文
能
力
は
拙
劣
だ
っ
た
と
断
じ

て
よ
さ
そ
う
だ
。
文
壇
の
大
御
所
だ
っ
た
沈
約
が
、
鍾
�
の
推
挙
要
請

を
拒
否
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
順
位
を
み
れ

ば
、
な
る
ほ
ど
と
納
得
で
き
よ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
現
代
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
評
価
が
た
か
い

｢
文
心
雕

龍
序
志｣

が
、
意
外
に
下
位
に
低
迷
し
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
。
高

度
な
文
学
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
修
辞
的
な
洗
練
は
二
の
つ
ぎ

に
な
り
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
私
の
実
感
と
し
て
は
、
拙
稿

｢

劉
�
文
心
雕
龍
序
志
の
文
章
に
つ
い
て｣

(
｢

中
京
大
学
文
学
部
紀
要｣

第
四
九
―
二
号

二
〇
一
五)

で
も
み
た
よ
う
に
、『

文
心
雕
龍』

の

文
章
は
過
大
に
評
価
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
よ
う
だ
。『

文
心
雕
龍』

の
文

章
は
、
美
的
行
文
で
文
学
論
を
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
価
値
を
み
と
め
る

べ
き
で
あ
り
、
美
文
そ
れ
じ
た
い
は
、
そ
れ
ほ
ど
傑
出
し
た
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
位
置
は
け
っ
こ
う
適
正
で
は
な
い
か
と

お
も
う
。

そ
う
し
た
目
で
み
て
き
た
と
き
、
第
二
位
の
西
横
綱
が
日
本
の

｢

懐

風
藻
序｣

、
第
三
位
の
東
大
関
が
北
朝
の
李
諤

｢

上
隋
高
帝
革
文
華
書｣

と
い
う
の
は
、
か
な
り
意
外
な
結
果
で
は
あ
る
ま
い
か
。
漢
族

(

当
時

は
南
朝)

か
ら
み
れ
ば
東
夷
や
胡
族
が
た
て
た
国
の
作
品
が
、
誇
り
た

か
き
中
華
の
名
篇

｢

文
賦｣

や

｢

文
選
序｣

を
う
わ
ま
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
夷
狄
の
地
で
つ
く
ら
れ
た
二
篇
、
と
も
に
や
や
時
代
が

く
だ
っ
て
の
作
で
は
あ
る
が
、
あ
き
ら
か
に
畿
内
の
諸
篇
よ
り
も
高
度

な
修
辞
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
外
国
人
力
士
が
日
本
人

力
士
を
お
さ
え
て
、
横
綱
や
大
関
を
し
め
て
い
る
状
況
を
想
起
さ
せ
る

も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
は
、
皮
肉
っ
ぽ
く
い
え
ば
、
中
華
に
よ
る
教
化
が
成
功
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
中
国
か
ら
す
れ
ば
夷
狄
へ
の
礼
楽
の
浸
透
を

慶
賀
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
文
学
的
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
美
文

と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
普
遍
性
を
し
め
す
も
の
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
詩
は
経
世
の
志
を
か
た
り
、
文
は
道
を
載
せ
る
べ
き
だ
な
ど
の
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理
念
的
な
も
の
は
、[

夷
狄
は]

な
か
な
か
真
に
了
解
す
る
の
が
む
つ

か
し
い
。
そ
れ
に
対
し
、
ス
タ
イ
ル
や
修
辞

(

対
偶
、
四
六
、
声
律)

の
よ
う
な
形
式
か
つ
具
体
的
な
も
の
は
、
あ
ん
が
い
模
倣
が
簡
単
で
あ

り
、
初
心
者
や
夷
狄

(

た
だ
し
李
諤
は
漢
人)

も
学
習
し
や
す
か
っ
た

こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
相
撲
で
も
、
神
事
や
国
技
と
し
て
の
理
念
は

し
ら
な
く
て
も
、
相
手
を
と
っ
て
な
げ
る
技
倆
だ
け
は
上
達
し
や
す
い

よ
う
に
。

か
く
し
て
当
時
、
中
国

(

南
朝
と
北
朝)

と
日
・
韓
は
、
こ
の
四
六

駢
儷
の
美
文
を
も
ち
い
て
、
た
が
い
に
政
治
や
文
化
の
交
流
を
お
こ
な

う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。
美
文
と
い
う
普
遍
性
を
も
っ
た
ス
タ
イ

ル
は
、
い
わ
ば
東
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
を
つ
な
ぐ
共
通
言
語
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
日
本
上
代
の
美
文
作
成
能
力
は
け
っ
し
て
あ
な
ど

れ
な
い
こ
と
が
、
こ
の
番
付
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し
た
。
も
し

｢
懐
風

藻
序｣

作
者
の
無
名
氏
が
、
当
時
の
中
国
へ
わ
た
っ
て
お
れ
ば
、
唐
土

の
文
人
と
互
角
に
わ
た
り
あ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
無
名
氏
よ
り

半
世
紀
の
ち
、
弘
法
大
師
こ
と
空
海
が
渡
唐
し
て
、
そ
の
卓
越
し
た
文

辞
作
成
能
力
で
本
場
の
中
国
人
た
ち
を
お
ど
ろ
か
せ
た
の
だ
が
、
そ
う

し
た
能
力
は
こ
の
時
期
か
ら
潜
在
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

四

評
価
の
指
標

以
上
、
文
章
技
術
的
な
評
価
基
準
に
依
拠
し
つ
つ
、
六
朝

[

や
日
本

上
代]

の
文
章
の
良
否
や
優
劣
を
論
じ
、
修
辞
点
に
よ
る
作
品
の
番
付

ま
で
つ
く
っ
て
み
た
。
六
朝
期
は
四
六
駢
儷
体
が
盛
行
し
、
修
辞
的
洗

練
を
重
視
し
て
い
た
時
代
な
の
で
、
こ
う
し
た
評
価
の
し
か
た
も
、
そ

れ
な
り
の
妥
当
性
と
意
義
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
か
ん
が
え
る
。

右
の
番
付
は
、
技
術
評
価
を
わ
か
り
や
す
く
表
示
す
る
た
め
の
試
作

モ
デ
ル
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
各
研
究
者
が
自
分
の
関
心
あ
る
作

品
の
修
辞
点
を
計
算
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
作
の
番
付
上
の
地
位

(

＝
修

辞
レ
ベ
ル
の
高
低)

が
推
定
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
、

そ
の
作
の
文
学
的
評
価
を
か
ん
が
え
る
の
に
参
考
に
な
る
は
ず
だ
。
そ

し
て
将
来
的
に
、
作
品(

力
士)

の
数
が
ふ
え
、
前
頭
十
四
、
五
枚
目
、

さ
ら
に
十
両
あ
た
り
ま
で
番
付
が
で
き
れ
ば
、
か
な
り
有
用
な
も
の
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

文
学
作
品
の
価
値
を
適
正
に
評
す
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
困
難
な
こ

と
で
は
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、｢

Ａ
の
文
は
す
ぐ
れ
る｣

｢

Ｂ
の
文
は
…
…

の
価
値
が
あ
る｣

の
よ
う
な
個
別
の
評
価
は
ま
だ
し
も
、｢

作
品
Ａ
は
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作
品
Ｂ
よ
り
す
ぐ
れ
る
／
お
と
る｣

の
ご
と
き
優
劣
の
評
価
と
な
る
と
、

主
観
に
よ
る
恣
意
を
ま
ぬ
が
れ
に
く
い
し
、
ま
た
我
わ
れ
の
通
常
の
研

究
に
な
じ
ま
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
優
劣
の
評
価
に
対
し
て
は
、

｢

そ
れ
は
研
究
者
の
好
み
で
あ
っ
て
、
評
価
で
は
な
い｣

と
批
判
す
る

研
究
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
研
究
に
お
い
て
評
価
が
さ
け
ら
れ
ぬ
以
上
、
こ
う
し
た
批

判
に
臆
し
て
は
な
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
現
代
の
我
わ
れ
も
、
○
○
文
学

賞
や
○
○
学
会
賞
の
受
賞
作
銓
衡
に
お
い
て
、
同
種
の
評
価
を
お
こ
な
っ

て
い
る
で
は
な
い
か
。
中
国
の
古
典
文
学
に
対
し
て
だ
け
は
、
優
劣
は

き
め
ら
れ
な
い
し
、
き
め
る
べ
き
で
も
な
い
と
い
う
の
は
、
奇
妙
な
理

屈
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

大
事
な
の
は
、
だ
れ
も
が
納
得
す
る
評
価
基
準
を
き
め
る
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
し
て

｢

私
は
こ
の
基
準
で
優
劣
を
き
め
た｣

と
い
え
ば
、
そ
う

し
た
批
判
も
お
さ
ま
っ
て
く
る
に
相
違
な
い
。
そ
の
意
味
で
我
わ
れ
は

困
難
で
は
あ
っ
て
も
、
適
正
な
評
価
基
準
の
構
築
を
め
ざ
し
て
、
試
行

錯
誤
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
べ
き
だ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
う
し
た
試
み
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
文
章
技
術
的
な
評
価
基
準
を
提
案
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
我
わ
れ
が
文
章
技
術
的
な
方
面
か
ら
、
作
品

(

た
だ
し
六

朝
の
文
章
作
品
に
か
ぎ
る)

評
価
を
お
こ
な
う
場
合
、
ど
う
し
た
基
準

で
作
品
の
良
否
を
判
定
し
て
ゆ
け
ば
よ
い
か
、
私
な
り
に
指
標
を
提
示

し
て
み
た
い
と
お
も
う
。
も
ち
ろ
ん
技
術
的
な
方
面
か
ら
評
価
す
る
と

い
っ
て
も
、
そ
の
基
準
は
現
代
の
視
点
と
当
時
の
視
点
と
で
ち
が
っ
て

く
る
だ
ろ
う
し
、
古
文
派
よ
り
立
場
と
駢
文
派
よ
り
立
場
に
よ
っ
て
も

こ
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
当
時
の
文
人
の
あ
い
だ
で
も
、
文

学
評
価
の
基
準
は
一
致
し
て
い
な
い
の
だ

(

た
と
え
ば
沈
約

〈

声
律
を

重
視
す
る〉

と
鍾
�〈

声
律
を
重
視
し
な
い〉

、
蕭
綱

〈

艶
麗
さ
を
重

視
す
る〉

と
裴
子
野

〈

古
風
さ
を
重
視
す
る〉

な
ど)

。
そ
れ
ゆ
え
、

｢

不
動
の
基
準
な
ど
あ
り
え
な
い｣

と
い
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
と

お
り
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
基
準
を
構
築
す
る
努
力

を
は
な
か
ら
放
棄
す
る
と
い
う
の
も
、
誠
実
な
態
度
と
は
い
い
に
く
い
。

時
代
に
よ
り
、
ひ
と
に
よ
り
、
基
準
が
う
ご
き
や
す
い
こ
と
は
よ
く
承

知
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
当
時
の

｢

か
く
つ
づ
る
べ
し｣

と

い
う
規
範
が
わ
か
れ
ば
、
お
お
ま
か
な
基
準
は
設
定
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
大
局
的
視
点
に
た
っ
て
、
私
な
り
に
評
価
の
指

標
を
提
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
お
お
ざ
っ
ぱ
な
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
六
朝
期
の
文
章
作
品
は

｢

文
は
美
た
る
べ
し｣

と
い
う
理
念
に
も
と
づ
い
て
か
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う

｢
美｣

と
は
、
修
辞
的
に
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
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だ
。
具
体
的
に
は
、
声
律
を
と
と
の
え
、
対
偶
、
四
六
、
典
故
、
錬
字

を
多
用
し
た
文
章
が
、｢

美｣

な
る
文
学
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

拙
著

『

六
朝
美
文
学
序
説』

第
七
章
を
参
照)

。
す
る
と
修
辞
的
洗
練(

＝
美)

の
多
少
が
、
文
学
評
価
の
指
標
と
な
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
う
い
う
と
す
ぐ
反
論
が
で
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
わ
く
、
か
か
る
修
辞
重
視
に
対
し
て
、
後
世
の
古
文
派
の
人
び
と
は

反
対
の
論
陣
を
は
っ
た
。
そ
し
て｢

美｣

よ
り
も｢

載
道｣

を
重
視
し
、

技
巧
を
排
し
た
簡
潔
で
雄
勁
な
文
章
を
よ
し
と
し
た
で
は
な
い
か
、
と
。

ま
た
い
わ
く
、
同
種
の
修
辞
批
判
は
、
六
朝
の
文
人
か
ら
さ
え
噴
出
し

て
い
る
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
顔
之
推
は
、

…
…
今
の
作
家
た
ち
は
流
行
的
に
、
文
章
の
根
本
た
る
部
分
は
さ

て
お
い
て
、
そ
の
枝
葉
で
し
か
な
い
こ
と
に
狂
奔
し
、
誰
も
彼
も

が
上
っ
調
子
な
美
文
ば
か
り
作
り
た
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
彼
ら

の
書
く
文
章
は
、
修
辞
と
論
旨
と
が
我
れ
勝
ち
に
走
り
出
し
た
恰

好
で
、
修
辞
が
過
剰
に
な
り
、
論
旨
の
方
は
、
ど
こ
か
に
霞
ん
で

し
ま
っ
て
い
る
。
か
と
思
え
ば
、
主
題
と
文
才
と
が
競
り
合
い
を

演
ず
る
結
果
、
主
題
は
多
方
面
化
し
文
采
は

[

そ
れ
を
処
理
し
切

れ
な
く
て]

生
彩
を
失
っ
た
形
と
な
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
自

己
制
御
が
利
か
な
く
な
っ
た
も
の
は
、
文
脈
が
乱
れ
に
乱
れ
て
結

論
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
し
、
主
題
を
無
用
に
掘
り
か
え
し
た
も

の
は
、
脈
絡
を
求
め
恰
好
を
つ
け
る
の
に
暇
が
な
い
次
第
と
相
成

る
。

と
い
っ
て
、
修
辞
過
多
の
美
文
を
批
判
し
て
い
る

(『
『

顔
氏
家
訓』

文
章
篇
。
訳
文
は
宇
都
宮
清
吉

『

中
国
古
典
文
学
大
系
９』

の
も
の
に

よ
る)

。
之
推
に
よ
る
と
、
美
文
は

｢

修
辞
が
過
剰
に
な
り
、
論
旨
の

方
は
、
ど
こ
か
に
霞
ん
で
し
ま
っ
て
い
る｣

悪
文
な
の
だ
。
か
く
六
朝

文
人
自
身
が
美
文
を
批
判
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
修
辞
的
洗
練
の
多
少

は
評
価
の
指
標
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。

だ
が
、
私
は
こ
う
し
た
議
論
に
は
く
み
さ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
六
朝
期

の
文
人
と
い
え
ど
も
、
百
人
が
百
人
と
も
修
辞
主
義
を
重
視
し
、｢

美｣

を
奉
じ
て
い
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
右
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
顔
之
推
の
文
章
を
み
て
み
る
と
、
そ

の
行
文
じ
た
い
が
、

…
…
今
世
相
承
、
趨
本
棄
末
、
率
多
浮
艶
。

辞
与
理
競
、
辞
勝
而
理
伏
、

放
逸
者
流
宕
而
忘
帰
、

事
与
才
争
、
事
繁
而
才
損
、

穿
鑿
者
補
綴
而
不
足
。

の
ご
と
き
、
対
偶
や
四
六
を
多
用
し
た
美
文
な
の
で
あ
る
。
こ
の
之
推

自
身
の
文
章
と
、
彼
が
批
判
す
る

｢

修
辞
が
過
剰
に
な｣

っ
た
美
文
と
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の
あ
い
だ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
六
朝
文
人
た
ち
の
文
学
批
評
的
発
言
に
は
、
ど
う
も

こ
の
種
の
言
行
不
一
致
が
お
お
い
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
意
味
で
彼
ら

の
真
の
考
え
を
し
る
に
は
、
彼
ら
が
い
か
に
主
張
し
て
い
る
か
よ
り
、

い
か
に
文
章
を
か
い
て
い
る
か
を
調
査
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ
。
し

た
が
っ
て
私
は
、
一
部
に
こ
う
し
た
反
修
辞
の
発
言
が
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
修
辞
的
洗
練
の
多
少
が
、
文
学
評
価
の
指
標
と
な
る
と
い
う
主
張

は
ひ
っ
こ
め
な
い
。
さ
き
に
私
が
い
っ
た

｢

大
局
的
視
点
に
た
っ
て｣

と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
い
ち
い
ち
こ
ま
か
な

主
張
や
反
論
に
は
か
か
ず
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
や
は
り
修
辞
技
法
を
ど
れ
だ
け
つ
か
っ
て
い
る

か
が
、
評
価
の
指
標
に
な
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
簡
単
に
い

え
ば
、
六
朝
の
こ
ろ
は
、

修
辞
的
洗
練
あ
り
＝
評
価
が
た
か
い

修
辞
的
洗
練
な
し
＝
評
価
が
ひ
く
い

と
い
う
見
か
た
を
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
以
下
で
、
主
要
な
修

辞
技
法
を
と
り
あ
げ
、
具
体
的
な
評
価
の
基
準
を
説
明
し
て
ゆ
こ
う
。

五

具
体
的
な
評
価
基
準

第
一
に
対
偶
。
こ
の
技
法
に
つ
い
て
は
越
多
越
好
、
つ
ま
り
お
お
け

れ
ば
お
お
い
ほ
ど
よ
い
、
と
理
解
し
て
よ
い
。
よ
り
詳
細
な
基
準
に
つ

い
て
は
、
劉
�
の｢

言
対
は
つ
く
り
や
す
く
、
事
対
は
つ
く
り
に
く
い
。

反は
ん

対つ
い

は
す
ぐ
れ
て
お
り
、
正せ
い

対つ
い

は
お
と
っ
て
い
る｣

(

麗
辞
篇)

と
い

う
発
言
が
参
考
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
典
拠
を
ふ
ま
え
た
事
対
が
、
ふ

ま
え
ぬ
言
対
よ
り
高
度
で
あ
り
、
対
立
し
た
内
容
を
な
ら
べ
た
反
対
の

ほ
う
が
、
相
似
し
た
字
句
を
つ
ら
ね
た
正
対
よ
り
す
ぐ
れ
る
、
と
み
な

し
て
よ
さ
そ
う
だ
。

ち
な
み
に
、
以
上
は
六
朝
の
作
を
評
価
す
る
場
合
の
基
準
で
あ
っ
て
、

唐
宋
以
降
の
作
を
評
価
す
る
場
合
は
、
こ
れ
と
ち
が
っ
て
く
る
の
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
唐
宋
の
古
文
復
興
以
後
の
時
代
で
は
、
こ
の
対
偶
が

批
判
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
贅
言
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
と
き
に
対
偶
を
重
視
す
る
一
派
も
出
現
す
る
な
ど
、
多
少

の
ゆ
り
も
ど
し
も
あ
っ
て
、
評
価
基
準
を
こ
う
と
断
言
す
る
の
は
な
か

な
か
む
つ
か
し
い
。

さ
ら
に
清
代
以
後
に
な
る
と
、
こ
の
対
偶
使
用
の
争
い
を
調
停
せ
ん

14



と
し
て
、
駢
散
兼
行

(

駢
散
合
一
と
も
い
う
。
駢

〈

対
句〉

と
散

〈

散

句〉
と
を
混
用
す
る
書
き
か
た)

を
主
張
す
る
議
論
も
出
現
し
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
清
の
劉
開
は

｢

与
王
子
卿
太
守
論
駢
体
書｣

の
な
か
で
、

夫
文
辞
一
術
、
体
雖
百
変
、
道
本
同
源
。
経
緯
錯
以
成
文
、
元
黄

合
而
為
采
。
故
駢
之
与
散
並
派
而
争
流
、
殊
塗
而
合
轍
。
千
枝
競

秀
、
乃
独
木
之
栄
。
九
子
異
形
、
本
一
龍
之
産
。
故
駢
中
無
散
、

則
気
壅
而
難
疏
、
散
中
無
駢
、
則
辞
孤
而
易
瘠
。
両
者
但
可
相
成
、

不
能
偏
廃
。

文
辞
の
叙
し
か
た
た
る
や
、
ス
タ
イ
ル
は
百
変
し
て
も
、
本
質

は
お
な
じ
も
の
だ
。
横
糸
と
縦
糸
が
交
錯
し
て
彩
り
を
な
し
、

黒
と
黄
が
合
し
て
模
様
を
う
み
だ
す
。
だ
か
ら
駢
体
と
散
体
と

が
論
争
し
あ
っ
て
い
る
が
、
主
張
は
ち
が
っ
て
も
根
底
で
は
通

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
千
枝
が
美
を
き
そ
っ
て
も
、
け
っ
き
ょ

く
一
本
の
樹
に
す
ぎ
ぬ
し
、
九
子
が
顔
つ
き
が
ち
が
っ
て
も
、

し
ょ
せ
ん
一
匹
の
龍
が
う
ん
だ
子
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
わ

け
で
駢
文
中
に
散
句
が
な
か
っ
た
ら
、
文
気
が
ふ
さ
が
っ
て
意

義
疎
通
し
に
く
い
し
、
散
文
中
に
駢
句
が
な
か
っ
た
ら
、
文
辞

は
孤
立
し
て
や
せ
ほ
そ
っ
て
し
ま
う
。
か
く
駢
体
と
散
体
と
は

共
存
し
あ
う
も
の
で
、
片
方
を
皆
無
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ

の
だ
。

と
主
張
し
て
い
る
。
劉
開
に
よ
れ
ば
、｢

駢
体
と
散
体
と
は
共
存
し
あ

う
も
の
で
、
片
方
を
皆
無
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
ぬ｣

も
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
対
偶
の
使
用
は
、
駢
散
の
両
派
、
あ
る
い
は
兼
行
派
の
い

ず
れ
に
く
み
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
評
価
が
か
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
駢
散
兼
行
は
、
執
筆
上
の
必
要

(

お
も

に
意
義
疎
通
の
た
め)

か
ら
生
じ
た
折
衷
的
叙
法
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
美
文
は
、
全
篇
を
対
偶
で
貫
徹
す
る
の
が
理
想
で
あ
り
、
散

句
を
ま
じ
え
る
の
は
や
む
を
え
ぬ
譲
歩
な
の
で
あ
る
。
劉
�
も

｢

迭た
が

い

に
奇
偶
を
用
う
べ
し｣

と
い
う

(

麗
辞
篇)

。
だ
が
、
そ
れ
は
全
篇
対

偶
の
困
難
さ
の
た
め
、
妥
協
的
に

｢

散
句
を
ま
じ
え
て
も
い
い
よ｣

と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
劉
�
な
ど
六
朝
文
人
た
ち
は
、
対
偶
を
多
用

し
た
美
的
行
文
を
理
想
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
駢
散
兼
行

の
文
章
を
め
ざ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る

(

こ
の
駢
散
兼
行

を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
虎
雄

『

駢
文
史
序
説』

〈
研
文
出
版

二
〇
〇
七

初
版
は
一
九
六
一
刊〉

の｢

第
四
章

駢
・

散
合
一
説
を
論
ず｣

を
参
照)

。

以
上
を
要
す
る
に
、
対
偶
で
評
価
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
六
朝
の
文
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章
作
品
は
基
本
的
に
越
多
越
好
の
考
え
か
た
で
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
以

外
、
た
と
え
ば
散
体
重
視
の
唐
宋
古
文
派
の
文
章
、
駢
散
兼
行
を
重
視

す
る
清
代
文
人
の
文
章
な
ど
を
評
す
る
と
き
は
、
そ
の
時
代
の
文
学
風

潮
を
勘
案
し
な
が
ら
、
慎
重
に
評
価
の
基
準
や
手
法
を
模
索
し
て
ゆ
く

必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

(

以
下
で
は
唐
宋
以
後
は

か
ん
が
え
ず
、
六
朝
期
の
文
章
を
評
価
す
る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
の
べ
て

ゆ
く)

。
第
二
に
四
六

(

四
字
と
六
字
で
句
を
構
成
す
る
技
法)

。｢

四
六｣

と

併
称
す
る
が
、
六
朝
美
文
で
は
四
字
句
の
ほ
う
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。

私
の
見
当
で
は
、
四
字
句
が
六
字
句
の
二
倍
強
ぐ
ら
い
の
割
合
か
。
六

朝
の
作
品
を
評
す
る
場
合
は
、
こ
の
四
六
に
つ
い
て
も
越
多
越
好
、
つ

ま
り
四
六
句
の
割
合
が
た
か
け
れ
ば
た
か
い
ほ
ど
よ
い
、
と
し
て
よ
い
。

た
だ
劉
�
は
や
は
り
、
四
六
句
の
な
か
に
適
宜
、
他
の
三
字
句
や
五

字
句
を
ま
ぜ
て
変
化
を
つ
け
る
べ
し
、
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る

(
章

句
篇)

。
た
し
か
に
、
六
朝
に
は
そ
う
し
た
行
文
も
す
く
な
く
な
い
が
、

そ
れ
は
意
図
的
に
他
の
句
形
を
ま
ぜ
た
と
い
う
よ
り
、
対
偶
の
場
合
と

ど
う
よ
う
、｢

や
む
な
く
そ
う
し
た｣

｢

そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た｣

と
い

う
ケ
ー
ス

(

四
六
へ
の
整
斉
能
力
が
不
足
し
た
、
意
義
を
疎
通
さ
せ
よ

う
と
し
た
、
匆
匆
に
か
い
た
等)

も
お
お
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意

味
で
、
や
は
り
越
多
越
好
を
基
本
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
賦
ジ
ャ
ン
ル
は
、
伝
統
的
に
四
字
句
よ
り
六
字
句
の
ほ
う

を
多
用
す
る
。
右
の
表
で

｢

文
賦｣

の
み
、
四
字
句
よ
り
六
字
句
が
お

お
か
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
賦

以
外
の
ジ
ャ
ン
ル
で
六
字
句
を
多
用
し
て
お
れ
ば
、
そ
の
作
品
は
賦
に

ち
か
づ
い
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い

(

逆
に
賦
ジ
ャ
ン
ル
の
作
に
六
字

句
が
す
く
な
け
れ
ば
、
文
章
作
品
に
ち
か
づ
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い)

。

た
と
え
ば
孔
稚
珪

｢

北
山
移
文｣

の
冒
頭
を
あ
げ
る
と
、

鍾
山
之
英

鍾
山
の
英

草
堂
之
霊

草
堂
の
霊

馳
煙
駅
路

煙
を
駅
路
に
馳は

せ
て

勒
移
山
庭

移
を
山
庭
に
勒き

ざ

め
り

夫
以

夫
れ
以お

も

え
ば

耿
介
抜
俗
之
標

耿
介
抜
俗
の
標

し
る
し
あ
り
て

蕭
灑
出
塵
之
想

蕭
灑
出
塵
の
想

お
も
い

あ
り

度
白
雪
以
方
�

白
雪
を
度わ

た

り
て
以
て
方ま
さ

に
�
き
よ

く

干
青
雲
而
直
上

青
雲
を
干し

の

い
で
直
ち
に
上
る

吾
方
知
之
矣

吾
方ま

さ

に
之
を
知
れ
り

若
其

若も

し
其
れ
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亭
亭
物
表

物
表
に
亭
亭
と
し
て

皎
皎
霞
外

霞
外
に
皎
皎
た
り

芥
千
金
而
不
眄

千
金
を
芥

あ
く
た
と
し
て
眄
か
え
り
み
ず

�
万
乗
其
如
脱

万
乗
を
�

く
つ

と
し
て
其
れ
脱
す
る
が
如
し

聞
鳳
吹
於
洛
浦

鳳
吹
を
洛
浦
に
聞
き

値
薪
歌
於
延
瀬

薪
歌
を
延
瀬
に
値あ

ふ

固
亦
有
焉

固
よ
り
亦
た
有
り

の
ご
と
き
行
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
十
六
句
中
の
八
句
が
、
六
字
句
を

し
め
て
い
る

(

四
字
句
は
七
句)

。
く
わ
え
て
、
こ
の
作
は
例
外
的
に

韻
も
ふ
ん
で
い
る
の
で
、
実
質
的
に
は
賦
ジ
ャ
ン
ル
に
所
属
さ
せ
て
も

よ
い
ぐ
ら
い
だ
。
一
般
的
に
い
う
と
、
六
朝
美
文
で
あ
り
な
が
ら
押
韻

し
、
六
字
句
を
多
用
し
、
さ
ら
に

｢

兮｣

字
ま
で
つ
か
っ
て
お
れ
ば
、

そ
の
作
品
は
標
題
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
実
質
的
に
は
賦
ジ
ャ
ン
ル
に

ち
か
づ
い
た
作
だ
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う

(

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
当

該
作
品
の
優
劣
と
は
関
係
し
な
い)

。

第
三
に
声
律
。
こ
の
声
律
は
、
沈
約
が
提
唱
し
た
四
声
八
病
説
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
初
は
五
言
詩
に
お
け
る
音
の
諧
調
を
想
定
し

て
い
た
よ
う
だ
が
、
や
が
て
美
文
に
も
適
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
声

律
も
、
規
則
に
合
致
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
よ
い
文
章
だ
と
し
て
よ
い
。

た
だ
梁
代
に
お
い
て
は
、
梁
武
帝
や
鍾
�
ら
が
明
確
に
異
を
と
な
え
る

な
ど
、
ま
だ
風
靡
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ

が
右
の
声
律
率
に
も
反
映
し
て
い
る
。

こ
の
声
律
の
規
則
に
つ
い
て
は
、

①
一
句
の
な
か
で
、
関
鍵
の
字

(

た
と
え
ば
、
四
字
句
の
二
字
目

と
四
字
目)

の
平
仄
を
逆
に
す
る
。

②
対
を
な
す
両
句
の
あ
い
だ
で
、
関
鍵
の
字
の
平
仄
を
逆
に
す
る
。

③
と
な
り
あ
う
聯
と
聯
に
お
い
て
、
上
聯
下
句
と
下
聯
上
句
の
関

鍵
字
の
平
仄
を
お
な
じ
に
す
る
。

の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
よ
う

(

詩
の
規
則
と
は
小
異
が
あ
る)

。
問
題
な

の
は
、
こ
の
声
律
は
調
査
の
し
か
た
が
む
つ
か
し
い
こ
と
だ
。
声
律
を

評
価
の
指
標
と
す
る
に
は
、
右
の
①
②
③
の
規
則
を
個
別
に
調
査
せ
ね

ば
な
ら
ず
、
結
果
的
に
ひ
と
つ
の
数
字
で
諧
調
率
が
一
目
瞭
然
、
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
上
尾
の
ル
ー
ル
の
み
を

問
題
に
し
た
が
、
や
り
か
た
が
簡
略
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る
。
よ
り
合

理
的
な
調
査
法
が
の
ぞ
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
四
に
典
故
。
こ
の
技
法
に
対
し
、
鍾
�
は
多
用
し
す
ぎ
る
こ
と
へ

警
鐘
を
な
ら
し
、
劉
�
は
正
確
か
つ
適
切
に
お
こ
な
え
と
ア
ド
バ
イ
ス

し
て
い
た
。
た
だ
六
朝
期
の
文
章
、
と
く
に
美
文
作
品
と
し
て
、
い
っ
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さ
い
使
用
し
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
使
用
す
る
こ
と
は

大
前
提
と
し
て
、
ど
ん
な
出
典
の
も
の
を
、
ど
ん
な
ふ
う
に
、
ど
の
く

ら
い
使
用
す
る
の
か
が
、
評
価
の
対
象
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

た
だ
こ
の
技
法
は
、
評
価
の
し
か
た
が
む
つ
か
し
い
。
出
典
の
種
類

(

経
書
と
か
史
書
と
か)

や
量
な
ど
は
、
数
量
化
で
き
な
く
は
な
い
。

じ
っ
さ
い
、｢

文
賦｣
に
対
し
て
は
、
す
こ
し
お
こ
な
っ
て
み
た

(

拙

稿｢

陸
機
文
賦
の
文
章
に
つ
い
て｣

〈｢

中
国
中
世
文
学
研
究｣

第
五
七
・

五
八
号

二
〇
一
〇〉

を
参
照)
。
し
か
し
内
容
に
か
か
わ
る
修
辞
と

い
う
性
格
上
、
典
故
を
い
か
に
巧
妙
に(
あ
る
い
は
拙
劣
に)

つ
か
い
、

い
か
な
る
文
学
的
効
果
を
釀
成
さ
せ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
主
観
ぬ

き
の
判
定
や
評
価
は
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
。
た
だ

｢

経
書
を
つ
か
っ

て
い
る
か
ら
高
レ
ベ
ル
、
小
説
を
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
低
レ
ベ
ル｣

と

断
じ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
状
で
は
、
こ

れ
と
い
う
評
価
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
五
に
錬
字
。
こ
れ
は
、
洗
練
さ
れ
た
字
や
用
語
を
使
用
す
る
技
法

を
い
う
。
具
体
的
に
は
、
麗
語
、
代
字
、
典
故
の
改
変
、
断
語
な
ど
を

使
用
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
洗
練
さ
れ
た

用
語
で
あ
り
、
美
文
と
し
て
は
こ
っ
た
表
現
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
が

残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
技
法
は
初
学
者
に
は

｢

ど
れ
が
錬
字
か｣

と

認
定
す
る
こ
と
じ
た
い
困
難
で
あ
り
、
評
価
の
基
準
と
は
な
り
に
く
い

も
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
省
略
に
し
た
が
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
錬
字
の
技
法
に
関
連
さ
せ
て
、
ひ
と
つ
い
い
そ
え
て

お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
口
語
ふ
う
語
彙
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
口
語
ふ
う
語
彙
は
当
時
、
錬
字
と
対
照
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
た
。
具
体
的
に
は

｢

相
○｣

｢

○
自｣

の
よ
う
に
接
頭
辞
や
接
尾

辞
を
つ
け
た
り
、｢

○
来｣

｢

○
去｣

の
よ
う
に
補
助
動
詞
を
つ
け
た
り

し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
う
し
た
口
語
ふ
う
語
彙
は
当
時
、
き
わ
め
て

俗
っ
ぽ
い
こ
と
ば
と
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
尺
牘
や
志
怪
小

説
な
ど
に
は
使
用
し
て
も
よ
い
が
、
修
辞
的
洗
練
を
重
視
す
る
美
文
と

は
、
水
と
油
の
ご
と
く
親
和
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

も
し
こ
れ
が
六
朝
の
文
章
の
な
か
に
使
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
作
は

俗
っ
ぽ
い
印
象
を
も
た
れ
、
一
流
の
文
学
作
品
と
は
み
と
め
ら
れ
な
か
っ

た
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
、
六
朝
文
章
作
品
を
評
価
す
る
五
つ
の
指
標
、
お
よ
び
そ
れ
に

よ
る
評
価
基
準
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
。
右
の
う
ち
、
典
故
と
錬
字

は
美
文
の
重
要
な
指
標
で
は
あ
る
が
、
文
学
的
効
果
の
判
定
や
認
定
の

し
か
た
が
困
難
な
の
で
、
具
体
的
な
評
価
の
基
準
に
は
し
が
た
い
。
そ

れ
に
対
し
、
の
こ
る
三
つ
の
指
標

(

対
偶
、
四
六
、
声
律)

は
、
い
ず
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れ
も
明
確
な
評
価
基
準
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
評
価
の
し
か

た
を
い
え
ば
、
基
本
的
に
越
多
越
好
、
つ
ま
り
使
用
頻
度

(

対
偶
、
四

六)

や
充
足
率

(

声
律)

が
た
か
け
れ
ば
た
か
い
ほ
ど
、
そ
の
文
章
は

高
度
な
美
文
で
あ
る
と
評
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(

以
上
の
五
指
標
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『

六
朝
美
文
学
序
説』

第
二
〜
六
章
を
参
照
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い)

。

そ
う
し
た
評
価
の
し
か
た
か
ら
み
た
と
き
、
理
想
を
百
パ
ー
セ
ン
ト

ち
か
く
ま
で
達
成
し
た
の
が
、
東
の
正
横
綱
た
る
徐
陵｢

玉
台
新
詠
序｣

だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
清
の
許
�
は
、
お
の
が
美
文
の
選
集

『

六
朝

文
�』

に
こ
の
作
を
採
録
し
、

駢
語
至
徐
�
、
五
色
相
宣
、
八
音
迭
奏
、
可
謂
六
朝
之
渤
�
、
唐

代
之
津
梁
。
而
是
篇
尤
為
声
偶
兼
到
之
作
、
煉
格
煉
詞
、
綺
綰
�

錯
、
幾
於
赤
城
千
里
霞
矣
。

美
文
は
徐
陵
や
�
信
に
い
た
る
と
、
五
色
が
た
が
い
に
輝
き
を

発
し
、
八
音
が
調
和
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
六
朝
を
集
大
成
し
、

唐
代
へ
橋
渡
し
し
た
文
章
で
あ
る
。
こ
の
序
文
は
と
り
わ
け
声

律
や
対
偶
が
完
備
し
て
い
る
。
風
格
や
字
句
は
洗
練
さ
れ
、
き

ら
び
や
か
に
交
錯
し
て
、
赤
城
山
が
千
里
ま
で
あ
か
く
か
す
ん

で
い
る
か
の
よ
う
だ
。

と
い
う
賛
嘆
の
こ
と
ば
を
献
じ
て
い
る
。
二
・
三
句
目
の｢

五
色
相
宣
、

八
音
迭
奏｣

は
、
陸
機

｢

文
賦｣

の

｢

曁
音�

声
之
迭�

代
、
若
五�

色�

之
相�

宣�｣

や
沈
約

｢

宋
書
謝
霊
運
伝
論｣

の

｢

夫
五�

色�

相�

宣�

、
八�

音�

協
暢｣

の
語
句
を
利
用
し
、
平
仄
が
た
く
み
に
交
替
す
る
諧
調
ぶ
り
を
た
た
え

た
も
の
。
ま
た
末
句

｢

赤
城
千
里
霞｣

は
、
孫
綽

｢

游
天
台
山
賦｣

の

｢

赤�

城�

霞�

起
而
建
標｣

句
を
ふ
ま
え
、
赤
城
山
に
雲
霞

(

中
国
で
は

｢

霞｣

は
あ
か
い
霧
の
よ
う
な
も
の)

が
と
お
く
ま
で
た
ち
こ
め
た
か

の
よ
う
、
の
意
。
す
る
と
た
ぶ
ん
こ
の
句
は
、｢

修
辞
で
か
ざ
ら
れ
た

文
辞
が
か
が
や
か
し
い｣

こ
と
の
喩
な
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
許
�

の
評
は
、｢

玉
台
新
詠
序｣

の
修
辞
的
な
洗
練
ぶ
り
を
称
賛
し
た
も
の

で
あ
り
、
本
稿
に
お
け
る
修
辞
点
36
と
い
う

[

十
二
篇
中
の]

最
高
の

技
術
的
評
価
と
も
、
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
文
章
こ
そ
が
、[

六

朝
文
人
た
ち
の
か
ん
が
え
る]

美
文
の
理
想
像
だ
っ
た
と
お
も
わ
れ
、

六
朝
の
文
章
作
品
は
こ
の

｢

玉
台
新
詠
序｣

の
行
文
を
め
ざ
し
て
進
化

し
て
い
っ
た
、
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
六
朝
の
文

章
を
技
術
的
立
場
か
ら
評
価
し
よ
う
と
す
れ
ば
、｢

玉
台
新
詠
序｣

の

行
文
と
の
遠
近
を
は
か
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
に
ち
か
け
れ
ば
ち
か
い
ほ
ど

[

技
術
的
に]
す
ぐ
れ
た
行
文
で
あ
り
、
と
お
け
れ
ば
と
お
い
ほ
ど
お
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と
っ
た
文
章
だ
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(

文
学
部
教
授)
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