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か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
、
第
一
文
か
ら
横
断
的
に

順
に
検
討
す
る
と
効
率
的
で
す
。
明
ら
か
な
誤
り

は
、
ま
ず
①
で
す
。
こ
ん
な
こ
と
が
許
さ
れ
る
の

は
側
近
中
の
側
近
だ
け
で
す
。
君
主
に
こ
ん
な
に

率
直
に
モ
ノ
が
い
え
る
な
ら
、
ま
さ
に
下
克
上
で

す
よ
ね
。
田
差
は
、「
己
が
分
際
を
守
る
べ
し
」

と
切
り
出
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
自
ら

も
従
う
の
は
当
然
で
、
直
言
が
で
き
な
い
か
ら
こ

そ
田
差
の
よ
う
に
「
諫
言
」
す
る
わ
け
で
す
。

　

④
は
「
論
客
」
と
い
う
の
が
そ
も
そ
も
事
実
と

異
な
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
で
明
ら
か
に
間
違
い
で

す
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
選
択
肢
の
後
半
は
見
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
間
の
無
駄
で
す
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
①
も
④
も
そ
れ
以
降
に
は
案
外
正
し
い

こ
と
が
書
い
て
あ
る
も
の
で
、
余
計
な
迷
い
心
を

起
こ
し
か
ね
ま
せ
ん
か
ら
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
誤

り
を
発
見
す
る
精
度
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、
第
二
文
に
進
み
ま
す
。
③
の｢

君
主
が

聞
く
耳
を
も
た
な
い｣

と
か
「
ば
か
ら
し
い
」
と

か
、
そ
も
そ
も
臣
下
が
言
う
こ
と
で
は
な
い
で
す

ね
。
だ
っ
た
ら
、
諫
言
な
ど
し
な
い
で
、
亡
命
し

別
の
君
主
を
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
ら
。
実
際

は
、「
聞
く
耳
を
も
つ
」
君
主
だ
っ
た
わ
け
で
す

か
ら
事
実
と
明
ら
か
に
異
な
り
ま
す
。

　

次
に
⑤
も
同
様
に
、｢

補
佐
し
て
い
く
こ
と
は

容
易
で
は
な
い｣

「
平
公
の
軽
々
し
い
性
格
」
と

完
全
に
君
主
を
見
限
る
発
言
で
す
。
こ
れ
も
あ
り

え
な
い
で
す
ね
。
聞
く
耳
を
も
つ
君
主
と
賢
臣
と

し
て
描
か
れ
る
漢
文
の
ド
ラ
マ
パ
タ
ー
ン
と
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
設
定
か
ら
し
て
も
そ
も
そ
も
ナ
ン
セ
ン

ス
で
す
。
そ
ん
な
ア
ホ
王
と
フ
ツ
ー
の
臣
下
な
ら

わ
ざ
わ
ざ
書
き
留
め
て
歴
史
に
残
す
対
象
に
な
ら

な
い
は
ず
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
一
番
問
題
の
な
い
よ
う
に
み
え

る
②
が
正
解
と
な
り
ま
す
。
②
は
逆
に
、
第
二
文

で
「
心
配
し
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
」
と
君
主

と
国
の
行
く
末
を
案
じ
て
お
り
、
ま
さ
に
賢
臣
と

い
う
べ
き
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
漢
文
の
問
題

は
大
抵
は
、
二
ポ
イ
ン
ト
の
チ
ェ
ッ
ク
で
正
解
に

た
ど
り
つ
く
よ
う
に
で
き
て
い
る
も
の
で
す
。
右

で
検
討
し
た
ポ
イ
ン
ト
以
外
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
時

間
の
無
駄
と
い
え
ま
す
。
む
し
ろ
迷
い
を
増
幅
し

か
ね
ま
せ
ん
。
そ
の
ツ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
を
見
抜
く

力
を
つ
け
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
こ
の

よ
う
に
し
て
文
法
力
の
充
実
を
は
か
る
と
直
接

に
、
過
去
問
を
解
い
て
慣
れ
深
め
て
い
く
学
習
が

必
須
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

本
問
に
つ
い
て
は
以
上
で
す
。
理
系
と
し
て
は

漢
文
に
か
け
ら
れ
る
時
間
は
少
な
い
の
が
相
場
で

す
か
ら
、
問
題
演
習
を
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
に

一
を
解
い
て
十
を
学
ぶ
と
い
う
姿
勢
で
、
質
の
高

い
・
中
身
の
濃
い
学
び
を
し
て
、
次
に
応
用
で
き

る
カ
タ
チ
で
学
ぶ
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　

次
回
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験
後
で
す
か
ら
、
二
次

試
験
で
唯
一
、
理
系
に
漢
文
を
課
す
東
大
の
過
去

問
を
取
り
上
げ
、
同
様
な
文
法
解
析
に
よ
る
読
解

と
と
も
に
、
記
述
式
問
題
へ
の
対
応
を
指
導
す
る

予
定
で
す
。�

《
了
》

《
筆
者
紹
介
》
市
川
久
善
（
い
ち
か
わ　

ひ
さ
よ
し
）

　

大
学
進
学
教
育
Ｇ
Ｈ
Ｓ
講
師
。
鎌
倉
市
生
ま
れ
・

東
京
大
卒
。十
年
程
前
に
住
み
慣
れ
た
東
京
を
離
れ
、

山
峰
に
抱
か
れ
た
信
州
の
地
に
拠
点
を
移
し
幅
広
く

活
動
。
高
校
時
分
よ
り
言
語
学
に
興
味
を
抱
き
、
言

語
と
語
学
に
関
す
る
著
作
を
渉
猟
し
、
以
後
受
験
英

文
法
に
飽
き
足
ら
ず
、
ド
イ
ツ
語
文
法
、
現
代
中
文

法
、古
典
ギ
リ
シ
ア
語
、古
代
和
文
法
等
を
独
学
。「
理

系
こ
そ
国
語
力
！
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
、
和
人
の
教
養

の
源
泉
と
し
て
の
漢
文
教
育
の
復
権
を
目
指
し
、
斬

新
か
つ
独
創
的
な
漢
文
法
に
よ
る
講
義
を
行
っ
て
い

る
。
育
文
社
よ
り
『
思
考
訓
練
の
場
と
し
て
の
漢
文

解
析
』（
仮
題
）
近
刊
予
定
。
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現
和
訳�　

⁝
桀
は
贅
沢
の
限
り
を
尽
く
し
て
滅

び
、
紂
は
淫
乱
の
限
り
を
尽
く
し
て
敗

れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
身
分

を
越
え
た
豪
華
な
車
を
見
よ
う
と
し
な

か
っ
た
の
で
す
。」

■

　

今
も
昔
も
中
華
人
に
と
っ
て
の
最
低

最
悪
の
ヒ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
さ
に
中
国
史
上
最
低
の
王
た
ち
で
す
。

古
代
の
偉
人
が
無
条
件
で
尊
敬
さ
れ
る
社
会
で
二

元
論
思
考
を
す
る
と
、
そ
の
対
極
と
し
て
無
条
件

で
悪
者
と
さ
れ
、
二
度
と
名
誉
な
ど
回
復
し
な
い

ヒ
ー
ル
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
第

一
号
、
二
号
が
こ
の
二
人
で
す
。
こ
の
二
人
の
王

は
、
相
応
し
い
徳
が
な
い
の
に
支
配
者
と
な
っ
た

た
め
に
、
自
業
自
得
で
滅
び
て
い
っ
た
と
さ
れ
ま

す
。
中
華
人
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
恥
さ
ら
し
支
配

者
の
頂
点
で
あ
り
、
完
全
極
悪
人
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
そ
う
は
な
り
ま
せ

ん
。
謀
反
人
と
さ
れ
る
明
智
光
秀
人
も
地
元
で
は

ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
り
う
る
し
、
悪
人
評
価
の
人
物

が
、
い
つ
の
間
に
か
復
権
し
銅
像
が
た
て
ら
れ
た

り
す
る
こ
と
は
あ
ち
こ
ち
に
あ
り
ま
す
。
和
人
に

と
っ
て
、
ど
ん
な
大
悪
党
・
嫌
わ
れ
者
も
、
あ
の

世
に
い
け
ば
霊
と
な
り
評
価
が
変
わ
り
う
る
の
で

す
。
た
と
え
ば
平
将
門
も
か
つ
て
は
「
反
逆
者
」

で
す
が
神
社
に
祀
ら
れ
、
む
し
ろ
尊
敬
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
中
華
人
に
は
こ
の
手
の
発
想

が
あ
り
ま
せ
ん
。
死
ん
で
何
千
年
た
っ
て
も
、
数

千
年
前
の
本
当
に
い
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い

伝
説
的
な
こ
の
二
人
を
、
そ
ろ
い
も
揃
っ
て
、
鼻

つ
ま
み
者
扱
い
す
る
の
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
田
差
に
よ
る
＂
究
極

の
脅
し
＂
で
す
ね
。「
諸
候
の
分
際
で
、
天
子
が

乗
る
よ
う
な
車
を
し
た
て
て
見
せ
び
ら
か
し
て
い

る
あ
な
た
は
、
こ
の
二
人
の
よ
う
な
運
命
を
辿
ろ

う
と
し
て
い
ま
せ
ん
か
？
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

支
配
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
歴
史
的
完
全
極

悪
人
の
二
人
と
同
じ
と
思
わ
れ
た
ら
致
命
的
で

す
。
ま
し
て
、
万
が
一
、
こ
こ
で
田
差
を
罰
し
た

り
し
た
ら
、
そ
れ
を
認
め
た
こ
と
に
な
り
、
他
の

臣
下
に
「
あ
い
つ
は
紂
・
桀
だ
」
と
思
わ
れ
た
ら

最
後
、
一
気
に
人
心
は
離
れ
、
失
脚
し
、
反
乱
に

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
⁝
⁝
と
い
う
こ
と
は
、
田
差

の
言
を
認
め
、
よ
く
諭
し
て
く
れ
た
、
お
ま
え
こ

そ
賢
臣
だ
、
と
ほ
め
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

賢
臣
と
言
わ
れ
る
人
達
は
、
厳
格
な
身
分
社
会

の
な
か
で
、
生
き
延
び
る
為
に
、
こ
こ
ま
で
計
算

し
て
、
予
防
線
を
は
っ
て
、
王
や
帝
に
諫
言
す
る

も
の
で
す
。
世
俗
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
ん

な
計
算
が
で
き
る
者
が
「
賢
臣
」
と
な
れ
る
の
で

す
。
逆
に
、
な
ん
の
計
算
も
な
し
で
、
純
な
正
義

感
で
「
あ
れ
は
や
り
す
ぎ
だ
、
王
は
天
子
で
は
な

い
の
に
⁝
⁝
。」
と
ポ
ロ
っ
と
本
音
を
言
っ
て
し

ま
う
と
即
、
極
刑
に
な
る
や
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

で
も
そ
の
用
意
周
到
な
諫
言
が
成
功
す
れ
ば
、

王
に
認
め
ら
れ
、
出
世
で
き
る
。
そ
の
一
か
八
か

の
勝
負
の
記
録
が
漢
文
の
柱
の
一
つ
で
す
。
そ
の

記
録
は
ま
た
、
次
の
子
孫
た
ち
の
出
世
マ
ニ
ュ
ア

ル
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

■

　

頻
出
重
要
構
文
4

4

で
す
。

に
対
し
て

と
い
う
逆
順
で
、
意
味
が
違
う
熟
語
が
あ
る

の
は
知
っ
て
い
ま
す
ね
。
訓
読
で
は
、
こ
れ
を
、

「
こ
こ
を
も
っ
て
」
と
「
こ
れ
を
も
っ
て
」
と
読

み
分
け
ま
す
。
そ
れ
が
昔
か
ら
受
験
生
の
混
乱
の

元
で
あ
り
、
実
に
困
っ
た
も
の
で
す
。
古
和
人

は
、
両
者
の
文
法
的
違
い
が
明
確
に
判
ら
な
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
、
し
か
し
そ
こ
に
あ
る
ニ
ュ
ア
ン

ン
ス
の
違
い
を
「
こ
れ
」
と
「
こ
こ
」
に
込
め
た

の
で
す
。

　

し
か
し
、

に
は
「
こ
こ
」
な
ど
と
い
う
場
所

を
示
す
訳
語
を
あ
て
る
の
は
明
ら
か
な
マ
チ
ガ
イ

だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？
こ
れ
は
私
自
身
が
高
校
生

の
時
分
か
ら
の
疑
問
で
あ
り
大
い
な
る
不
満
で
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
違
い
を
満
足
に
説
明
し
て
く

れ
る
解
説
書
に
は
つ
い
ぞ
出
会
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

文
法
的
に
は

（
シ
）
は
、be

動
詞
で
あ
り
、

あ
る
い
は
代
名
詞
「
こ
れ
（this

）」
で
す
。
現

和
語
に
訳
す
な
ら
、
代
名
詞
と
し
て
、
と
も
に

「
こ
れ
」
と
訳
す
の
が
筋
と
い
う
も
の
で
す
。

　

の
方
は
、
前
置
詞
句
で
す
。w

ith�this,�

by�this

な
ど
に
相
当
し
ま
す
。
そ
の
意
味
で

「
こ
れ
を
も
っ
て
」
と
い
う
訓
読
は
ま
っ
た
く
正

し
い
訳
で
あ
り
、
文
法
・
品
詞
的
に
も
ピ
タ
リ
と

重
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
古
和
人
の
お
手
柄
と
言
え

ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て

は
、
第
２
文
型
構
文
で

す
。
英
語
の
慣
用
構
文
でThis�is�w

hy�S+V�

「
こ

う
い
う
わ
け
で
Ｓ
Ｖ
だ
」
に
相
当
す
る
漢
熟
構
文

4

4

4

4

の
一
つ
で
す
。
前
文
を
受
け
て
、
因
果
関
係
を
述

べ
る
と
き
の
決
め
文
句
で
す
。「
だ
か
ら
こ
そ
、

あ
の
（
異
常
と
思
わ
れ
た
）
言
動
と
な
っ
た
わ
け

で
す
」
と
種
を
明
か
す
と
き
に
使
い
ま
す
。

は
、

＝
理
由
・
ゆ
え
ん
の
略
で
あ
り
英
語
で

もThis�is�the�reason�w
hy�....

がThis�is�w
hy

と
簡
略
化
さ
れ
る
よ
う
に
、

 

Ｓ 

Ｃ
＝﹇ 

Ｓ 

副 

Ｖ
３
記 

﹈

　

　

　

　

こ
の
関
係
詞
所
が
省
略
さ
れ
て

と
な
っ
た

（
漢
文
で
は
三
文
字
は
二
文
字
化
す
る
の
が
通
例
）

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
英
語
と
異
な
り
、

関
係
詞
の
方
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

と

と
い
う
紛
ら
わ
し
い
カ
タ
チ
に
な
り

ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
文
法
的
に
検
討
す
る

と
、
前
置
詞
句
と
関
係
詞
構
文
と
い
う
比
較
に
も

な
ら
な
い
違
い
が
み
え
て
く
る
の
で
す
。

　

と
は
い
え
、
先
ほ
ど
の
べ
た
よ
う
に
、

は

決
め
文
句
で
す
か
ら
、
文
脈
上
は
紛
れ
る
こ
と
は

ま
ず
な
い
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
訓
読
の
「
こ
こ

を
も
っ
て
」
と
「
こ
れ
を
も
っ
て
」
で
も
解
釈
に

は
不
自
由
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
に
こ
の

よ
う
な
文
法
的
解
析
を
添
加
し
て
、
確
実
な
読
解

力
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

問
１ （
イ
）

　

右
の
解
説
か
ら
、
迷
う
ま
で
も
な
く
、
か
つ
、

読
解
す
る
ま
で
も
な
く
④
で
あ
る
と
わ
か
り
ま

す
。
文
法
的
な
理
解
が
す
す
む
ほ
ど
に
素
早
く
解

け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

 

Ｓ
Ｃ  

接 

Ｖ
４ 

Ｏ 

記 

Ｖ
３ 

Ｏ
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平
公
は
「
確
か
に
そ
の
通
り
だ
」
と

言
っ
て
、
お
付
き
の
者
に
「
車
を
撤
去

（
解
体
含
む
）
せ
よ
」
と
命
じ
た
の
で

あ
っ
た
。

■
　

That's�true!!　

に
相
当
す
る
第
２
文
型

で
す
。

■
　

冒
頭
文
傍
線
Ａ
の

と
基
本
的
に
同
じ
使

役
構
文
で
す
。
お
側
の
者
に
命
令
し
て
や
ら
せ
た

点
で
は
変
わ
り
な
い
で
す
か
ら
。
た
だ
こ
こ
に

が
入
っ
て
発
言
内
容
で
あ
る
目
的
語
が
直
接
話
法

と
な
っ
て
お
り
、
英
語
のtell�

⁝that�SV,�say�

to

⁝'�SV
'

）��

の
よ
う
な
第
４
文
型
構
文
に
変
換
さ

れ
て
い
ま
す
。

は
節
を
ま
と
め
る
働
き
を
し
て

い
ま
す
か
ら
、
本
稿
の
漢
文
法
で
は
こ
れ
を
「
記

号
詞
」
と
い
う
品
詞
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
今

の
話
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

は
な
く
て
も
可
で

あ
り
、
除
け
ば
お
な
じ
み
の
第
５
文
型
・
使
役
構

文
に
な
り
ま
す
。

 

Ｓ 

Ｖ
５ 

Ｏ 

Ｖ
３  

Ｏ

　
し
か
し
や
は
り
、
過
ち
を
悟
っ
た
王
の
コ
ト
バ
で

す
か
ら
、
印
象
的
に
直
接
話
法
の
命
令
文
で
〆
た

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

問
６

　

最
後
は
、
全
体
の
主
旨
読
解
問
題
で
す
か
ら
基

本
的
に
は
現
代
文
の
扱
い
と
同
様
で
す
。
す
な
わ

ち
部
分
的
な
誤
り
（
誤
訳
）
を
み
つ
け
て
消
去
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
明
ら
か

な
誤
り
を
含
ま
ず
、
も
っ
と
も
不
適
切
な
部
分
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

少
な
い
も
の

4

4

4

4

4

が
「
正
解
」
と
な
り
ま
す
。

　

す
べ
て
、
独
立
し
た
比
較
可
能
な
三
つ
の
文
章
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
田
差
の
発
言
は
、
儒
教
的

な
超
常
識
を
持
ち
出
し
て
き
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

古
中
華
人
な
ら
ば
誰
で
も
が
認
め
る
こ
と
で
あ

り
、
誰
も
反
論
で
き
な
い
内
容
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
ど
ん
な
身
分
の
高
い
相
手
に
対
し

て
も
、
こ
の
手

4

4

4

を
つ
か
え
ば
、
堂
々
と
意
見
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
儒
教
で
大
切
に
さ
れ
る
徳

目
は
「
孝
」
で
あ
り
、
親
兄
弟
を
大
切
に
す
る
こ

と
で
す
。
そ
れ
は
祖
先
崇
拝
へ
と
つ
な
が
り
、
古

聖
人
へ
の
畏
敬
と
な
り
ま
す
。
そ
の
思
想
的
呪
縛

の
も
と
で
は
、
古
聖
人
た
ち
の
思
想
は
ゼ
ッ
タ
イ

に
否
定
で
き
な
い
の
で
す
。
ど
ん
な
身
分
が
高
い

人
で
あ
っ
て
も
、
昔
々
の
偉
人
・
聖
人
（
孔
子
・

孟
子
）
に
は
絶
対
頭
が
上
が
ら
な
い
、
そ
の
人
た

ち
の
言
っ
た
事
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
さ
か
ら
え
な

い
、
そ
れ
が
漢
文
の
精
神
世
界
で
す
。
そ
こ
で
臣

下
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
ま
ず
先
に
述
べ

て
、
相
手
に
認
め
さ
せ
る
の
が
最
大
の
自
己
防
御

で
す
。

　

次
に
、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
重
ね
て
、
現
実
に
起

き
て
い
る
失
政
・
失
言
・
誤
っ
た
事
実
・
矯
す
べ

き
行
為
を
述
べ
る
と
、
そ
れ
ら
が
聖
人
の
言
葉
と

矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

　

ど
ん
な
身
分
の
高
い
者
で
も
、
そ
れ
を
う
っ
か

り
否
定
し
よ
う
も
の
な
ら
、
自
動
的
に
古
聖
人
を

4

4

4

4

4

4

4

4

否
定
す
る
こ
と
に
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
す
か
ら
、
古
中
華
人

と
し
て
は
あ
ま
り
に
恐
れ
多
く
て
で
き
な
い
も
の

な
の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
、「
最
低
の

人
格
者
」
で
あ
り
、「
人
に
非
ず
」
と
ま
で
言
わ

れ
か
ね
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
認
め
る
し
か
な
い
。

　
「
あ
あ
、
私
は
聖
人
の
教
え
に
背
く
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
」
と
。
そ
う
や
っ
て
、
君
主
は
徳
に
目
覚

め
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
気
づ
か
せ
、
君
主
を
聖
人

の
道
へ
と
軌
道
修
正
し
て
く
れ
た
賢
者
・
賢
臣

は
、
こ
れ
ま
た
素
晴
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
出

世
の
道
が
拓
か
れ
ま
す
。
こ
れ
が
漢
文
の
典
型
的

な
記
述
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
か
ら
も
学

び
と
る
べ
き
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
和
人
は
あ
ま
り
こ
う
い
う
コ
ト
は

や
り
ま
せ
ん
ね
。
何
千
年
も
前
の
人
が
述
べ
た
こ

と
を
引
っ
張
り
だ
し
て
き
て
、
そ
れ
と
違
う
か
ら

あ
な
た
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
説
得
の
思

考
パ
タ
ー
ン
は
、
現
和
人
に
は
中
々
理
解
で
き
な

い
も
の
で
す
。

　

と
い
う
の
も
歴
史
的
に
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う

に
、
新
旧
何
で
も
取
り
入
れ
て
、
結
局
、
和
風
に

改
作
し
て
い
く
こ
と
が
好
き
で
得
意
な
の
が
和
人

の
習
性
で
す
か
ら
、
仏
教
も
儒
教
も
全
部
和
風
に

作
り
替
え
て
し
ま
っ
た
し
、
卑
近
な
例
で
い
え
ば

「
■
」
を
も
と
に
し
た
ラ
ー
メ
ン
文
化
な
ど
は
好

例
で
し
ょ
う
。

　

和
人
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
昔
は
昔
、
今

は
今
と
捉
え
る
も
の
で
す
。

　

確
か
に
か
つ
て
は
朱
子
学
に
か
ぶ
れ
、
士
農
工

商
か
ら
は
じ
ま
り
尊
皇
思
想
へ
と
回
帰
し
た
江
戸

時
代
は
と
も
か
く
と
し
て
、
昭
和
か
ら
平
成
に
生

き
る
現
和
人
は
、
た
と
え
ば
「
聖
徳
太
子
様
が
こ

う
い
っ
て
い
る
が
、
あ
な
た
の
や
り
方
は
そ
れ
に

反
す
る
」
な
ん
て
注
意
の
仕
方
は
し
ま
せ
ん
ね
。

昔
は
よ
か
っ
た
、
昔
の
こ
と
は
参
考
に
す
る
が
、

で
も
今
は
今
で
し
ょ
う
、
と
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ

も
っ
と
歴
史
に
学
べ
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
程

で
す
。

　

ま
あ
、
こ
ん
な
風
に
セ
ン
タ
ー
試
験
の
漢
文
の

学
び
を
通
し
て
で
あ
っ
て
も
、
中
国
人
の
思
考
パ

タ
ー
ン
を
知
り
、
国
際
協
調
・
異
文
化
理
解
へ
と

つ
な
げ
て
い
く
こ
と
が
可
能
だ
し
、
同
時
に
和
人

と
し
て
の
己
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
よ
う

で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
中
華
人
に
と
っ
て
、
６
０
年
前
の

昔
の
こ
と
は
誤
差
範
囲
で
あ
り
、
水
に
流
す
べ
き

過
去
で
は
な
く
、
現
在
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の

だ
、
と
発
想
す
る
の
だ
⁝
⁝
と
理
解
し
て
あ
げ
る

こ
と
も
可
能
に
な
る
で
し
ょ
う
。

 

Ｓ 

副
句 

Ｖ
１ 

Ｓ 

副
句 

Ｖ
１ 

 

Ｓ 

Ｃ 

＝﹇ 

Ｓ 

副 

Ｖ
３
記
﹈

　

　

  

　

■

⁝「
ヒ
ト
に
・
モ
ノ
ゴ
ト
を
・
説
く
」
の
で
あ

る
か
ら
、
第
４
文
型
動
詞
で
す
。tell

やteach

と

同
様
で
す
。
英
語
的
語
順
に
直
す
と
、
第
一
文
は
、

 

Ｓ 
Ｖ
４ 

Ｏ
ニ 

Ｏ
ヲ

　　
　
　
　
「
天
子
に
は
天
下
国
家
を
説
く
」

と
な
り
ま
す
。
こ
の

は
目
的
語
を
明
示
す
る
前

置
詞
の
用
法
で
す
か
ら
、「
～
を
」
と
訳
し
て
お

け
ば
十
分
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
は
自
己
の
正
当

性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
面
な
の
で
、
語
順
変
更
と

対
句
の
ダ
ブ
ル
の
強
調
が
か
か
り
ま
す
。

漢
文
読
解
法
則
Ⅴ　
︽
強き
あ
い調
の
美
学
︾

　

 　

極
ま
っ
た
状
況
で
は
、
形
式
主
語
構
文
や
基

本
語
順
変
更
が
あ
る

　

そ
こ
で
、
関
係
詞

を
用
い
て
、「
天
子
に
説

く
者
は
⁝
」
と
名
詞
節
化
し
、「
⁝
天
下
を
説
く
」

と
結
ぶ
わ
け
で
す
。
元
の
第
４
文
型
が
見
抜
け
て

い
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
第
３
文
型
へ
の
変
形
構
文
と

わ
か
り
、
そ
れ
が
「
強
調
」
で
あ
る
と
分
か
る
の

で
す
。
た
だ
し
、

は
繰
り
返
し
に
な
る
の
で
省

略
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
訳
出
す
る
に
は
補
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
動
詞
を
補
う
と
、

 

Ｓ 
 

Ｖ
３ 

Ｏ

　

　

こ
の
よ
う
な
文
法
的
把
握
で
き
な
い
な
が
ら
も

通
釈
は
で
き
た
古
和
人
は
し
か
た
な
く
、

に

「
も
っ
て
ス4

」
と
動
詞
を
忍
び
込
ま
せ
て
解
釈
し

ま
し
た
。
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、

は
前
置
詞
で

あ
り
、
目
的
語
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
だ
け
の

役
割
で
す
か
ら
、
正
確
な
文
法
的
把
握
が
で
き
れ

ば
、
そ
こ
に
動
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え

て
き
ま
す
。

問
５　

し
た
が
っ
て
Ｄ

は
要
す
る

に
、

の
第
３
文
型
で
あ
り
、
元

に
戻
す
と
Ｓ

 
 

の
第
４
文
型
と
な
り

ま
す
か
ら
、
動
詞
を
補
う
点
の
み
を
チ
ェ
ッ
ク
す

れ
ば
、
①
が
正
解
と
わ
か
り
ま
す
。
後
半
は
そ
の

趣
旨
で
す
か
ら
、
全
体
の
読
解
に
か
か
わ
り
ま

す
。
以
下
で
検
算
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

■
６
連
の
対
句　

こ
こ
で
６
つ
連
続
で
対
句
を
仕

掛
け
る
し
つ
こ
さ
の
ワ
ケ
が
分
か
り
ま
す
か
？

漢
文
読
解
法
則
Ⅲ　
︽
均バ
ラ
ン
ス整
の
美
学
︾

　

 　

書
き
言
葉
ゆ
え
に
見
栄
え
と
し
て
の
バ
ラ
ン

ス
に
常
に
気
を
配
る

　
　

①
対
句
構
造
を
至
る
処
で
使
う

　

ま
ず
も
っ
て
、「
偶
数
」
で
ま
と
め
る
の
は
、

二
元
論
の
古
中
華
人
の
習
性
で
す
が
、
こ
れ
で
天

子
か
ら
婦
人
ま
で
す
べ
て
の
身
分
を
尽
く
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。「
ま
だ
他
に
も
身
分
は

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
う
人
は
、
ち
ょ
っ
と

応
用
力
に
欠
け
て
い
ま
す
。
一
行
二
句
と
す
る

と
、
こ
れ
が
三
行
あ
り
ま
す
ね
。
つ
ま
り
一
、

二
、
そ
し
て
す
べ
て
、
で
す
か
ら
必
要
十
分
な
の

で
す
。
ち
な
み
に
、
伝
統
的
に
は
こ
の
よ
う
な
対

句
の
連
続
体
を
「
類
句
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。
あ

ま
り
良
い
名
前
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
⁝
⁝
。

■

と
は
、
そ
の
辺
の
お
じ
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト

と
か
、
町
の
噂
と
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
貴
な

身
分
と
か
イ
ン
テ
リ
の
中
華
人
で
あ
れ
ば
、
誰
で

も
常
識
と
化
し
て
い
る
、
儒
教
的
価
値
観
、
要
す

る
に
孔
子
様
・
孟
子
の
様
以
来
の
教
え
で
す
が

⁝
⁝
と
い
う
前
振
り
な
の
で
す
。
内
容
的
に
は
、

要
す
る
に
「
身
分
ご
と
に
相
応
し
い
話
の
ネ
タ
が

あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま
さ
に
儒
教
の
真
骨
頂

で
あ
る
「
分
相
応
」
で
す
。
こ
れ
は
後
に
朱
子
学

に
結
晶
化
し
、
江
戸
時
代
の
官
学
と
し
て
身
分
制

社
会
を
支
え
る
倫
理
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
漢
文

を
読
解
す
る
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ

う
な
儒
教
的
価
値
観
か
ら
放
た
れ
る
コ
ト
バ
を
儒

教
的
（
と
き
に
は
仏
教
的
）
的
背
景
か
ら
理
解
す

る
と
い
う
こ
と
が
当
然
に
含
ま
れ
ま
す
。

　

こ
の
文
章
自
体
は
、
前
漢
時
代
の
も
の
で
す

が
、
そ
こ
か
ら
約
千
年
後
の
朱
子
学
へ
と
結
晶
す

る
要
素
が
そ
も
そ
も
あ
っ
た
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
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大
変
な
の
で
し
ょ
う
、
段
々
と
省
略
を
重
ね
て
今

日
の
姿
に
至
っ
て
い
ま
す
。

■

⁝
音
読
み
が
わ
か
り
ま
す
か
？

と
同

じ
「
カ
イ
」
で
す
。

と

は
前
置
詞
で
あ
り
、

そ
の
ま
ま
「
何
の
た
め
に
」「
何
を
も
っ
て
」
と

読
め
ば
意
味
が
通
り
ま
す
。
こ
れ
は
前
置
詞
句
で

あ
り
、
副
詞
句
で
す
。（
詳
細
は
前
掲
書
・
第
３

章　
「
疑
問
副
詞
へ
の
疑
問
と
そ
の
解
明
」
参
照
）

　

に
も
か
か
ら
ず
、
訓
読
で
は
「
な
ん
す
レ
ゾ
」

と
い
う
フ
シ
ギ
な
読
み
を
し
て
い
ま
す
。
明
ら
か

に
文
法
的
誤
訳
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
捨
て
切
れ

な
い
の
は
「
伝
統
」
の
も
つ
悪
い
面
で
す
。
こ
こ

で
の

は
前
置
詞
な
の
に
、
動
詞
と
し
て
「
ナ

す
・
ス
る
」
の
路
線
で
読
ん
で
し
ま
っ
た
も
の
で

す
。

　

漢
文
に
お
け
る
副
詞
の
位
置
の
基
本
か
ら
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
「
日
本
語

と
同
じ
」
で
あ
り
動
詞
の
前

4

4

4

4

で
す
。
こ
れ
が
原
則

で
す
が
、
位
置
の
変
更
が
可
能
で
す
。
普
通
の
位

置
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　　

変
更
可
能
位
置
は
「
文
末
」
で
す
が
、
そ
う
す

る
と
強
調
と
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
英
語
と
異

な
り
、「
疑
問
語
は
必
ず
文
頭
に
置
く
べ
し
」
と

い
う
ル
ー
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
し
か
に
、「
ど
う
し
て
完
全
無
視
な
の
か
？
」

と
す
る
よ
り
、「
完
全
無
視
す
る
た
ぁ
、
ど
う
し

て
だ
ぁ
�
」
と
し
た
方
が
、
疑
問
の
気
持
ち
は
強

く
表
れ
ま
す
よ
ね
。

　

し
か
も
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
記

号
詞

で
す
。
文
末
に
疑
問
語
を
も
っ
て
く
れ

ば
、
こ
れ
だ
け
で
文
末
を
示
す
記
号
詞
を
兼
ね
る

の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
記
号
詞
を
添
え
る
の
で
す
か
ら

「
！？
」
く
ら
い
の
記
号
は
つ
け
て
あ
げ
た
い
と
こ

ろ
で
す
。
こ
の
訓
読
で
は
「
や
」
と
い
う
和
古
文

の
疑
問
助
詞
を
あ
て
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
文
法

的
に
は
間
違
い
で
す
。

そ
の
も
の
に
疑
問
の
意

味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
疑
問
の
意
は
、
疑
問
語
が

担
っ
て
い
ま
す
。
和
古
文
で
は
た
ま
た
ま
文
末
に

疑
問
助
詞
を
も
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
形
式
的
に

対
応
さ
せ
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
、
少
し
ば
か
り
小
言
を
言
い
添
え
て
お

く
と
、
訓
読
で
は
、「
⁝
し
な
い
の
は
、
な
ん
す

レ
ゾ
や
」
と
、
前
半
が
節
主
語
の
よ
う
に
古
和
訳

さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
意
味
が
通
じ
れ
ば
よ
い
」

と
い
う
い
わ
ば
＂
結
果
主
義
＂
の
訓
読
法
と
、
漢

文
法
に
よ
る
文
法
解
析
と
の
根
本
的
な
立
場
の
違

い
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
⁝
⁝
そ
れ
に
し
て
も
、

「
な
ん
す
レ
ゾ
や
」
と
は
、
ホ
ン
ト
に
し
ま
り
の

な
い
訳
語
に
思
え
ま
す
が
⁝
⁝
。

問
１ （
ア
）

　

右
の
解
説
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、For�w

hat�

＝�W
hy?�

と
い
う
こ
と
な
の
で
①
で
す
。
選
択

肢
を
み
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
文
法
的
に
解
析

し
た
結
果
と
し
て
の
自
分
の
訳
語
が
こ
の
中
に
あ

4

4

4

4

4

る
か
4

4

を
探
す
の
で
す
。
ま
し
て
、
訓
読
の
「
な
ん

す
れ
ぞ
」
と
い
う
誤
訳
・
迷
訳
を
み
て
そ
の
意
味

を
考
え
る
な
ど
は
笑
止
で
あ
り
、
常
に
漢
文
法
の

視
点
か
ら

を
捉
え
る
べ
き
で
す
。
こ
れ
も
10

秒
以
内
で
速
攻
マ
ー
ク
し
て
終
わ
り
で
す
。
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現
和
訳�　

田
差
は
答
え
た
。「
私
は
次
の
よ
う

な
先
哲
の
言
葉
が
あ
る
と
聞
い
て
お
り

ま
す
。
天
子
に
説
く
時
は
天
下
国
家
を

説
く
も
の
、
諸
候
に
は
国
を
語
れ
ば
よ

い
、
⁝
略
⁝
農
民
に
は
食
物
、
婦
女
子

に
は
織
物
の
話
を
す
る
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す

ま
す
。
英
単
語
で
は
、glance�

やlook�at�

な
ど

「
見
る
」
■
の
訳
語
を
当
て
ら
れ
ま
す
が
、no-

tice
「
気
付
く
」
⑤
は
明
ら
か
に
違
い
ま
す
ね
。

ま
し
て
、
③
は
問
題
外
で
す
。「
一
顧
だ
に
せ
ず
」

と
い
う
言
い
方
も
、
こ
の
意
味
で
す
。
要
す
る
に

「
ま
っ
た
く
見
向
き
も
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
す
る
と
①
②
④
が
残
り
ま
す
。

　

次
に
否
定
副
詞

と
頻
度
の
副
詞��  

＝once

の
コ
ン
ビ
で
す
。「
副
詞
と
は
何
か
」
を
端
的
に

言
え
ば
「
名
詞
以
外
を
修
飾
す
る
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
こ
で
は
、
副
詞

が
副
詞��  
に
か
か
っ

て
い
ま
す
。
上
に
あ
る
方
が
下
の
意
味
を
ア
シ
ス

ト
し
ま
す
。
よ
っ
て
「
一
度
も
⁝
し
な
い
」
＝

never,not�at�all

と
い
う
意
味
の
全
否
定
に
な
る

わ
け
で
す
。
逆
に��

な
ら
、「
⁝
し
な
い
の
が

一
度
は
あ
っ
た
」
と
い
う
部
分
否
定
と
な
り
ま

す
。
こ
の
辺
り
は
英
文
法
と
は
異
な
り
、
わ
ず
か

な
順
序
だ
け
で
意
味
が
変
わ
り
ま
す
か
ら
漢
文
法

の
特
殊
性
と
し
て
シ
ッ
カ
リ
と
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ

で
す
。

　

こ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
全
否
定
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
③
④
⑤
で
す
ね
。
す
る
と
併
せ
技
で
、

答
え
は
④
と
な
り
ま
す
。

問
４

　

さ
て
、
早
速
登
場
し
ま
し
た
ね
。
漢
文
に
お
決

ま
り
の
、
臣
下
で
あ
る

の
「
異
常
言
動
」
で

す
。
前
問
の
『
随
兕
』
で
は
、
王
様
の
狩
猟
の
獲

物
を
横
取
り
す
る
と
い
う
＂
暴
挙
＂
が
、
実
は
王

の
命
を
救
う
た
め
に
自
分
の
命
を
犠
牲
に
す
る
と

い
う
美
談
で
あ
る
こ
と
が
、
弟
の
ア
ピ
ー
ル
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
度
は
、
君
主
の
得
意
満
面
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

企
画
を
完
全
無
視
と
い
う
無
礼
で
す
。
下
手
を
す

る
と
そ
れ
だ
け
で
も
極
刑
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

前
回
ま
で
の
学
び
と
重
ね
て
、
読
み
解
く
べ
き
文

章
展
開
パ
タ
ー
ン
は
、

　

愚
か
な
王
の
振
る
舞
い
↓
賢
臣
の
諫
言
︹
目
上

の
人
に
向
か
っ
て
欠
点
や
過
失
な
ど
を
い
さ
め
る

こ
と
。︺
↓
王
が
過
ち
を
悟
り
改
め
る
↓
賢
臣
が

出
世
す
る
↓
と
も
に
人
徳
の
あ
る
人
物
と
し
て
評

価
さ
れ
る　

と
い
う
漢
文
の
世
界
で
確
立
さ
れ
た

典
型
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
見
抜
く
こ
と
が
肝
要
で

す
。
身
分
的
に
は

4

4

4

4

4

平
公�>�

田
差
で
す
が
、
最
初

は
儒
教
的
・
人
徳
ラ
ン
ク
は
逆
で
す
。
し
か
し
、

君
主
が
諫
言
を
受
け
て
過
ち
を
悟
り
、
人
徳
ラ
ン

ク
ア
ッ
プ
を
果
た
し
、
臣
下
は
賢
臣
と
な
り
め
で

た
し
め
で
た
し
で
す
。
す
な
わ
ち
身
分
制
社
会
の

栄
身
出
世
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
記
録
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
漢
文
の
一
般
的
観
点
か
ら
選
択
肢

を
眺
め
れ
ば
、
選
択
肢
の
色
分
け
は
一
目
瞭
然
で

す
ね
。
こ
の
時
点
で
は
、
平
公
は
、
愚
臣
で
あ
る

田
差
に
対
し
て
、
完
全
に
上
か
ら
目
線
で
怒
っ
て

い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
①
「
失
望
」
ど
こ
ろ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
③
「
緊
張
感
の
な
さ
」
に
対
し

て
怒
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
礼
千
万
だ
か
ら

で
す
。
②
「
臣
下
の
感
性
と
一
致
し
な
い
」
な
ん

て
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
身
分
制
社
会
で
は
、

「
王
様
の
ご
趣
味
は
ホ
ン
ト
に
す
ば
ら
し
い
」
と

言
う
も
の
だ
か
ら
で
す
。
⑤
目
の
前
の
無
礼
に

怒
っ
て
い
る
の
で
あ
り
「
魅
力
あ
る
国
家
経
営
」

ま
で
の
視
点
が
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
④
が
正
解
。

 

Ｓ 

副 

Ｖ
１
接 

否
副 

副 

Ｖ
３ 

疑
副 

記

  

アア

現
和
訳�　
「
コ
ラ
ァ
田
差
！
お
ま
え
は
、
何
度

ワ
シ
の
車
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
も
、
完

全
無
視
し
て
お
る
が
、
い
っ
た
い
ど
う

い
う
了
見
じ
ゃ
ぁ
！？
」

■

⁝
音
で
い
う
と
、
漢
音
で
は
「
ジ
」、
そ
の

後
の
呉
音
で
は
「
ニ
」
で
す
。

と
書
か
れ
る
と

ち
ょ
っ
と
画
数
が
多
く
て
ビ
ビ
り
ま
す
が
、
現
代

中
国
語
の
略
字
で
書
け
ば
、
ニ
ー
ハ
オ
で
お
な
じ

み
二
人
称
の
「
你
」（
＝you

）
の
右
辺
で
す
。

さ
す
が
に
中
華
人
も
こ
ん
な
に
画
数
を
書
く
の
は
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問
２

　

古
和
人
（
い
に
し
え
わ
じ
ん
）
の
作
っ
た
返
り

点
や
送
り
が
な
が
ど
う
付
こ
う
と
、
直
読
直
解
に

際
し
て
は
関
係
な
い
の
で
す
が
、
意
味
か
ら
は
、

選
択
肢
が
③
と
⑥
ま
で
し
か
絞
れ
ま
せ
ん
。
可
能

を
表
す

の
意
味
が
あ
る
の
は
こ
の
２
つ
だ
け
。

実
に
困
っ
た
モ
ノ
で
す
。
し
か
し
要
す
る
に
、

「
日
本
語
に
置
き
換
え
る
と
き
ど
う
い
う
順
序
で

訳
す
か
」
と
い
う
こ
と
だ
と
捉
え
れ
ば
、
英
語
の

第
５
文
型
の
訳
し
方
と
同
様
に
、
次
の
順
番
が
わ

か
れ
ば
よ
い
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。

 

₁ 

₅ 

₂ 

₄  

₃　
　

。

　

Ｓ 
 

 
 

　

あ
と
は
、
こ
の
順
番
で
返
り
点
が
つ
い
て
い
る

も
の
を
選
べ
ば
よ
い
で
す
ね
。
こ
れ
が
漢
文
法
力

的
実
力
が
あ
る
者
の
答
え
方
で
す
。

は
す
で
に

学
ん
だ
よ
う
に
＂
記
号
詞
＂
で
す
。
こ
の
一
連
の

状
況
を
述
べ
た
連
文
の
区
切
り
と
し
て
、
次
に
場

面
が
転
換
す
る
マ
ー
ク
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、

さ
ら
に
文
法
的
に
は
、

の
目
的
節
の
範
囲
を
指

定
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
右
の

順
に
な
っ
て
い
る
の
は
③
、
④
で
す
か
ら
、
合
わ
4

4

せ
技
で

4

4

4

③
が
正
解
と
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
文
法
的
に
い
え
ば
、
⑤
、
⑥
の
返

り
点
は
は
文
法
的
に
は
マ
チ
ガ
イ
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
こ
の
設
問
に
は
、「
書
き
下
し
文
」　

が
指
定
し
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
相
当
す
る
訓
読

の
③
が
正
解
に
な
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。「
書
き
下

し
文
」
を
無
視
し
、
⑤
、
⑥
の
よ
う
に
捉
え
た
と

し
て
も
読
解
は
可
能
で
す
。
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Ｖ
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接 
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副 

副 

Ｖ
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Ｏ
）
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Ｓ 

Ｖ
３ 

Ｏ 

副 

Ｖ
１ 

Ｖ
３ 

Ｏ
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現
和
訳�　

と
こ
ろ
が
、
田
差
は
何
度
車
の
前
を

通
り
過
ぎ
て
も
、
完
全
無
視
で
あ
っ

た
。
平
公
は
と
う
と
う
ア
タ
マ
に
来

て
、
田
差
を
つ
か
ま
え
問
い
た
だ
し
た
。

■

　

主
役
登
場
で
す
。
主
語
が
交
替
し
た
と

き
は
明
示
す
る
の
が
原
則
で
す
ね
。
そ
し
て
、
後

半
に

と
い
う
主
語
が
登
場
す
る
ま
で
は
、
主

語
は

で
す
。
こ
れ
が
漢
文
の
主
語
に
つ
い
て

の
基
本
原
則
で
し
た
ね
。

■

　

passed�three�tim
es

と
英
訳
し
て
は

間
違
い
で
す
。

イ
コ
ー
ルm

any�tim
es

で

す
。
陰
陽
二
元
論
的
＝
二
進
法
思
考
の
中
華
人
に

と
っ
て
、
三
回
以
上
は
、「
何
度
も
何
度
も
」
と

い
う
意
味
に
な
り
、
一
桁
繰
り
上
が
る
感
覚
で
あ

る
こ
と
を
知
る
の
が
異
文
化
理
解
と
い
う
も
の
で

す
。「
三
度
目
の
正
直
」「
仏
の
顔
も
三
度
ま
で
」

と
い
う
言
い
回
し
も
、
単
に
３
回
目
を
意
味
し
て

い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

  

は
全
否
定
で
す
ね
。
こ
れ
は
「
一
顧
だ
に

せ
ず
」
と
い
う
和
語
と
し
て
摂
取
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
和
訳
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
文
化
の
溝
を
も
埋
め
て
の
意
訳

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
し
な
い
と
、

「
直
訳
と
い
う
名
の
誤
訳
」
と
な
る
も
の
で
す
。

■

⁝
和
古
文
で
は
「
色
を
な
す
」
と
言
い
ま

す
ね
。
頭
に
き
て
顔
色
4

4

が
変
わ
る
こ
と
で
す
。

は
、

と
同
様
に
、
文
型
多
義
動
詞
で
す
。「
作

為
」
と
い
う
語
は
、
同
義
語
重
ね
パ
タ
ー
ン
で

す
。
こ
こ
の
訓
読
が
「
な
す
」
と
読
ん
で
い
る
の

は
そ
の
た
め
で
す
。「
作
る
」
と
い
う
意
味
は
、

そ
の
中
の
１
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
現
代
和

語
で
は
「
作
る
＝m

ake

」
ど
ま
り
で
あ
り
、
漢

語
摂
取
か
ら
時
代
が
下
っ
て
用
法
が
大
き
く
縮
小

し
た
動
詞
の
１
つ
と
言
え
ま
す
。

問
３

　

の
動
詞
と
し
て
の
意
味
が
わ
か
る
か
、
と
い

う
ポ
イ
ン
ト
と
、
全
否
定
と
部
分
否
定
の
区
別
、

と
い
う
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
答
え
が
で
ま
す
。

（＂
ツ
ー
ポ
イ
ン
ト
正
解
法
＂
と
呼
ぶ
）
セ
ン
タ
ー

試
験
の
典
型
的
な
選
択
肢
の
作
り
で
す
。

　

は
「
か
え
り
み
る
」
と
訓
読
み
す
る
こ
と
は

大
学
受
験
生
と
し
て
知
っ
て
い
る
べ
き
だ
と
思
い

︻
文
法
解
析
と
設
問
解
説
︼
２
０
０
０
年
出
題
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Ｓ
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Ａ現

和
訳�　

車
が
完
成
し
た
。
平
公
は
「
こ
れ
は

金
貨
千
枚
に
値
す
る
！
」
と
評
し
、
宮

殿
の
下
に
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
し
、
そ
の
他

多
く
の
臣
下
た
ち
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。

■

＝
「
評
価
す
る
」
⁝
ふ
つ
う
に
「
題
す
」
と

い
え
ば
、
詩
や
文
章
な
ど
に
タ
イ
ト
ル
つ
け
る
こ

と
で
す
が
、
こ
れ
が
物
品
な
ら
ば
、
そ
の
値
札
を

つ
け
る
、
つ
ま
り
「
評
価
す
る
」
と
い
う
意
味
に

な
り
ま
す
。

は
単
純
な
第
１
文
型
で
す
が
、

続
く

は
「
何
を
・
ど
の
よ
う
に
・
評
価

す
る
か
」
と
い
う
構
文
と
な
る
は
ず
で
す
。
こ
れ

は
典
型
的
な
Ｓ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
の
第
５
文
型
と
な
る
こ
と

を
読
み
抜
く
文
法
力
が
必
要
で
す
。

　

の
主
語
は
君
主
で
あ
る

で
す
が
、
主
人

公
か
つ
君
主
で
あ
る
ゆ
え
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
臣
下
に
命
令
で
き
る
の
は
君
主
一

人
し
か
い
ま
せ
ん
か
ら
表
現
す
る
必
要
が
な
い
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
主
語
の
省
略
の
や
り
方
は
、

形
式
を
重
視
す
る
英
語
で
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

と
に
か
く
主
語
を
立
て
な
い
と
始
ま
ら
な
の
が
英

語
で
す
（
そ
れ
で
も
、
目
の
前
の
相
手
に
い
う
と

き
の
命
令
文
は
さ
す
が
に
主
語you

を
省
略
し
ま

す
が
⁝
⁝
）。
判
り
切
っ
た
主
語
は
省
略
可
と
い

う
点
は
、
む
し
ろ
日
本
語
っ
ぽ
い
感
じ
さ
え
し
ま

す
ね
。

漢
文
読
解
法
則
Ⅰ　
︽
省シ
ン
プ
ル略
の
美
学
︾

　

省
略
は
可
能
な
限
り
実
行
さ
れ
る

　

①
主
語
は
前
文
と
同
じ
限
り
省
略
す
る

　

こ
れ
が
基
本
中
の
基
本
で
す
が
、
右
の
よ
う
な

省
略
も
可
能
な
限
り

4

4

4

4

4

行
な
わ
れ
る
と
い
う
法
則
性

を
捉
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

■

＝
君
主
は
、
側
近
・
重
臣
と
と
も
に
宮

殿
の
上
に
い
る
も
の
、
と
い
う
常
識
が
あ
れ
ば
、

殿
下
と
は
、
必
ず
し
も
偉
く
な
い
臣
下
達
（
群

臣
）
の
近
寄
れ
る
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
わ
ざ
わ

ざ
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
し
た
、
見
せ
び
ら
か
し
た
、
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
読
み
た
い
も
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
次
の
文
で

と
、「
可
能
」
の

助
動
詞
が
添
加
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
要
す
る

に
、
普
通
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
で
な
い
限
り
拝
め
な

い
車
が
、
展
示
シ
ョ
ー
状
態
に
あ
り
、「
下
級
臣

下
た
ち
に
も
、
こ
の
際
ド
ー
ン
と
み
せ
て
や
れ
」

と
い
う
わ
け
で
す
。

■
　

Ｖ
５

動
詞
だ
と
い
う
点
が
ポ
イ
ン
ト
で

す
。
使
役
は
動
詞
で
表
現
す
る
と
い
う
の
が
、
英

語
・
漢
語
の
文
法
的
共
通
性
で
す
。
こ
れ
に
対
し

て
、
和
語
で
は
、
使
役
は
も
っ
ぱ
ら
助
動
詞

4

4

4

で
表

現
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

主
人
公
の
平
公
は
、「
諸
侯
の
一
人
」
で
す
。

つ
ま
り
、
帝
で
は
な
い
が
、
領
地
を
も
ち
、
臣
下

を
抱
え
、
あ
わ
よ
く
ば
天
下
取
り
を
ね
ら
う
存
在

諸
王
（
中
華
帝
国
で
は
、
王
は
帝
の
臣
下
で
あ

る
）
の
一
人
で
す
。
春
秋
時
代
で
す
か
ら
戦
国
の

混
乱
期
で
す
。
奢
侈
な
車
を
設
え
る
あ
た
り
、
倭

国
（
和
国
）
で
言
え
ば
、
伊
達
者
か
傾
奇
者
（
カ

ブ
キ
モ
ノ
）
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
し

た
が
っ
て
、
君
主
で
あ
る
平
公
の
発
言
4

4

は
、
す
べ

て
が
直
接
、
臣
下
へ
の
命
令
4

4

と
な
り
ま
す
。
だ
か

ら
わ
ざ
わ
ざ
「
命
令
し
た
」「
⁝
さ
せ
た
」
な
ど

と
訳
さ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

と
い
う
の

も
訳
出
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
一
つ
で
す
。
た
と
え

ば
、
君
主
が
「
よ
し
、
●
●
し
よ
う
か
！
」
と

言
っ
た
場
合
で
も
結
果
的
に
は
命
令
と
同
じ
で

す
。「
こ
の
車
は
、
臣
下
の
全
員
に
み
て
ほ
し
い

も
の
だ
の
ぅ
」
と
希
望
を
語
っ
て
も
、
準
備
す
る

の
は
回
り
の
者
で
す
か
ら
、
実
質
的
に
命
令

4

4

4

4

4

4

と
な

り
ま
す
。
そ
れ
が
漢
文
の
書
か
れ
た
身
分
制
社
会

の
文
法
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
て
読
み

取
っ
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
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出
題
例
2　
「
奢
車
」　　

区
別
の
た
め
に
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
あ
る
。

本
講
義
の
基
本
ス
タ
ン
ス

　

こ
こ
ま
で
の
連
載
に
付
き
合
っ
て
き
て
く
れ
て

い
る
受
験
生
諸
君
に
は
、
本
講
義
の
背
景
に
あ
る

「
漢
文
法
」
の
も
つ
独
創
性
と
革
新
性
と
が
段
々

に
判
っ
て
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
次
な
る
漢

文
法
解
析
・
読
解
演
習
に
入
る
ま
え
に
、
今
一
度

そ
の
要
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

以
下
は
、『
思
考
訓
練
の
場
と
し
て
の
漢
文
解

析
』（
仮
題
・
育
文
社
近
刊
予
定
）
の
冒
頭
部
分

か
ら
の
引
用
で
す
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
四
大
特
徴

一�

、
古
文
の
知
識
を
要
求
す
る
従
来
の
送
り
が

な
・
返
り
点
に
よ
る
訓
読
法
を
い
っ
た
ん
棚
上

げ
し
、
英
語
の
読
解
で
や
っ
て
い
る
よ
う
に
、

現
代
日
本
語
に
よ
る
文
法
的
直
読
・
直
解
が
で

き
る
よ
う
に
訓
練
す
る
。

一�

、
漢
文
は
外
国
語
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、

中
学
か
ら
高
一
程
度
の
英
文
法
を
も
と
に
し
て

説
明
す
る
の
で
、
基
礎
か
ら
応
用
ま
で
の
漢
文

法
が
ム
リ
な
く
習
得
で
き
る
。

一�

、
最
小
限
の
例
文
の
学
習
を
通
し
て
、
最
大
限

の
漢
文
読
解
の
法
則
を
導
き
出
す
こ
と
に
よ

り
、
最
小
限
の
集
中
学
習
の
量
で
、
あ
ら
ゆ
る

漢
文
に
適
用
で
き
る
読
解
法
則
を
修
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一�
、
従
来
の
理
屈
抜
き
の
「
句
法
・
句
形
」
に
対

し
て
は
、
明
晰
な
品
詞
的
・
文
法
的
解
明
に
よ

り
、「
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
」
式
で
は
な
く
、

「
習
っ
て
か
ら
慣
れ
よ
」
式
の
最
も
効
率
よ
い

勉
強
の
進
め
方
が
で
き
る
。

　

要
点
の
再
確
認
に
は
、
こ
れ
で
十
分
で
し
ょ

う
。
た
だ
し
、
誤
解
な
き
よ
う
に
一
点
だ
け
注
意

し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
こ
こ
で
「
英
文
法
」
と

い
う
中
身
で
す
。
そ
れ
は
学
校
で
通
常
教
え
ら
れ

て
い
る
従
来
の
英
文
法
そ
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
で

は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
前
掲
書
が
公
開
さ
れ
れ

ば
明
白
に
な
り
ま
す
が
、
従
来
の
英
文
法
の
在
り

方
を
も
諸
言
語
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
言
語
一
般

か
ら
体
系
的
に
捉
え
返
し
た
う
え
で
の
新
し
い

「
英
文
法
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ

こ
で
そ
の
英
文
法
を
説
く
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
そ
の
骨
子
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
欧
語
の
中
で

の
英
語
の
特
殊
性
─
端
的
に
は
、「
簡
略
化
」
と

「
例
外
の
多
さ
」
で
す
─
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
文
法

と
し
て
の
一
般
性
を
捉
え
る
こ
と
な
し
に
は
、
漢

文
法
と
の
比
較
も
単
に
形
式
的
に
し
か
な
し
え
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

確
か
に
漢
文
法
は
英
文
法
と
似
通
っ
て
い
る
点

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｓ
Ｖ
で
始
ま
る
語
順
な

ど
は
そ
の
最
も
判
り
や
す
い
点
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
把
握
が
単
な
る
形
式
上
の
表
面
的
な
も
の
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
と
、
残
り
の
「
英
語
と
違
う
部

分
」（
こ
れ
に
は
、
日
本
語
に
通
じ
る
部
分
と
、
漢

文
法
に
固
有
の
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
）
に
筋
を

通
せ
な
く
て
、
結
局
は
、
英
文
法
の
知
識
を
活
か

し
た
学
び
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
も
英
語
の
文
法
に
準
じ
て
漢
文
法
を

説
こ
う
と
し
た
試
み
が
あ
り
ま
し
た
が
、
学
習
法

と
し
て
中
途
半
端
に
終
わ
っ
た
根
因
が
こ
こ
に
あ

り
ま
す
。

　

今
回
は
、
前
二
回
の
連
載
で
例
示
し
た
『
随

兕
』
の
文
法
解
析
を
ふ
ま
え
て
、
新
た
な
視
点
で

の
学
び
を
累
加
す
る
形
で
学
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

理
系
の
た
め
の
漢
文
法
精
読
講
義

第
５
回  

セ
ン
タ
ー
試
験
漢
文
を
／
に
学
ぶ

Ｇ
Ｈ
Ｓ
専
任
講
師　

市
川 

久
善　
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