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一　

次
の【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】は
、
い
ず
れ
も
二
〇
二
〇
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
書
籍『
コ
ロ
ナ
後
の
世
界
』に
収
め
ら
れ
た
文
章
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
よ
く
読
ん

で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
原
文
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）（
50
点
）

【
文
章
Ⅰ
】

こ
れ
ま
で
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
自
然
物
の「
不
可
知
性
」と
、
新＊

型
Ａ
Ｉ
な
ど
の
人
工
物
の「
不
可
知
性
」を
、
別
々
の
文
脈
で
確
認
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、

「
人
間
社
会
の
近
代
化
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

人
類
全
体
に
脅
威
を
与
え
う
る
よ
う
に
な
っ
た
、
人
類
に
と
っ
て
不
可
知
で
あ
り
う
る
存
在
」と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
共
通
点
を
概

念
化
し
た
も
の
が
、
本
稿
の
冒
頭
で
登
場
し
た〈
不
可
知
性
〉で
あ
る
。
で
は〈
不
可
知
性
〉と
は
、
よ
り
詳
細
に
は
ど
の
よ
う
に
定
義
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
ま
ず
は
、〈
不
可
知
性
〉に
最
も
近
い
概
念
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
が『
リ
ス
ク
社
会
』で
定
義
し
た「
リ
ス
ク
」と
い
う
概
念
を
紹
介
し
、 

そ
の「
リ
ス
ク
」と
の
比
較
に
よ
っ
て〈
不
可
知
性
〉の
定
義
を
よ
り
明
確
化
し
て
み
た
い
。

ベ
ッ
ク
の「
リ
ス
ク
」概
念
は
、「
近
代
化（
科
学
技
術
発
展
）以
前
か
ら
存
在
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
近
代
化
の
結
果
と
し
て
、
空
間
的
・
時
間
的
に
無
境
界
・
無
限
定
に
広
ま

る
可
能
性
を
得
て
、
そ
の
広
ま
り
に
よ
っ
て
人
類
全
体
に
脅
威
を
与
え
う
る
、
五
感
で
は
直
接
知
覚
で
き
な
い
も
の
」と
し
て
定
義
で
き
る
。
そ＊

し
て
そ
の
典
型
例
と
し
て
、
ベ
ッ
ク

は「
放
射
性
物
質（
の
も
つ
放
射
能
）」な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の「
リ
ス
ク
」の
定
義
は
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
や
新
型
Ａ
Ｉ
を
典
型
例
と
す
る〈
不
可
知
性
〉に
も
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
、〈
不
可
知
性
〉の
脅
威
を
説
明
す
る
に
は
、

こ
の
定
義
だ
け
で
は
不
十
分
だ
。

「
リ
ス
ク
」の
典
型
例
で
あ
る
放
射
性
物
質
は
、
た
し
か
に
人
間
の
五
感
で
は
直
接
に
知
覚
で
き
な
い
。
し
か
し
、
放
射
線
測
定
器
を
用
い
れ
ば
、
容
易
に
検
出
で
き
、
存
在
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
放
射
性
物
質
の
性
質（
放
射
能
）は
、
生
物
や
ウ
イ
ル
ス
の
よ
う
に
突
然
変
異
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
解
明
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、〈
不
可
知
性
〉の
典
型
例
で
あ
る
新
型
ウ
イ
ル
ス
は
、
潜
伏
期
が
長
く
無
症
状
率
が
高
い
た
め
五
感
で
は
必
ず
し
も
知
覚
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
医
学
的
な
検

査
に
よ
っ
て
も
１
０
０
％
正
確
に
は
そ
の
存
在
を
検
出
で
き
な
い
。
ま
た
、
突
然
変
異
に
よ
っ
て
遺
伝
情
報
が
大
き
く
変
異
し
た
場
合
に
は
、
不
可
知
な
る
新
た
な
性
質
を
得
る
と

と
も
に
、
検
査
の
検
出
力
も
落
ち
て
し
ま
う
。

ま
た
、〈
不
可
知
性
〉の
も
う
一
つ
の
典
型
例
で
あ
る
新
型
Ａ
Ｉ
も
、
そ
れ
が
学
習
し
た
特
徴
量（
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
機
能
）は
、
そ
も
そ
も
設
計
者
に
と
っ
て
す
ら
理
解
す
る

こ
と
が
実
質
的
に
不
可
能
だ
し
、
新
た
な
デ
ー
タ
の
学
習
を
し
て
し
ま
え
ば
、
さ
ら
に
不
可
知
な
る
新
た
な
特
徴
量（
機
能
）を
得
て
し
ま
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
や
新
型
Ａ
Ｉ
の
ほ
う
が
、
物
理
化
学
的
な
性
質
が
分
か
っ
て
い
て
検
出
も
容
易
な
放
射
性
物
質
よ
り
も
、
人
類
に
と
っ
て
格
段
に
不
可
知
性
が

Ａ
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高
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
リ
ス
ク
」と
い
う
概
念
の
定
義
に
、
次
の
条
件
、
つ
ま
り
、「（
た
と
え
ば
突
然
変
異
や
特
徴
量
学
習
な
ど
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
）人
類
に
と
っ
て
未
知
の
変
種
が
、

つ
ね
に
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
変
種
が
人
間
の
知
り
え
な
い
と
こ
ろ
で
広
ま
る
可
能
性
が
常
に
あ
る
」と
い
う
条
件
を
追
加
す
れ
ば
、〈
不
可
知
性
〉と
い
う
概
念
に

な
る
。
つ
ま
り
、「
リ
ス
ク
」（
近
代
化
に
よ
っ
て
人
類
全
体
へ
の
脅
威
と
な
る
可
能
性
を
得
た
、
知
覚
で
き
な
い
も
の
）の
う
ち
、「
そ
の
性
質
あ
る
い
は
存
在
有
無
が
、
ど
の
人
間

に
と
っ
て
も
不
可
知
な
可
能
性
が
あ
る
」も
の
が
、〈
不
可
知
性
〉な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
人
間
社
会
は
、
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス（
世
界
を
可
知
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
）の
な
か
で
、
自
然
を
支
配
し（
可
知
化
し
）、
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
な
ど
の
自
然
物
に
よ
る
脅
威

を
克
服
し
、
科
学
技
術
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
物
質
的
に
豊
か
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
近
代
化
が
生
み
出
し
た
人
工
物
は
、
原
子
力
発
電
技
術
を
含
め
、
人
間
が
設
計
し
た
も
の

（
完
全
に
可
知
な
る
も
の
）で
あ
り
、
そ
の
挙
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が（
少
な
く
と
も
理
論
上
は
）可
能
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
近
代
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、「
人
間
社
会
を
攪か
く

乱
す
る
要
因
は
、
十
分
に
可
知
化
さ
れ
て
き
た
自
然
物
や
、
も
と
も
と
可
知
な
人
工
物
で
は
な
く
、
い
ま
だ
に
不
可

知
性
を
孕は
ら

ん
で
い
る
人
間（
他
者
）な
の
だ
」と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
人
間
の
連
帯
」が
め
ざ
さ
れ
て
き
た
。

と
く
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
多
く
の
国
々
で
大
規
模
な
工
業
化
と
高
度
経
済
成
長
が
起
こ
り
、
近
代
化
が
急
速
に
進
ん
だ
。
す
る
と
そ
れ
ら
の
国
々
で
は
、「
人
間
の
連
帯
を

め
ざ
す
」と
い
う
上
述
の
近
代
的
な
規
範
が
普
及
し
て
い
っ
た
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
流
動
的
な
近
代
社
会
の
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い「
現
実
」を
、
な
ん
と
か
意
味
づ
け
て
秩
序
づ

け
る
た
め
に
、
人
々
は
、「
現
実
」と
対
比
的
な「
非
―
現
実
」の
イ
メ
ー
ジ（
社
会
的
構
築
物
）を
広
く
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ＊

し
て
そ
の「
非
―
現
実
」の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
人

間
の
連
帯
を
め
ざ
す
」と
い
う
近
代
的
規
範
を
前
提
と
し
つ
つ
、「
理
想
」（
１
９
４
５
〜
７
０
年
頃
）か
ら「
虚
構
」（
１
９
７
０
〜
９
５
年
頃
）へ
、
そ
し
て「
不
可
能
性
」（
１
９
９

５
年
頃
〜
）へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
。

「
理
想
の
時
代
」（
１
９
４
５
〜
７
０
年
頃
）は
、
人
間
全
体
の
連
帯
を「
実
現
可
能
な
理
想
」と
し
て
想
定
で
き
た
時
代
で
あ
る
。
象
徴
的
な
出
来
事
は
、
戦
争
を
防
ぐ
た
め
の
、
国

際
連
合
の
設
立（
１
９
４
５
年
）だ
。

「
虚
構
の
時
代
」（
１
９
７
０
〜
９
５
年
頃
）は
、
人
間
全
体
の
連
帯
を「
実
現
不
可
能
な
虚
構
」と
し
て
共
有
で
き
た
時
代
で
あ
る
。
象
徴
的
な
出
来
事
は
、
先
進
諸
国
の
人
々
を
魅

了
す
る
虚
構
と
し
て
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
を
最
も
多
く
生
み
出
し
た
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
理
想
を
具
現
す
べ
く
世
界
中
に
設
置
さ
れ
た「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
」の
な
か

で
、
と
く
に
世
界
平
和
を
具
現
化
し
た「It

ʼs a Sm
all W

orld

」の
設
置（
１
９
６
６
年
〜
）で
あ
る
。
実
際
に
は
戦
争
は
頻
発
し
て
い
た
が
、
少
な
く
と
も
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
を
開

園
で
き
る
よ
う
な「
国
内
の
平
和
」が
保
た
れ
て
い
れ
ば
、「It

ʼs a Sm
all W

orld

」の
館
内
で
は
、
ま
る
で「
世
界
平
和
」が
実
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
虚
構
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き

た
。「

不
可
能
性
の
時
代
」（
１
９
９
５
年
頃
〜
）は
、
人
間
の
連
帯
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
虚
構
も
共
有
で
き
ず
、
そ
の
不
可
能
性
し
か
共
有
で
き
な
く
な
っ
た（
と
人
々
が
考
え
る
よ

Ｂ
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う
に
な
っ
た
）時
代
で
あ
る
。
象
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
は
、「
東
京
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
」（
１
９
９
５
年
）や「
コ＊

ロ
ン
バ
イ
ン
高
校
銃
乱
射
事
件
」（
１
９
９
９
年
）、「
ア
メ
リ
カ

同
時
多
発
テ
ロ
事
件
」（
２
０
０
１
年
）な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
国
内
に（
人
間
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
）テ
ロ
や
分
断
が
潜
在
す
る
の
で
、『
国
内
の
平
和
』さ
え
不
可
能
で
あ

る
」こ
と
が
、
共
通
の
認
識
と
な
っ
た
。
そ
の
共
通
認
識
を
前
提
に
、「
テ
ロ
の
予
防
」や「
分
断
の
軽
減
」が
目
指
さ
れ
た
。

し
か
し
２
０
２
０
年
ご
ろ
か
ら
、
人
間
社
会
は
、
人
間
で
は
な
く
人
間
以
外
の
存
在
に
よ
っ
て
こ
そ
、
大
き
く
攪
乱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
人
間
以
外
の
存
在
と
い
う
の

が
、
人
間
社
会
の
近
代
化
に
よ
っ
て
人
類
全
体
に
脅
威
を
与
え
う
る
よ
う
に
な
っ
た
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
や
新
型
Ａ
Ｉ
な
ど
の〈
不
可
知
性
〉で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
社

会
、
つ
ま
り
、
人
間
と〈
不
可
知
性
〉に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
が
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た「〈
不
可
知
性
〉の
社
会
」な
の
で
あ
る
。

「〈
不
可
知
性
〉の
社
会
」は
、
人
間（
の
構
成
す
る
人
間
社
会
）と〈
不
可
知
性
〉と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。〈
不
可
知
性
〉の
社
会
に
お
い
て
、
人
間
社
会
を
攪
乱
し
う
る
の
は
、
も

は
や
人
間
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
、
人
間
社
会
の
う
ち
、
自
分
の
力
が
及
ぶ
範
囲
の
み
を
部
分
的
に
攪
乱
し
う
る
。
そ
れ
に
対
し
て〈
不
可
知
性
〉は
、
空
間
的
・
時
間
的
に
無
境

界
・
無
限
定
に
広
ま
り
、
し
か
も
人
類
に
は
不
可
知
な
部
分
を
含
み
制
御
不
能
な
の
で
、
人
間
社
会
の
全
体
を
攪
乱
し
う
る
。

こ
の
２
０
２
０
年
に
始
ま
っ
た（
よ
う
に
私
た
ち
に
は
感
じ
ら
れ
て
い
る
が
実
は
新
型
Ａ
Ｉ
が
生
ま
れ
た
２
０
０
６
年
か
ら
す
で
に
潜
在
的
に
始
ま
っ
て
い
た
）「〈
不
可
知
性
〉の

社
会
」で
は
、
人
間
社
会
は
―
―
た
と
え
そ
の
内
部
で
人
間
が
連
帯
で
き
て
も
で
き
な
く
て
も
―
―
、
人
間
以
前
の
存
在（
新
型
ウ
イ
ル
ス
）や
人
間
以
後
の
存
在（
新
型
Ａ
Ｉ
）の〈
不

可
知
性
〉に
よ
っ
て
、
そ
の
全
体
を
攪
乱
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り「〈
不
可
知
性
〉の
社
会
」で
は
、〈
不
可
知
性
〉と
の
共
存
を
め
ざ
す
こ
と
が
、
人
間
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
に
な
る
の

だ
。

（
柴
田
悠「〈
不
可
知
性
〉の
社
会
」に
よ
る
）

注　

新
型
Ａ
Ｉ
…
…
こ
こ
で
は
、
Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
）の
う
ち
、
２
０
０
６
年
に
発
明
さ
れ
た
深
層
学
習（
デ
ィ
ー
プ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
）型
の
Ａ
Ｉ
を
指
す
。

そ
し
て
そ
の
典
型
例
と
し
て
、
〜
…
… 

原
文
の
注
に「
放
射
性
物
質
は
、
近
代
化
以
前
か
ら
自
然
界
に
存
在
す
る
が
、
近
代
の
科
学
技
術
に
よ
っ
て
そ
の
性
質（
放
射
能
）が
強

ま
り
う
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
全
体
の
脅
威
と
な
り
う
る
」と
あ
る
。

そ
し
て
そ
の「
非
―
現
実
」の
イ
メ
ー
ジ
は
、
〜
…
…
原
文
の
注
に「
大
澤
真
幸『
不
可
能
性
の
時
代
』（
岩
波
書
店
、
２
０
０
８
年
）」と
あ
る
。

コ
ロ
ン
バ
イ
ン
高
校
銃
乱
射
事
件
…
…
ア
メ
リ
カ
で
起
き
た
学
校
内
銃
乱
射
事
件
。
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【
文
章
Ⅱ
】

わ
れ
わ
れ
は
今
、
終
わ
り
な
き
終
わ
り
の
時
代
を
生
き
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
急
速
な
蔓ま
ん

延
を
通
じ
て
、
人
類
は
一
瞬
、
終
わ
り
を
見
た
―
―
あ
る
い
は
見
つ
つ
あ
る
。
終
わ
り
は
こ
ん
な
ふ
う
に
や
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

世
界
の
終
わ
り
、
人
類
自
身
の
終
わ
り
、
あ
る
い
は
資
本
主
義
の
終
わ
り
は
…
…
。

現
在
、
わ
れ
わ
れ
の
最
も
切
実
な
問
い
は
、
こ
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
況
は
い
つ
終
わ
る
の
？　

終
わ
り
と
隣
接
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
い
つ
終
わ
り
を
迎
え
る
の
か
？

こ
の
問
い
に
対
す
る
最
も
誠
実
な
答
え
は
、「
こ
れ
は
終
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
」で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
限
っ
て
も
、
小
康
的
な
時
間
を
挟
み
つ
つ
、
第
二
波
、
第
三
波
の
感
染
の
流
行
が
襲
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
新
し
い
ウ
イ
ル
ス
は
、

現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
、
第
三
の
ウ
イ
ル
ス
が
人
間
社
会
に
侵
入
し
て
く
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、

現
代
社
会
は
―
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
資
本
主
義
社
会
は
―
―
、
新
し
い
ウ
イ
ル
ス
に
対
し
て
二
つ
の
意
味
で
脆ぜ
い

弱
だ
か
ら
だ
。
第
一
に
は
、
開
発
が
進
み
、
人
間
が
住
む
世
界
が
野

生
動
物
の
世
界
に
接
近
し
、
両
者
の
間
の
カ
ン
シ
ョ
ウ
地
帯
が
著
し
く
小
さ
く
な
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
人
間
の
移
動
が
頻
繁
に
な
り
、
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
の
速
度
が
著
し
く
大
き
い

こ
と
。
こ
の
よ
う
に
推
論
を
拡
張
し
て
い
く
と
、
ひ
と
つ
の
こ
と
に
気
づ
く
。
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
人
新
世
に
固
有
な
現
象
の
一
部
と
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
、
で
あ
る
。

人
新
世
と
は
、
地
球
の
生
態
系
の
基
本
的
な
性
格
を
規
定
す
る
ほ
ど
、
人
類
の
活
動
の
影
響
力
が
大
き
く
な
っ
た
時
代
を
指
す
の
に
、
専
門
家
た
ち
が
使
っ
て
い
る
用
語
で
あ
る
。

い
つ
か
ら
が
人
新
世
で
あ
っ
た
の
か
は
個
々
の
専
門
家
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
る
。
た
と
え
ば
産
業
革
命
以
降
と
す
る
者
も
あ
れ
ば
、
二
〇
世
紀
末
期
以
降
と
す
る
者
も
あ
り
、
さ

ら
に
は
農
業
を
始
め
て
か
ら
と
す
る
者
さ
え
も
い
る
。
人
新
世
が
い
つ
か
ら
か
は
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
概
念
が
説
得
力
を
も
つ
時
代
、
こ
の
概
念
の
意
味

を
実
感
で
き
る
時
代
を
生
き
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
人
新
世
に
は
次
の
よ
う
な
逆
説
が
あ
る
。

人
新
世
と
は
、
自
然
が
人
間
と
相
関
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
認
知
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
ソ
ク
ブ
ツ
的
な
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

人
間
は
、
十
分
に
強
力
に
な
り
、
自
ら
の
生
の
基
本
的
な
条
件
と
な
る
よ
う
な
自
然
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
い
ま
や
、
人
間
や
社
会
に
と
っ
て
完
全
に
外
的
な

環
境
と
し
て
の
自
然
な
る
も
の
は
終
わ
っ
た（
自
然
の
終
焉え

ん

）。
こ
の
と
き
逆
に
、
人
間
は
、
自
ら
が
、
地
球
と
い
う
小
さ
な
天
体
の
環
境
条
件
を
究
極
的
に
は
受
け
入
れ
る
ほ
か
な

い
一
つ
の
動
物
種
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
人
間
は
、
自
然
を
征
服
し
た
と
き
に
、
逆
に
、
自
然
に
規
定
さ
れ
た
弱
い
動
物
種
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

た
。
と
い
う
の
も
、
自
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
し
た
自
然
の
変
化
を
、
人
間
は
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
以
前
よ
り
一
層
大
き
な
―
―
あ
る
い
は
以
前
に
は
な
か
っ
た
よ
う
な

―
―
大
き
な
損
害
を
被
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
地
球
の
温
暖
化
も
、
海
面
の
上
昇
も
、
そ
し
て
超
大
型
の
台
風
等
の
異
常
気
象
も
、
す
べ
て
そ
う
し
た
現
象
に
含
ま
れ
る
。

そ
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
野
生
領
域
へ
の
侵
出
が
、
人
類
の
ウ
イ
ル
ス
ヘ
の
脆
弱
性
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
新
型
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
の
拡
大
も
ま
た
、
人

新
世
の
逆
説
の
と
り
わ
け
セ
ン
エ
イ
な
現
れ
の
ひ
と
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
こ
の
状
況

0

0

0

0

は
い
つ
終
わ
る
の
か
？
」と
い
う
質
問
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
。「
こ
の

ア

イ

ウ
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状
況
」が
、
こ
の
目
下
の
ウ
イ
ル
ス
禍
を
一
部
に
含
む
人
新
世
的
な
社
会
変
動
の
全
体
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
、「
終
わ
る
」と
い
う
こ
と
が
こ
の
ウ
イ
ル
ス
禍
が
起
き
る
前
の
世

界
へ
の
復
帰
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、「
こ
の
状
況
」が「
終
わ
る
」と
い
う
こ
と
は
も
は
や
な
い
か
ら
だ
。
仮
に
、
現
在
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
は
、
た
と
え
ば

ワ
ク
チ
ン
や
治
療
薬
の
発
明
な
ど
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
た
と
し
て
も
、
人
新
世
に
規
定
さ
れ
た
危
機
が
つ
ね
に
潜
在
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
終
わ
り
な
き
終
わ
り
の
時
代
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
主
張
す
る
と
き
私
は
、
宮＊

台
真
司
が
四
半
世
紀
前
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
後
、
オ
ウ
ム
真
理

教
の
信
者
と
そ
の
シ＊

ン
パ
に
対
し
て
言
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
、「
終
わ
り
な
き
日
常
を
生
き
ろ
」が
念
頭
に
あ
る
。
オ
ウ
ム
信
者
は
、
終
わ
り
の
幻
想
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
宮
台
は
、
華
々
し
い
終
わ
り
な
ど
は
や
っ
て
こ
な
い
、
終
わ
り
な
き
日
常
を
生
き
る
べ
き
だ
、
と
説
い
た
の
だ
っ
た
。
か
つ
て
は
、
終
わ
り
と
い
う
も
の
は
一
瞬
の
う
ち
に
到

来
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
常
は
終
わ
り
が
な
い
の
が
当
然
だ
っ
た
。
だ
が
、
今
後
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
の
は
、「
終
わ
り（
に
隣
接
す
る
時
間
）」が
終
わ
ら
な
い
、
と
い
う
状
況
で

あ
る
。
つ
ま
り
日
常
こ
そ
が「
終
わ
り
」の
時
間
だ
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
す
る
と
、
現
在
さ
か
ん
に
唱
え
ら
れ
て
い
る「
新
し
い
日
常
」と
い
う
語
は
、
不
吉
な
響
き
を
ト
モ
ナ
っ
て

い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
終
わ
り
な
き
終
わ
り
の
言
い
換
え
で
は
な
い
か
、
と
。

「
こ
の
状
況
が
い
つ
終
わ
る
の
か
？
」と
問
う
と
き
、
人
は
、
ま
だ
そ
の「
終
わ
り
な
き
終
わ
り
」を
否
認
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
運
命
を
受
け
入
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
も
当

然
で
あ
ろ
う
。
こ
の「
終
わ
り
」が
終
わ
ら
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
希
望
が
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
に
等
し
い
の
だ
か
ら
。
希
望
を
も
つ
た
め
に
は
、
こ
の
終
わ
り
が
い
つ

か
終
わ
る
と
想
定
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

だ
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
終
わ
り
な
き
終
わ
り
を
直
視
す
る
こ
と
は
、
希
望
を
も
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
あ
え
て
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
ほ
ん
と

う
の
希
望
を
も
つ
た
め
に
は
、
む
し
ろ
い
っ
た
ん
絶
望
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
終
わ
り
を
い
っ
た
ん
は
っ
き
り
と
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
逆
説
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
真
正

の
終
わ
り
を
乗
り
越
え
、
さ
ら
な
る
希
望
を
も
つ
唯
一
の
方
法
は
、
終
わ
り
の
不
可
避
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
は
、
エ＊

リ
ザ
ベ
ス
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
が『
死
の
瞬
間
』で
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
に
よ
る
と
、
末
期
癌が
ん

な
ど
死
が
確
実
な
病
を
得
て

い
る
こ
と
を
告
知
さ
れ
た
患
者
は
、
最
終
的
に
死
の
事
実
を
受
け
入
れ
、
覚
悟
を
決
め
る
ま
で
に
五
つ
の
精
神
の
ス
テ
ー
ジ
を
歩
む
。
最
初
、
患
者
は
、
事
実
を
単
純
に
拒
否
し
、

「
否
認
」す
る（「
そ
ん
な
こ
と
が
私
の
身
に
起
こ
る
は
ず
が
な
い
」）。
そ
の
後
、「
怒
り
」の
段
階（「
ど
う
し
て
私
が
こ
ん
な
目
に
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
だ
」）等
を
経
て
、
最
後

の
第
五
段
階
に
お
い
て
、
人
は
、
死
を
真
に「
受
容
」す
る
。
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
に
よ
る
と
、
死
だ
け
で
は
な
く
、
人
生
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
幸
や
破
局
に
対
す
る
態
度
に

お
い
て
も
―
―
た
と
え
ば
失
業
や
破
産
や
失
恋
な
ど
に
関
し
て
も
―
―
、
人
は
同
じ
ス
テ
ッ
プ
を
歩
む
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
第
五
段
階
の
死
の「
受
容
」で
あ
る
。
こ
の
と
き
人
は
、
単
純
に
希
望
を
失
い
、
不
活
性
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
態
は
、
一
つ
前
の
第
四

段
階
、「
抑
鬱
」と
名
付
け
ら
れ
た
段
階
に
お
い
て
や
っ
て
く
る
。
第
五
段
階
で
は
、
人
は
、
む
し
ろ
死
の
運
命
に
対
し
て
前
向
き
で
あ
る
。
来
る
べ
き
死
に
対
し
て
準
備
を
す
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
こ
の
段
階
に
達
し
た
と
き
だ
。
要
す
る
に
、
こ
の
段
階
に
至
っ
て
は
じ
め
て
人
は
、
死
と
い
う
破
局
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
高
い
精
神
的
な
境
地
に
到
達
す

エ

Ｃ
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る
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
、
現
在
の
コ
ロ
ナ
禍
に
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
―
―
人
新
世
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
こ
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め

に
は
―
―
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
活
様
式
も
社
会
構
造
も
、
そ
し
て（
社
会
的
に
容
認
さ
れ
て
い
る
）テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
価
値
観
や
想
定
を
否
定
す
る
よ
う

な
、
根
本
的
な
変
更
を
必
要
と
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
価
値
観
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
精
神
的
な
境
地
に
立
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
な
し
う
る
の
は
、
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ

ス
の
い
う
第
五
の
段
階
に
達
し
た
と
き
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
破
局（
終
わ
り
な
き
終
わ
り
）を
不
可
避
の
運
命
と
し
て
、
い
っ
た
ん
は
完
全
に
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
の
図
式
を
適
用
し
た
と
き
、
実
際
の
わ
れ
わ
れ
は
今
、
ど
の
ス
テ
ー
ジ
に
い
る
の
か
。「
否
認
」「
怒
り
」に
続
く
第
三
の
ス
テ
ー
ジ
、
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
の

段
階
に
あ
た
る「
取
引
」が
、
わ
れ
わ
れ
の
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
運
命
と
の
取
引
に
よ
っ
て
、
破
局（
死
）の
意
味
を
小
さ
く
し
た
り
、
破
局
を
延
期
で
き
な
い
か
無
駄
に
あ
が
く

段
階
で
あ
る
。
現
在
、
わ
れ
わ
れ
は
、
在
宅
勤
務
の
比
率
を
増
や
す
と
か
、
で
き
る
だ
け
マ
ス
ク
を
つ
け
る
と
か
、
食
事
中
の
お
し
ゃ
べ
り
を
減
ら
す
と
か
と
い
っ
た
程
度
の
犠
牲
で

手
を
打
っ
て
く
れ
な
い
か
、
と
運
命
と
交
渉
し
て
い
る
最
中
だ
。
し
か
し
、
こ
の
程
度
の
こ
と
で
運
命
は
譲
歩
し
て
は
く
れ
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
問
題
は
、
こ
の
ウ
イ
ル
ス

だ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。

（
大
澤
真
幸「
も
う
ひ
と
つ
別
の
経
済
へ
」に
よ
る
）

注　

宮
台
真
司
…
…
社
会
学
者
。

シ
ン
パ
…
…
支
持
者
。
シ
ン
パ
サ
イ
ザ
ー（sym

pathizer
）の
略
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
…
…
ア
メ
リ
カ
の
精
神
科
医
。
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問
一　

二
重
傍
線
部
ア
〜
エ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二　
【
文
章
Ⅰ
】は
意
味
の
上
か
ら
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
半
部
の
は
じ
め
の
十
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
Ａ
に
つ
い
て
、「
リ
ス
ク
」と〈
不
可
知
性
〉の
⑴
共
通
点
と
⑵
相
違
点
を
そ
れ
ぞ
れ
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
Ｂ
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
⑵
に
応
え
な
さ
い
。

⑴　
「「
そ
の
非
―
現
実
の
イ
メ
ー
ジ
」が「
理
想
」か
ら「
虚
構
」へ
、
そ
し
て「
不
可
能
性
」へ
と
変
遷
し
て
い
っ
た
」と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
説
明

し
な
さ
い
。

⑵　

筆
者
が
そ
の
よ
う
な
変
遷
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。【
文
章
Ⅰ
】の
趣
旨
を
踏
ま
え
て
答
え
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
Ｃ
に
つ
い
て
、「
終
わ
り
の
不
可
避
性
を
受
け
入
れ
る
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
人
新
世
」と
い
う
語
句
を
含
め
て
七
十
字
以
上
九
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
六　
【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】は
、
と
も
に
コ
ロ
ナ
後
の
世
界
に
お
け
る
人
間
の
生
き
方
を
論
じ
て
い
る
が
、
論
述
の
視
点
に
は
違
い
が
み
ら
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
違
い
が
み
ら
れ

る
か
、
次
の
条
件
①
〜
③
を
踏
ま
え
て
分
か
り
や
す
く
記
述
し
な
さ
い
。

条
件
①　

お
の
お
の
が
ど
の
よ
う
な
視
点
に
立
ち
、
何
を
主
張
し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

条
件
②　

お
の
お
の
の
視
点
を
対
比
さ
せ
、
そ
の
違
い
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
書
く
こ
と
。

条
件
③　

次
の
語
群
か
ら
一
つ
以
上
を
適
切
に
使
う
こ
と
。

〔
語
群
〕
空
間
、
社
会
、
自
然
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
希
望
、
精
神
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二　

次
の
文
章
は『
讃
岐
典
侍
日
記
』の
一
節
で
あ
る
。
仕
え
て
い
た
堀
河
天
皇
が
崩
御
し
た
後
に
鳥
羽
天
皇
に
仕
え
て
い
る
作
者
が
、
折
り
に
触
れ
て
先
帝（
堀
河
天
皇
）を
追
慕
す

る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
文
章
を
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
本
文
の
表
記
を
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。）　
（
30
点
）

か
く
て
、
御＊

遊
び
は
て
か
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
殿＊

、
御
琴
、
治ぢ

部ぶ

卿き
や
う

基
綱
、
琵
琶
、
拍
子
、
も
と
の
ご
と
く
宗
忠
の
中
納
言
、
笙し
や
う

の
笛
、
内
の
大
臣
の
御
子
の
少
将
雅
定
、
笛
、

篳ひ
ち

篥り
き

、
も
と
の
人
々
御
つ
が
ひ
に
て
、
殿
の
御
声
に
て
、「
万＊

歳
楽
、
い
だ
せ
」と
て
、
わ
れ
う
ち
そ
へ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
ふ
た
か
へ
り
ば
か
り
に
て
、
安あ
な
た
ふ
と

名
尊
・
伊
勢
の
海
な
ど
、
み

だ
れ
あ
そ
ば
せ
た
ま
ふ
。
宗
忠
の
中
納
言
、
拍
子
と
り
て
い
だ
す
。

こ
と
は
て
ぬ
れ
ば
、
お
の
お
の
装
束
ぬ
ぎ
か
へ
さ
せ
た
ま
ふ
。
殿
の
御
琴
の
ね
、
つ
ま
お
と
な
べ
て
な
ら
ず
、
め
で
た
し
。
み
な
人
々
、
禄ろ
く

肩
に
か
け
て
た
つ
に
、
殿
は
、
人
に
は

い
ま
ひ
と
き
は
ま
し
ま
ゐ
ら
せ
て
、
御＊

下し
た

襲が
さ
ね

・
う
ち
御
ぞ
、
肩
に
い
た
さ
せ
た
ま
ひ
た
る
を
見
ま
ゐ
ら
す
れ
ば
、
三
笠
の
山
に
さ
し
い
づ
る
も
ち
月
の
、
世
々
を
へ
て
す
み
の
ぼ
る

ら
ん
や
う
に
、
見
ゆ
。
御
と
し
の
ほ
ど
な
ど
、
ま
こ
と
に
、
さ
か
り
な
る
桜
の
花
の
咲
き
と
と
の
ほ
り
た
ら
ん
を
見
る
こ
こ
ち
す
。
御
よ
そ
ほ
ひ
、
転て
ん

輪り
ん

聖し
や
う

王わ
う

か
く
や
、
と
お
ぼ
え
さ

せ
た
ま
ふ
。
た
た
せ
た
ま
ふ
と
て
、「
た
ま
は
り
た
る
も
の
な
り
。
置
き
て
た
つ
べ
か
ら
ず
。
な
め
げ
な
り
」と
て
、
御
肩
に
か
け
な
が
ら
お
は
し
ま
し
て
、
大だ
い

床し
や
う

子じ

の
ま
へ
に
て
、

御
子
の
中＊

将
殿
を
、「
参
れ
。
こ
れ
た
ま
は
れ
」と
て
、
ゆ
づ
り
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
、
見
ま
ゐ
ら
す
れ
ば
、
二
葉
の
松
の
千
代
に
栄
え
い
で
ん
御
ゆ
く
さ
き
、
雲
を
わ
け
て
な
り
の
ぼ

ら
せ
た
ま
は
ん
ほ
ど
、
た
の
も
し
く
見
え
た
り
。

こ
と
は
て
ぬ
れ
ば
、
車
を
た
て
て
、
や
が
て
ま
か
で
ぬ
。

ま
た
の
日
、
夜
べ
の
な
ご
り
、
め
づ
ら
し
く
心
に
か
か
り
て
お
ぼ
ゆ
る
に
も
、
ま
づ
、
昔＊

の
御
な
ご
り
、
思
ひ
い
で
ら
れ
さ
せ
た
ま
へ
ば
、
周＊

防
の
内
侍
の
も
と
へ
、
代
々
お
ぼ
え

て
、
げ
に
と
思
ひ
あ
は
せ
ら
る
ら
ん
と
て
、
い
ひ
や
る
。

Ｃ　

め
づ
ら
し
き
豊と

よ

の
あ
か
り
の
日＊

か
げ
に
も
な
れ
に
し
雲
の
う
へ
ぞ
こ
ひ
し
き

か
へ
し
、

思
ひ
や
る
豊
の
あ
か
り
の
く
ま
な
き
に
よ
そ
な
る
人
の
そ
で
ぞ
そ
ぼ
つ
る

つ＊

ご
も
り
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
つ
い
た
ち
の
御
ま
か
な
ひ
す
べ
き
よ
し
、
お
ほ
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
い
そ
ぎ
あ
ひ
た
る
に
も
、
わ
れ
は
た
だ
、「
わ
か
れ
や
い
と
ど
」と
の
み
、
お
ぼ
え
て
。

つ
ご
も
り
の
夜
、
う
ち
へ
参
る
と
て
、
堀
川
院
過
ぐ
る
に
、
二
条
の
大
路
・
堀
河
な
ど
、
か＊

い
す
み
、
も
の
さ
わ
が
し
げ
に
人
の
い
で
い
り
た
る
け
し
き
、
見
え
ず
。
目
の
み
ま
づ

と
ど
ま
り
て
、

Ｅ　

ぬ
し
な
し
と
こ
た
ふ
る
人
も
な
け
れ
ど
も
宿
の
け
し
き
ぞ
い
ふ
に
ま
さ
れ
る

と
よ
み
け
ん
ふ＊

る
ご
と
さ
へ
、
思
ひ
い
で
ら
る
。

Ａ

＊

＊

＊

＊

Ｂ

＊

ａ
ｂ

Ｄ

ｃ
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注　

御
遊
び
…
…
御
神
楽
の
後
に
行
わ
れ
る
演
奏
。

殿
…
…
摂
政
殿
。
藤
原
忠
実
。

万
歳
楽
…
…
雅
楽
の
舞
楽
・
管
絃
の
曲
名
。

安
名
尊
・
伊
勢
の
海
…
…
雅
楽
の
曲
名
。

禄
…
…
褒
美
と
し
て
与
え
ら
れ
る
物
。

御
下
襲
・
う
ち
御
ぞ
…
…
束
帯
の
時
に
下
に
着
る
衣
服
と
、
大
き
く
仕
立
て
た
袿
。

転
輪
聖
王
…
…
世
界
を
統
治
す
る
理
想
的
な
帝
王
。

大
床
子
…
…
寄
り
か
か
り
の
な
い
椅
子
。

中
将
殿
…
…
摂
政
殿
の
息
子
の
藤
原
忠
通
。
一
三
歳
。

昔
の
御
な
ご
り
…
…
今
は
亡
き
堀
河
天
皇
の
御
代
の
こ
と
。

周
防
の
内
侍
…
…
作
者
と
と
も
に
堀
河
天
皇
に
仕
え
て
い
た
女
房
の
名
。

豊
の
あ
か
り
…
…
豊
明
の
節
会
。
五
節
の
舞
が
あ
る
。

日
か
げ
…
…
五
節
の
舞
を
踊
る
女
性
が
髪
に
飾
る「
日
蔭
の
鬘か
づ
ら

」の
こ
と
。

「
日
影
」を
懸
け
て「
輝
か
し
い
行
事
」の
意
味
も
表
す
。

つ
ご
も
り
…
…
こ
こ
で
は
十
二
月
の
月
末
。

か
い
す
み
…
…
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え
っ
て
。

ふ
る
ご
と
…
…
古
歌
。

問
一　

二
重
傍
線
部
ａ
〜
ｃ
「
ぞ
」の
結
び
の
部
分
を
抜
き
出
し
、
品
詞
名
を
答
え
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
Ａ「
わ
れ
う
ち
そ
へ
さ
せ
た
ま
ひ
て
」と
は
、
誰
が
ど
う
い
う
行
動
を
取
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
Ｂ「
二
葉
の
松
の
千
代
に
栄
え
い
で
ん
御
ゆ
く
さ
き
、
雲
を
わ
け
て
な
り
の
ぼ
ら
せ
た
ま
は
ん
ほ
ど
」は
誰
の
ど
の
よ
う
に
な
る
様
子
を
指
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な

さ
い
。

問
四　

Ｃ
の
歌
に
つ
い
て
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　
「
な
れ
に
し
雲
の
上
」と
は
何
を
指
す
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

⑵　

こ
の
歌
を「
周
防
の
内
侍
」の
も
と
へ
送
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
Ｄ「
わ
か
れ
や
い
と
ど
」は
紀
貫
之
の
歌「
恋
ふ
る
間
に
年
の
暮
れ
な
ば
な
き
人
の
別
れ
や
い
と
ど
遠
く
な
り
な
む
」の
一
節
で
あ
る
が
、
作
者
は
な
ぜ
こ
の
歌
が
思
い

出
さ
れ
た
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
六　

Ｅ「
ぬ
し
な
し
と
」の
古
歌
を
、
作
者
は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
引
用
し
た
の
か
、
古
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
て
説
明
し
な
さ
い
。
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三　

次
に
挙
げ
る
南
宋
・
陸り
く

游ゆ
う

の
詩
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
送
り
仮
名
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）（
20
点
）

「
睡　

起　

作　

帖て
ふ　

数　

行
」

睡　

余　

得　

清　

風 

起　

坐す
わ　

傍そ　

書　

几き

日　

長　

誰　

語　

言 

頼さ
い
は　

此　

管く
ゎ
ん　

城じ
ゃ
う　

子し

欣　

然　

共　

游　

戯 

一　

笑　

我　

忘　

爾

群　

鴻こ
う　

偶　

下　

集 
但　

怪　

驚　

不　

起た

古　

来　

翰か
ん　

墨ぼ
く　

事 

著ち
ゃ
く　

意い　

更　

可　

鄙い
や

跌て
つ　

宕た
う　

三　

十　

年 

一　

日　

造い
た　

此　

理

不　

知　

筆　

在　

手 

而　

況　

字　

落　

紙

三　

叫　

投　

紗さ　

巾き
ん 

作　

歌　

識し
る　

吾　

喜

（『
剣
南
詩
稿
』に
よ
る
）

ヨ
リ

キ
テ

レル

ヲ

二

ヲ一

キ
テ

リ

フ二

ニ一

ク
シ
テ

ト

セ
ン

ヒ
ニ

ノ

ア
リ

ト
シ
テ

ニ

シ

シ
テ

ルレ
①

ヲ

②

リ

マ
リ

ダ

シ
ム二
Ａ

ク
モ

ル
ヲ

一レ

タ

ノ

ハ

ニ
③

レ

シ
ム

タ
リ

ル二
Ｂ

ノ

ニ一

レ

ラ二

ノ

ル
ヲ

一レ

ニ

Ｃ

レ

タ
ビ

ビ
テ

ジ二

ヲ一

リ
テレ

ヲ

ス二
Ｄ

ガ

ビ
ヲ一
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注　

作
帖
…
…
書
の
作
品
を
作
る
こ
と
。

睡
余
…
…
眠
り
か
ら
覚
め
た
あ
と
。

書
几
…
…
ふ
み
づ
く
え
。

管
城
子
…
…
筆
の
異
名
。
筆
を
擬
人
化
し
た
言
い
方
。

游
戯
…
…「
遊
戯
」に
同
じ
。

群
鴻
…
…
た
く
さ
ん
の
お
お
と
り
。
こ
こ
で
は
作
者
が
紙
に
書

い
た
草
書
体
の
字
の
た
と
え
。

驚
…
…
お
お
と
り
が
驚
い
て
飛
び
立
と
う
と
し
て
い
る
さ
ま
を

い
う
。

翰
墨
事
…
…
筆
と
墨
の
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
を
用
い
て
書
く
こ

と
。

著
意
…
…
意
を
注
ぐ
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
な
に
か
し
ら
の
作
為

や
た
く
ら
み
を
持
っ
て
書
く
こ
と
を
い
う
。

更
…
…
ま
っ
た
く
、
か
な
ら
ず
。
強
調
の
副
詞
。

跌
宕
三
十
年
…
…
こ
れ
ま
で
の
三
十
年
間
、
た
だ
気
ま
ま
に
書

い
て
き
た
こ
と
を
い
う
。

紗
巾
…
…
う
す
ぎ
ぬ
の
頭
巾
。

問
一　

傍
線
部
①
〜
③
の
文
中
に
お
け
る
読
み
方
を
、
送
り
仮
名
も
含
め
て
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
記
し
な
さ
い
。（
仮
名
遣
い
は
新
旧
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。）

問
二　

傍
線
部
Ａ
は
、「
群
鴻
」の
様
子
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。「
群
鴻
」が「
驚
不　
起
」で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
わ
か
り
や
す
く
答
え
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
Ｂ「
此
理
」は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
Ｃ「
況
字
落
レ
　

紙
」を
書
き
下
し
文
に
改
め
な
さ
い
。（
仮
名
遣
い
は
新
旧
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。）

問
五　

傍
線
部
Ｄ
に「
吾
喜
」と
あ
る
が
、
こ
の
詩
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
喜
び
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
具
体
的
に
答
え
な
さ
い
。

一レ




