
品

和

巳

論

口

中
国
文
学
論
の
一
端

橋
五

前
稿
に
既
挙
し
た
知
く
、
高
橋
の
中
国
文
学
の
専
論
は
八
篇
残
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
李
商
隠
を
論
じ
た
「
詩
人
の
運
命
」
と
注
解
、
王
士
積
の
注

解
を
加
え
れ
ば
ほ
ぽ
全
て
で
あ
る
。
進
論
の
便
宜
上
、
八
篇
を
再
掲
す
る
。

六
朝
美
文
論
①

陸
機
の
伝
記
と
そ
の
文
学
②

潜
岳
論
③

顔
延
之
の
文
学
④

江
滝
の
文
学
⑤

劉
蹴
『
文
心
離
龍
」
文
学
論
の
基
礎
概
念
の
検
討
⑥

中
国
の
物
語
詩
|
|
お
も
に
「
秋
胡
行
」
に
つ
い
て
⑦

顔
延
之
と
謝
霊
運
③

①
か
ら
⑥
ま
で
の
論
文
は
『
高
橋
和
巳
作
品
集
』
の
「
中
国
文
学
論
集
」
(
以

下
『
作
品
集
」
と
略
記
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
二
年
)
が
編
ま
れ
た
時
、

高
橋
自
身
が
作
成
し
て
編
集
者
に
渡
し
た
順
序
構
成
で
あ
っ
た
こ
と
を
そ

安

東

長尽

の
解
題
に
記
し
て
い
る
。
⑦
の
「
秋
胡
行
」
は
顔
延
之
の
作
品
で
あ
り
、

③
は
修
士
論
文
で
未
発
表
で
あ
り
高
橋
の
作
成
表
に
な
か
っ
た
も
の
を
編

者
の
方
針
で
追
加
し
た
こ
と
を
も
解
題
に
記
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
⑥
ま
で
の
順
序
構
成
に
は
、
高
橋
の
意
図
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
を
今
時
代
順
に
並
べ
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。
①
あ
あ
あ
あ
あ
)

⑤
。
①
は
通
時
の
論
だ
か
ら
こ
こ
に
は
含
ま
な
い
。
そ
の
中
で
⑦
あ
あ
⑦

@
⑤
は
詩
と
詩
人
論
で
あ
り
、
白
⑤
と
は
少
し
そ
の
内
容
が
異
な
る
。
つ

い
で
に
著
作
時
代
順
序
も
書
い
て
お
こ
う
。
⑥
@
あ
あ
あ
⑦
①
⑤
と
な
る
。

陸
機
・
滞
岳
・
顔
延
之
・
謝
霊
運
・
江
滝
は
、
前
稿
に
も
書
い
た
よ
う

に
六
朝
時
代
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
り
文
人
で
も
あ
る
。
ひ
と
り
劉
蹴
の
み

は
、
今
で
言
え
ば
評
論
家
で
あ
り
、
創
作
の
詩
は
無
い
が
文
章
が
二
篇
残
っ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。

著
作
年
代
順
に
論
じ
る
方
が
作
者
に
と
っ
て
も
納
得
の
い
く
こ
と
の
よ

、
つ
に
回
?
っ
。

「
劉
蹴
『
文
心
雌
龍
』
文
学
論
の
基
礎
概
念
の
検
討
」
は
、
卒
業
論
文

で
あ
っ
た
。
こ
の
論
は
、
京
都
大
学
文
学
部
中
国
文
学
研
究
室
発
行
の
『
中
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国
文
学
報
」
第
三
冊
(
昭
和
三
十
年
十
月
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
学
界

で
名
の
通
っ
て
い
る
学
術
研
究
雑
誌
に
は
、
ふ
つ
う
大
学
院
生
の
論
文
が

載
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
卒
業
論
文
が
全
文
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

現
在
に
あ
っ
て
も
極
め
て
異
例
に
属
す
。

そ
の
力
量
を
推
察
す
る
に
十
分
な
も
の
が
あ
る
。
況
し
て
『
文
心
離
龍
」

そ
の
も
の
は
、
学
部
卒
業
程
度
の
学
力
で
読
み
こ
な
せ
る
書
で
は
な
い
。

そ
れ
を
証
す
文
章
が
あ
る
。

「
『
文
心
離
龍
」
そ
の
も
の
は
、
た
い
へ
ん
難
解
な
書
物
で
あ
る
。
私

な
ど
に
は
歯
が
立
た
な
い
。
せ
っ
か
く
の
機
会
だ
か
ら
と
思
っ
て
、
今
度
、

指
文
澗
の
注
釈
本
を
人
か
ら
借
り
て
あ
る
の
だ
が
、
通
読
は
お
ろ
か
、
五

分
の
一
も
眼
を
通
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
り
、
鈴
木
虎
雄
の
解
説
を
読
み

返
し
て
、
そ
れ
が
簡
に
し
て
要
を
え
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
私
に
必
要
な
も

の
は
尽
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
鈴
木
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
新
た
に
し

た
。
若
い
高
橋
が
、
ま
だ
語
学
も
不
十
分
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
学
生

時
代
に
、
と
も
か
く
こ
の
難
物
に
と
り
組
み
、
そ
れ
を
組
上
に
の
せ
て
奔

放
自
在
に
思
弁
を
遅
し
く
し
た
の
は
社
と
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
処
女
作
「
捨

子
物
語
』
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
処
女
論
文
も
ま
た
か
れ
の
資
質

を
よ
く
語
っ
て
い
る
」
(
『
人
間
と
し
て
」
6
高
橋
和
巳
を
弔
う
特
集
号
、
「
高

橋
和
巳
の
学
問
」
一
九
七
一
年
六
月
)

魯
迅
研
究
で
知
ら
れ
、
戦
後
日
本
の
論
壇
で
は
、
硬
骨
漢
ぶ
り
を
発
揮

し
た
中
国
現
代
文
学
研
究
の
第
一
人
者
竹
内
好
の
率
直
な
感
想
で
あ
ろ

、っ，，。
作
家
の
処
女
作
に
、
そ
の
作
家
の
原
質
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
大
方
の
評
者
の
共
通
認
識
で
あ
ろ
う
が
、
竹
内
も
言
う
よ
う

に
、
研
究
者
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
い
ら
し
い
。
高
橋
の
全
業

績
を
考
察
す
る
上
で
、
彼
の
最
初
の
関
心
が
『
文
心
雛
龍
」
に
あ
っ
た
こ

と
は
、
一
等
重
要
で
不
可
欠
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

「
通
読
は
お
ろ
か
、
五
分
の
一
も
眼
を
通
せ
な
か
っ
た
」
活
文
澗
の
注

釈
書
と
は
、
文
心
雌
龍
研
究
者
の
間
で
既
に
古
典
的
名
著
と
評
価
の
高
い

「
文
心
雌
龍
注
」
で
あ
る
。
高
橋
が
京
都
大
学
を
卒
業
し
た
の
は
一
九
五

四
年
な
の
で
、
一
九
六

0
年
代
に
な
っ
て
中
園
、
日
本
、
米
国
で
出
版
さ

れ
た
現
代
訳
本
を
見
て
い
る
わ
け
も
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
活
文
澗
の

書
を
参
考
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
活
文
澗
の
書
に
は
目
録
の
前
に

例
言
と
校
勘
記
が
あ
り
校
勘
記
の
冒
頭
に
は
「
鈴
木
虎
雄
黄
叔
琳
本
文
心

離
龍
校
勘
記
」
な
る
一
文
が
あ
り
、
第
一
緒
言
は
こ
う
い
う
書
き
出
し
で

始
ま
る
。

「
大
正
乙
丑
春
、
斯
波
吉
川
一
一
子
、
在
大
学
、
課
以
文
心
離
龍
、
因
校

諸
本
、
相
共
読
之
、
二
子
用
工
甚
力
、
起
予
之
言
不
勘
」
と
。

訓
読
す
れ
ば
「
大
正
乙
丑
ノ
春
(
一
九
二
五
)
、
斯
波
(
六
郎
)
吉
川
(
幸

次
郎
)
ノ
二
子
、
大
学
ニ
在
リ
テ
課
ス
ル
ニ
『
文
心
離
龍
」
ヲ
以
テ
ス
、

因
テ
諸
本
ヲ
校
シ
、
相
共
ニ
之
ヲ
読
メ
リ
、
二
子
ガ
用
工
甚
ダ
力
(
勤
)

メ
、
予
ヲ
起
ス
ノ
言
、
勘
(
少
)
ナ
カ
ラ
ズ
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
に
依
れ
ば
、
鈴
木
の
大
学
で
の
授
業
テ
キ
ス
ト
は
『
文
心
離
龍
」
が

使
用
さ
れ
、
諸
本
の
刊
本
の
校
勘
が
行
な
わ
れ
、
斯
波
、
吉
川
の
二
学
生

と
共
に
読
ん
だ
ら
し
い
。
二
学
生
は
真
面
目
な
学
習
態
度
で
、
先
生
を
啓

発
す
る
発
言
さ
え
も
少
な
く
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
斯
波
六

郎
は
、
後
に
広
島
大
学
で
教
鞭
を
と
り
、
『
文
選
』
学
、
『
文
心
離
龍
」
学

に
お
い
て
双
ぶ
者
な
き
大
家
と
な
る
。
そ
の
業
績
は
、
現
代
中
国
に
お
い
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て
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
吉
川
幸
次
郎
は
、
高
橋
の
恩
師
で
あ
る
。

中
国
文
学
界
の
不
世
出
の
泰
斗
で
あ
る
。
あ
れ
ほ
ど
中
国
文
学
の
全
分
野

に
精
通
し
て
い
な
が
ら
、
吉
川
に
は
『
文
選
」
『
文
心
雌
龍
』
に
関
す
る

専
論
が
見
当
ら
な
い
。
そ
の
分
野
の
研
究
は
、
学
友
の
斯
波
に
委
せ
き
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
問
研
究
の
清
し
き
一
事
で
あ
ろ
う
。

後
年
、
吉
川
は
斯
波
の
「
『
文
心
雌
龍
」
札
記
」
に
懇
切
な
評
文
を
寄

せ
て
い
る
。
両
氏
の
文
章
は
、
現
代
中
国
の
『
文
心
離
龍
」
研
究
の
理
論

学
の
雄
で
あ
る
王
元
化
の
選
篇
で
「
日
本
研
究
〈
文
心
離
龍
〉
論
文
集
」

(
斉
魯
書
社
、
一
九
八
三
年
)
と
題
さ
れ
た
日
本
人
の
『
文
心
離
龍
」
研

究
の
主
だ
っ
た
論
文
を
中
国
訳
し
た
書
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

吉
川
は
終
生
『
文
心
雌
龍
』
関
係
の
専
論
を
著
さ
な
か
っ
た
が
、
彼
の

逝
去
後
、
師
の
私
蔵
書
を
閲
覧
し
た
弟
子
の
興
膳
宏
に
よ
れ
ば
、
本
書
に

は
び
っ
し
り
と
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

興
膳
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
中
国
、
台
湾
、
香
港
ひ
い
て
は
欧
米
の
中

国
文
学
研
究
界
に
も
名
の
通
っ
た
龍
学
の
権
威
で
も
あ
る
。
彼
の
『
文
心

離
龍
」
関
係
論
文
も
つ
と
に
中
国
で
有
名
で
そ
の
業
績
は
、
中
国
訳
さ
れ

単
刊
本
に
も
な
っ
て
い
る
。
『
興
膳
宏
〈
文
心
離
龍
〉
論
文
集
」
(
彰
思
華

編
訳
、
斉
魯
書
社
、
一
九
八
四
年
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
輿
膳
宏
は
、
現
在

京
都
大
学
文
学
部
中
国
文
学
科
の
教
授
で
あ
り
、
高
橋
の
後
任
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
鈴
木
・
吉
川
・
高
橋
・
興
膳
と
連
な
っ
て
、
い

わ
ば
京
大
の
中
国
文
学
科
に
あ
っ
て
は
「
文
心
雌
龍
」
研
究
は
、
表
現
は

適
格
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
お
家
芸
、
〈
家
学
〉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た。
高
橋
の
「
文
心
離
龍
』
研
究
も
そ
の
よ
う
な
伝
統
に
培
わ
れ
た
所
産
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

竹
内
好
が
「
尊
敬
の
念
を
新
た
に
し
た
」
「
簡
に
し
て
要
を
え
た
」
と

記
し
て
い
る
鈴
木
の
『
文
心
雌
龍
」
解
説
(
「
支
那
詩
論
史
』
)
は
、
校
勘

実
証
に
基
づ
い
て
篤
実
な
授
業
演
習
と
研
究
の
下
に
成
立
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
一
朝
一
夕
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

...... 明

J、

高
橋
の
卒
業
論
文
に
到
る
前
に
も
う
少
し
回
り
道
を
し
た
い
。
彼
は
大

学
に
入
つ
て
の
ち
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
「
純
粋
現
象
学
な
ら
び
に
純
粋
現
象

学
的
哲
学
考
察
」
と
埴
谷
雄
高
の
「
死
霊
」
と
劉
僻
の
「
文
心
離
龍
」
に

よ
っ
て
震
憾
さ
れ
た
こ
と
を
「
私
の
読
書
遍
歴
」
(
「
全
集
」
第
十
四
巻
所
収
)

に
書
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
書
物
と
の
執
劫
な
対
話
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
も
の
が
あ
る
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。

人
は
生
涯
の
う
ち
に
自
分
自
身
を
心
底
か
ら
震
擁
さ
れ
る
よ
う
な
本
に

出
逢
っ
た
体
験
を
誰
し
も
が
持
つ
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
青
春
の
時
代

が
多
い
。

い
わ
ば
そ
の
人
の
精
神
形
成
の
原
質
と
か
核
芯
と
な
り
う
る
も
の
で
あ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
自
己
を
形
成
す
る
素
因
は
書
籍
の
み
で
は
な
く
、

人
や
物
や
事
象
と
の
避
遁
に
も
因
る
。
高
橋
の
場
合
、
本
と
し
て
は
上
記

三
冊
が
彼
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
ら
し
い
。
ま
た
人
と
し
て
は
、
彼

の
師
で
あ
る
吉
川
幸
次
郎
と
の
出
逢
い
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
事
象
と
し
て

は
あ
の
ま
け
い
く
さ
が
あ
っ
た
。
こ
の
本
と
人
と
事
象
の
三
件
と
の
出
逢

い
が
、
彼
の
精
神
形
成
に
い
か
に
重
要
な
作
用
を
果
た
し
た
か
は
、
ど
の
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よ
う
に
論
じ
て
も
論
じ
尽
く
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
本
に
つ
い
て
は
、
フ
ッ
サ
l
ル
、
埴
谷
、
劉
紙
の
表
現
態
度
に
共

通
す
る
も
の
は
、
〈
対
象
の
凝
視
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
高
橋
の

言
葉
で
言
え
ば
前
稿
に
記
し
た
〈
観
賞
的
態
度
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〈
対
象
の
凝
視
〉
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
何
の
世
界
に
も
通
じ
る
必
須
の

条
件
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
三
人
の
著
作
を
読
ん
で
お
の
ず
か
ら
解
る
こ
と

は
〈
も
の
を
視
つ
め
る
〉
と
い
う
こ
と
が
生
半
可
な
こ
と
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

意
識
を
対
象
に
密
着
さ
せ
、
そ
の
流
れ
や
動
き
を
何
の
主
観
も
交
え
ず

冷
静
に
追
う
と
い
う
心
的
操
作
は
、
現
象
学
の
入
口
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
l

ル
の
現
象
学
の
真
髄
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
埴
谷
雄
高
の
『
死
霊
』
は
、
彼

が
切
望
す
る
〈
意
識
が
即
存
在
〉
で
あ
る
よ
う
な
凝
視
者
の
小
説
で
あ
る
。

現
象
学
の
術
語
の
〈
エ
ポ
ケ
l
〉
や
「
死
霊
」
の
基
調
音
で
あ
る
〈
自
同

律
〉
の
不
快
に
つ
い
て
何
ほ
ど
か
の
理
解
あ
る
者
な
ら
ば
、
私
が
何
を
言

わ
ん
と
し
て
い
る
か
が
少
し
は
解
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。

「
現
象
学
の
〈
真
理
〉
と
は
だ
か
ら
、
「
意
識
」
が
、
自
己
を
構
成
し
、

他
我
を
構
成
し
、
諸
物
や
、
諸
理
念
や
、
諸
意
味
を
構
成
し
、
そ
う
し
て

結
局
〈
世
界
〉
を
構
成
し
て
い
く
道
す
じ
を
、
誰
で
も
が
ま
っ
た
く
客
観

的
に
学
び
と
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
言
葉
に
定
着
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
1
ル
が
「
厳
密
学
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
こ
う
い
う
こ

と
だ
っ
た
の
だ
」
(
『
別
冊
宝
島
』
制
、
現
代
思
想
・
入
門
)
と
新
し
い
時

代
の
思
想
・
文
学
界
の
俊
英
竹
田
青
嗣
は
「
現
象
学
」
の
解
説
に
こ
う
述

べ
て
い
る
。

「
誰
で
も
が
ま
っ
た
く
客
観
的
に
学
び
と
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
言
葉
に

定
着
す
る
」
(
傍
点
は
竹
田
)
と
い
う
文
章
表
現
の
理
論
的
方
法
論
を
劉

蹴
は
『
文
心
離
龍
』
の
神
思
篇
に
細
密
に
考
察
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
者

は
、
高
橋
が
な
ぜ
こ
れ
ら
形
而
上
学
の
理
論
に
心
魅
か
れ
て
い
た
か
が
よ

く
解
る
。
現
象
学
の
「
エ
ポ
ケ
l
」
と
神
思
篇
の
「
虚
静
」
と
を
結
び
つ

け
る
の
は
無
謀
な
試
み
で
あ
る
こ
と
筆
者
も
わ
か
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
い

が
、
高
橋
の
内
的
位
相
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
が
結
ぼ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

想
像
に
難
く
な
い
、
と
は
言
っ
て
お
い
て
よ
い
か
と
思
う
。
高
橋
の
小
説

作
品
の
地
の
文
の
描
写
の
余
り
に
も
細
密
で
長
い
そ
れ
に
畔
易
し
て
い
る

評
者
が
少
な
か
ら
ず
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
彼
の
好
み
の
資
質
で
あ
っ
た

こ
と
も
こ
の
辺
り
か
ら
推
測
し
う
る
。

「
日
は
暮
れ
、
月
も
傾
き
、
明
け
方
、
川
原
へ
擢
災
者
と
と
も
に
流
さ

れ
て
い
っ
た
そ
の
川
原
の
情
景
、
河
豚
の
よ
う
に
白
い
腹
を
出
し
て
浮
い

て
い
る
死
体
、
な
に
よ
り
も
耐
え
が
た
い
死
臭
。
現
象
学
者
の
よ
う
に
、

樹
々
は
風
に
よ
っ
て
動
く
と
は
み
ず
、
そ
の
動
く
一
枚
一
枚
の
葉
の
形
状

ま
で
も
西
村
は
書
き
こ
ん
で
い
っ
た
。
理
論
的
研
績
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

記
憶
へ
の
忠
誠
に
よ
っ
て
西
村
は
純
粋
現
象
学
の
方
法
を
お
の
ず
か
ら
体

得
し
て
い
た
の
だ
」
(
『
憂
欝
な
る
党
派
』
一
ム
ハ
六
頁
i
一
六
七
頁
、
『
全
集
』

第
五
巻
所
収
)
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
余
筆
に
な
る
が
、
こ
の
第

五
章
の
2
に
は
、
こ
の
後
に
西
村
の
友
人
で
大
学
で
近
世
哲
学
を
学
ん
だ

と
い
う
古
在
の
哲
学
史
の
講
義
の
よ
う
な
文
章
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
前
引

の
文
に
続
け
て
「
庭
に
あ
る
一
本
の
樹
、
路
傍
に
転
が
る
履
き
古
し
た
下

駄
一
つ
も
、
そ
の
周
り
を
廻
っ
て
み
な
い
か
ぎ
り
、
人
に
は
そ
の
形
状
は

わ
か
ら
ず
、
そ
し
て
所
詮
人
は
常
に
物
の
一
面
し
か
見
て
は
い
な
い
。
免

れ
が
た
い
一
面
性
、
そ
れ
を
逆
に
西
村
は
固
執
し
た
。
走
っ
て
い
る
列
車

-33-



の
片
側
し
か
見
え
な
く
て
も
、
も
ち
ろ
ん
人
に
は
、
そ
の
乗
物
が
立
体
的

で
あ
る
こ
と
、
隠
れ
て
い
る
裏
側
に
も
同
じ
数
の
窓
、
同
じ
大
き
さ
の
車

輪
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
。
想
像
力
で
、
理
解
で
、
変
ら
な

い
日
常
に
立
脚
し
た
常
識
に
よ
っ
て
。
し
か
し
西
村
は
、
こ
と
さ
ら
に
焼

け
た
だ
れ
た
死
体
の
裏
側
を
想
定
し
な
か
っ
た
。
死
と
苦
痛
の
裏
面
に
な

に
が
あ
る
か
。
そ
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
時
そ
の
場
に
〈
死
〉
が
枕
を

つ
ら
ね
て
転
が
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
も
質
問
し
な
か
っ
た
。
ー
ー

と
し
て
、
そ
の
方
法
こ
そ
が
逆
に
、
現
に
そ
こ
に
、
蟹
の
よ
う
に
手
足
を

ま
げ
て
転
が
っ
て
い
る
死
体
、
棒
切
れ
の
よ
う
に
立
ち
す
く
ん
で
い
る
並

木
の
残
骸
に
対
す
る
最
も
正
確
な
見
方
だ
っ
た
の
だ
」

原
爆
被
爆
直
後
の
広
島
の
町
の
惨
状
を
「
記
憶
へ
の
忠
誠
」
に
よ
っ
て

「
体
得
し
た
」
「
現
象
学
的
方
法
」
に
よ
る
西
村
の
描
写
の
姿
勢
は
こ
う

な
る
。
そ
れ
が
〈
純
粋
現
象
学
の
方
法
〉
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
と
に
か
く
小
説
に
こ
う
い
う
描
写
を
す
る
作
家
が
出
て
来
た
こ
と
に
、

当
時
ま
だ
学
生
で
あ
っ
た
私
た
ち
は
び
っ
く
り
し
た
こ
と
を
確
と
憶
え
て

い
る
。
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
こ
れ
が
高
橋
の
資
質
で
あ
り
文
体
で
も
あ
る
。

彼
は
哲
学
に
関
し
て
も
相
当
の
造
詣
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
友
人
の
証
言
や

諸
評
論
か
ら
窺
い
う
る
が
、
川
西
政
明
・
村
井
英
雄
の
共
編
に
な
る
「
編

年
体
・
評
伝
高
橋
和
巳
」
(
『
国
文
学
』
昭
和
日
年
1
月
号
、
高
橋
和
巳
の
問

い
か
け
る
も
の
)
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
「
こ
の
年
、
(
一
九
五
一

年
、
昭
和
初
年
、
高
橋
却
歳
)
再
び
桑
原
武
夫
の
文
学
概
論
を
受
け
る
と

と
も
に
、
哲
学
専
攻
の
特
殊
講
義
で
あ
る
三
宅
剛
一
の
現
象
学
講
義
を
聴

講
し
た
。
:
:
:
現
象
学
講
義
は
、
哲
学
専
攻
の
学
生
で
す
ら
容
易
に
聴
き

続
け
る
こ
と
の
難
し
い
授
業
で
あ
っ
た
が
、
最
後
ま
で
聴
講
し
、
こ
の
経

験
は
そ
の
後
小
説
を
書
い
て
い
く
上
で
大
い
に
役
立
っ
た
」
と
。
余
筆
の

余
筆
に
な
る
が
、
筆
者
は
『
文
心
雌
龍
』
神
思
篇
の
文
章
の
創
作
過
程
に

お
け
る
外
界
の
創
作
対
象
(
劉
拙
の
語
で
は
〈
物
〉
と
い
う
)
と
作
者
の

意
識
(
劉
蹴
の
語
で
は
〈
神
〉
と
い
う
)
と
が
い
か
な
る
相
関
関
係
に
よ
っ

て
言
語
が
産
み
出
さ
れ
文
章
と
し
て
定
着
す
る
か
と
い
う
〈
神
物
融
合
〉

の
過
程
に
興
味
を
抱
い
て
考
察
を
進
め
て
い
る
の
だ
が
、
現
象
学
も
ま
た

そ
の
こ
と
を
啓
発
す
る
一
項
で
あ
っ
た
。
も
う
少
し
言
え
ば
、
人
間
の
意

識
と
外
界
の
事
象
(
既
得
の
言
語
に
よ
る
観
念
の
操
作
を
含
め
て
)
と
が
ど

の
よ
う
に
相
関
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
文
章
の
創
作
の
根
源
に
関

る
だ
け
で
な
く
全
て
の
観
念
世
界
を
追
究
す
る
学
の
根
底
に
大
き
く
横
た

わ
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
前
引
の
高
橋
の
文
章
を
借
り
て
少
し
説
明
す

れ
ば
「
走
っ
て
い
る
列
車
の
片
側
し
か
見
え
な
く
て
も
、
も
ち
ろ
ん
人
に

は
、
そ
の
乗
物
が
立
体
的
で
あ
る
こ
と
、
隠
れ
て
い
る
裏
側
に
も
同
じ
数

の
窓
、
同
じ
大
き
さ
の
車
輪
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
。
想
像

力
で
、
理
解
で
、
変
ら
な
い
日
常
に
立
脚
し
た
常
識
に
よ
っ
て
」
と
い
う

こ
と
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
が
想
像
力
で
あ
り
日
常
の
常
識
で
あ
り
、
文
章
創

作
の
秘
密
の
鍵
も
実
は
そ
の
辺
り
に
あ
る
。
西
村
は
そ
の
想
像
力
を
意
識

的
に
避
け
て
〈
エ
ポ
ケ
l
〉
に
徹
し
て
冷
徹
な
描
写
の
態
度
を
と
っ
た
わ

け
だ
が
、
現
代
哲
学
の
歩
ん
で
き
た
道
程
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
日
常
に
立

脚
し
た
常
識
を
逆
手
に
と
っ
て
過
去
の
哲
学
に
再
点
検
を
迫
る
人
が
い

る
。
先
に
記
し
た
筆
者
の
考
察
を
深
め
て
く
れ
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る

も
の
で
あ
る
。

「
世
界
現
相
は
、
森
羅
万
象
、
悉
く
「
意
味
」
を

n
帯
び
μ

た
相
で
現

前
す
る
。
各
々
の
現
象
は
、
そ
の
都
度
す
で
に
、
単
な
る
「
所
与
」
以
上

a且
τ

q
J
 



の
「
或
る
も
の
」
と
し
て
覚
知
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
り
換

言
す
れ
ば
「
「
現
相
」
は
、

H

本
体
の
仮
現
し
た
現
象
H

で
は
な
く
、
さ
り

と
て
単
に
グ
自
己
自
身
を
示
す
も
の
u

で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
そ
の
都

度
す
で
に
「
所
与
以
上
の
或
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
」
と
な
る
。
(
広
松

渉
「
存
在
と
意
味
」
緒
論
)

こ
れ
は
広
松
渉
の
〈
四
肢
的
構
造
論
〉
の
発
想
の
原
点
に
な
る
も
の
だ

が
、
高
橋
の
現
象
学
的
描
写
は
今
措
い
て
、
筆
者
に
と
っ
て
は
こ
の
広
松

渉
の
理
論
は
、
勿
論
難
解
な
部
分
は
多
い
(
あ
の
難
字
の
群
の
こ
と
で
は

な
い
。
あ
れ
く
ら
い
な
ら
ま
あ
ま
あ
私
に
も
読
め
る
)
に
し
て
も
、
眼
を
聞

か
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

次
に
埴
谷
雄
高
の
『
死
霊
」
は
、
彼
が
獄
中
で
読
ん
だ
カ
ン
ト
の
哲
学

と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
l
の
『
カ
ラ
マ
l
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
「
大
審
問
官
」

の
一
章
に
触
発
さ
れ
て
発
想
し
た
こ
と
は
、
彼
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
で

あ
る
。
意
識
が
即
存
在
で
あ
り
え
な
い
こ
と
へ
の
焦
燥
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ

た
一
大
実
験
小
説
と
も
言
え
る
。
埴
谷
の
「
死
霊
』
が
高
橋
に
対
し
て
い

か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
?
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
余
り
に
も
問
題

が
大
き
す
ぎ
て
今
こ
こ
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
の
で
別
稿
に
譲
る
こ
と
に

し
た
い
。

こ
の
二
人
の
文
学
の
同
異
の
点
は
、
川
西
政
明
の
『
不
果
志
の
運

AT-

-
高
橋
和
巳
に
つ
い
て
の
断
片
的
な
考
察

l
l」
(
講
談
社
、
昭
和
四
九
年

発
行
)
の
「
観
念
と
想
像
力
」
の
章
に
詳
し
い
。
そ
の
二
人
の
相
異
点
を

埴
谷
自
身
が
本
書
に
寄
せ
た
序
文
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
私
は

現
実
の
香
那
教
に
接
し
た
と
き
、
私
自
身
の
思
想
的
課
題
に
応
じ
て
大
雄

を
私
流
に
「
架
空
」
な
か
た
ち
へ
つ
く
り
か
え
る
こ
と
だ
け
に
専
念
し
た

け
れ
ど
も
、
高
橋
和
巳
は
私
の
序
文
の
な
か
の
香
那
教
か
ら
イ
ン
ド
に
実

在
す
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
歴
史
へ
戻
っ
て
そ
の
「
現
実
」
の
か
た
ち
の
仔
細

を
克
明
に
調
べ
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
私
の
精
神
的
姿
勢
が
ひ
た
す
ら

妄
想
的
、
現
実
の
向
う
へ
数
歩
で
も
踏
み
で
よ
う
と
す
る
非
現
実
志
向
を

も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
高
橋
和
巳
の
そ
れ
は
、
学
問
的
で
、
そ
し
て

彼
自
ら
が
「
還
行
」
と
名
づ
け
た
と
こ
ろ
の
生
々
し
い
現
実
性
を
帯
び
た

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」

〈
還
行
〉
の
語
は
、
高
橋
が
『
逸
脱
の
論
理
|
|
埴
谷
雄
高
論
』
(
『
全

集
」
第
十
三
巻
所
収
)
の
終
り
で
釈
迦
に
託
し
て
埴
谷
に
希
望
す
る
鍵
語

で
あ
り
、
そ
れ
は
高
橋
自
身
の
生
き
方
の
姿
勢
の
自
己
宣
言
の
要
約
の
語

で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
も
う
少
し
説
明
が
必
要
に
ち
が
い
な
い
。

「
思
う
に
、
表
現
と
は
、
何
ら
か
の
型
で
の
思
想
の
還
行
で
あ
る
。
折

角
よ
じ
登
っ
た
高
み
か
ら
、
涙
を
の
ん
で
俗
界
に
ひ
き
か
え
さ
ね
ば
、
そ

の
思
想
は
餓
死
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
『
死
霊
』
の
終
末
近

く
に
予
定
さ
れ
る
と
い
う
マ
ハ

l
ヴ
ィ
ラ
と
シ
l
ク
ハ
・
ム
ニ
と
の
対
話

に
、
ま
こ
と
に
勝
手
極
ま
る
注
文
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
全
否

定
と
全
肯
定
の
出
あ
い
に
、
釈
迦
の
〈
還
行
〉
と
い
う
観
念
が
付
け
く
わ

え
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
:
:
:
こ
の
二
教
の
始
祖
の
思
弁
と
立
脚
点

に
、
そ
れ
ほ
ど
の
大
差
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
無
所
有
の
観
念
、
平

等
の
観
念
、
そ
し
て
壮
大
に
否
定
し
去
っ
て
ゆ
く
弁
証
の
形
態
、
教
典
に

結
集
さ
れ
る
過
程
の
相
互
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
共
通
す
る
部
分
が

多
い
。
何
が
違
っ
た
か
?
救
済
論
的
に
は
、
彼
ら
が
観
自
在
の
境
地
に
は

い
っ
た
と
き
、
そ
の
と
き
な
お
直
線
的
に
、
飢
餓
衰
滅
へ
と
進
ん
だ
か
、

は
っ
た
と
立
ち
止
り
、
し
ば
ら
く
遼
巡
し
て
振
り
返
り
、
婁
れ
た
頬
に
涙

お



し
な
が
ら
、
い
ま
超
越
し
た
穣
士
、
悟
り
え
ざ
る
凡
愚
の
満
て
る
〈
婆
婆
〉

へ
と
ひ
き
か
え
し
た
か
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
。
架
空
対
話
の
場
で
は
、
虚

体
論
志
向
の
論
理
か
ら
い
っ
て
、
さ
ら
に
ま
た
、
〈
そ
れ
ゆ
え
〉
に
と
断

崖
か
ら
つ
き
出
ず
に
横
に
ず
れ
た
そ
の
〈
還
行
v

構
造
か
ら
い
っ
て
も
、

釈
迦
の
方
が
破
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
思
う
。
だ
が
、
彼
は
還
行

せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

高
橋
は
別
に
解
り
に
く
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
己

救
済
(
他
者
救
済
で
も
よ
い
)
の
た
め
に
閉
居
修
業
し
た
者
は
、
そ
の
修

業
中
に
身
に
つ
け
た
で
あ
ろ
う
観
念
に
よ
る
世
界
の
構
築
の
知
恵
を
他
者

の
為
に
役
立
て
よ
。
そ
の
為
に
は
〈
裟
婆
〉
に
〈
還
行
v

し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
埴
谷
自
身
に
も
切
望
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

大
雄
の
よ
う
に
で
は
な
く
釈
迦
の
よ
う
に
今
一
度
現
実
社
会
に
運
行
せ

よ
と
。
高
橋
自
身
が
そ
の
論
に
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
脳

裡
胸
底
に
は
次
の
よ
う
な
想
念
も
き
っ
と
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
老

子
の
よ
う
に
生
き
る
の
で
は
な
く
孔
子
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
。
そ
れ
が

生
き
る
と
い
う
こ
と
だ
」
と
。
し
か
し
、
大
雄
も
老
子
も
生
ま
れ
つ
い
て

の
避
世
(
隠
遁
で
は
な
い
)
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
悲
惨
の
世
と

人
と
そ
れ
へ
の
自
己
の
非
力
を
痛
感
し
た
か
ら
こ
そ
の
避
世
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。

埴
谷
雄
高
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
戦
前
の
日
本
共
産
党
運
動
に
加
わ

り
、
日
本
で
最
初
の
「
農
業
綱
領
草
案
」
の
起
草
に
ま
で
参
画
し
た
果
て

の
避
世
で
あ
っ
た
。

「
み
つ
る
ほ
ど
の
も
の
は
み
」
て
き
た
彼
に
〈
還
行
〉
を
切
望
す
る
の

は
高
橋
の
自
由
だ
が
、
実
践
と
は
そ
れ
ほ
ど
生
易
し
い
も
の
で
は
な
い
こ

と
は
、
高
橋
自
身
が
後
年
大
学
闘
争
の
さ
中
に
身
を
も
っ
て
知
る
こ
と
に

な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
闘
争
へ
の
関
り
を
高
橋
の
す
ぐ
傍
に
い
た
妻
や

近
い
友
人
た
ち
は
、
こ
ぞ
っ
て
不
承
知
だ
が
、
現
実
社
会
へ
の
〈
還
行
v

に
よ
る
実
践
は
、
彼
の
儒
教
精
神
と
こ
の
埴
谷
へ
の
切
望
に
見
て
と
れ
る

知
く
、
そ
れ
は
偶
然
の
有
縁
か
ら
の
関
り
な
ど
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
よ

く
納
得
さ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
後
に
ふ
れ
る
。

順
序
と
し
て
は
、
こ
こ
で
三
冊
の
本
の
も
う
一
冊
の
「
文
心
離
龍
』
に

な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
も
う
少
し
後
回
し
に
し
て
、
師
の
吉
川
幸
次
郎

と
の
出
逢
い
を
み
て
お
こ
う
。

七

高
橋
和
巳
の
担
当
編
集
者
で
あ
っ
た
川
西
政
明
は
、
高
橋
に
就
い
て
書

い
た
本
を
二
冊
上
梓
し
て
い
る
。

『
不
果
志
の
運
命
』
、
(
既
上
引
)
と
『
評
伝
高
橋
和
巳
」
(
昭
和
五
十
六

年
発
行
、
講
談
社
)
で
あ
る
。
両
書
に
は
、
身
近
に
あ
っ
た
者
し
か
聞
き

え
な
い
挿
話
な
ど
も
入
っ
て
お
り
、
高
橋
が
家
族
や
友
人
や
同
僚
や
そ
し

て
妻
に
さ
え
見
せ
な
か
っ
た
一
面
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
彼
は
ま
た
『
全
集
」
の
校
訂
編
集
者
で
も
あ
り
、
現
在
、
生

前
の
高
橋
和
巳
を
最
も
深
く
理
解
し
て
い
た
ひ
と
り
で
あ
る
。
筆
者
の
本

拙
論
も
川
西
の
全
仕
事
か
ら
相
当
の
教
え
を
享
け
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
に

記
し
て
お
礼
を
言
っ
て
お
き
た
い
。
も
し
高
橋
に
こ
れ
ほ
ど
有
能
な
担
当

者
が
就
い
て
い
な
か
っ
た
ら
、
あ
れ
だ
け
き
ち
ん
と
ま
と
ま
っ
た
『
全
集
」

を
私
た
ち
は
今
も
読
む
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
を
考
え
た
時
、
川
西
の

存
在
に
は
頭
の
下
が
る
思
い
が
切
に
す
る
。

怯
州



一
九
五
一
年
(
昭
和
お
年
)
二

O
歳
の
高
橋
は
、
四
月
、
京
大
の
文
学

部
中
国
語
中
国
文
学
科
に
進
学
し
た
。
そ
の
時
の
主
任
教
授
が
吉
川
幸
次

郎
で
あ
っ
た
。

清
朝
考
証
学
の
最
後
の
後
継
者
を
自
認
す
る
吉
川
の
学
問
の
実
証
学
を

根
底
に
据
え
た
中
国
文
学
の
全
業
績
の
真
価
に
つ
い
て
は
、
筆
者
ご
と
き

が
賛
言
を
は
さ
む
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
。

師
に
つ
い
て
高
橋
は
「
詩
の
粋
|
|
吉
川
幸
次
郎
『
随
想
集
』
の
た
め

に
」
(
「
全
集
」
第
十
三
巻
所
収
)
に
敬
愛
の
念
を
こ
め
て
書
い
て
い
る
。

「
た
と
え
ば
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
学
生
時
代
、
胃
癌
で
父
を
失
っ

た
私
は
、
二
、
三
日
し
て
そ
の
こ
と
を
先
生
に
報
告
に
い
っ
た
。
そ
の
時

で
あ
る
。
私
の
言
葉
を
き
か
れ
る
や
、
先
生
の
顔
色
は
さ
っ
と
蒼
ざ
め
、

椅
子
か
ら
挑
ぶ
よ
う
に
立
ち
あ
が
ら
れ
、
数
歩
あ
と
ず
さ
り
つ
つ
、
哀
弔

の
言
葉
を
の
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
:
:
:
母
が
遺
骸
に
と
り
す
が
り
、
兄

弟
や
親
類
の
人
々
が
落
涙
す
る
さ
な
か
、
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
ル
の
状
態
に

あ
っ
た
私
は
、
吉
川
先
生
の
哀
悼
の
一
言
葉
を
聞
き
、
研
究
室
を
出
て
校
門

に
い
た
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
人
の
い
ぶ
か
る
の
も
か
ま
わ
ず
、
海
詑
と
涙

を
流
し
つ
づ
け
た
」

こ
れ
を
読
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
受
け
と
り
方
は

あ
る
だ
ろ
う
。
勿
論
、
私
に
も
あ
る
。
弟
子
の
父
親
の
死
に
対
し
て
師
た

る
人
は
、
儒
教
の
喪
礼
で
は
ど
う
い
う
仕
草
を
す
る
の
か
な
ど
、
私
は
知

ら
な
い
し
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
。
し
か
し
こ
こ
で
師
の
吉

川
が
弟
子
に
対
し
て
取
っ
た
態
度
に
は
、
弟
子
を
落
涙
さ
せ
る
ほ
ど
の
い

た
わ
り
と
思
い
や
り
が
穆
み
出
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
し

う
る
。
現
在
、
教
育
の
荒
廃
が
声
高
に
叫
ば
れ
、
師
弟
愛
な
ど
見
る
べ
く

も
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
最
た
る
因
は
、
師
た
る
者
の
学
問
の
怠

惰
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
教
え
子
へ
の
い
た
わ
り
ゃ
お
も
い
や
り

の
欠
加
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
学
問
と
肢
く
と
き
、
ず
っ
し
り
と
響
く
あ
る
重
味
を
意
識
す
る
の
は
、

先
生
の
存
在
を
通
じ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
学
的
誠
実
の
上
に
、

先
生
の
中
国
の
詩
文
へ
の
傾
倒
が
開
花
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
い
か
な
る
痛

切
な
文
章
も
、
そ
れ
が
教
室
で
講
ぜ
ら
れ
る
や
砂
を
噛
む
よ
う
な
無
感
動

な
死
語
と
化
す
経
験
に
、
大
学
に
お
け
る
文
学
研
究
な
る
も
の
を
懐
疑
し

て
い
た
私
は
、
あ
た
か
も
手
に
触
れ
た
も
の
を
こ
と
ご
と
く
黄
金
と
化
し

た
マ
イ
ダ
ス
王
の
よ
う
に
、
朕
巻
中
に
眠
る
詩
文
を
先
生
が
た
ち
ま
ち
蘇

生
さ
せ
、
開
花
さ
せ
る
の
を
、
い
く
た
び
か
驚
異
の
思
い
で
見
聞
き
し
た

も
の
で
あ
る
」
(
前
掲
書
)

ま
た
高
橋
は
師
の
授
業
を
「
吉
川
幸
次
郎
「
中
国
詩
史
」
解
説
」
(
『
全

集
」
第
十
三
巻
所
収
)
に
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
吉
川
の
授
業
は
、

多
く
の
場
合
ノ
i
ト
は
作
ら
ず
、
教
壇
で
ゆ
っ
く
り
と
原
典
を
見
開
い
て

引
用
し
板
書
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

「
時
折
り
眼
鏡
を
光
ら
せ
て
窓
外
に
目
を
そ
ら
し
つ
つ
熟
慮
さ
れ
、
ま

た
語
り
つ
が
れ
る
。
文
章
化
さ
れ
た
論
文
に
比
し
て
、
む
ろ
ん
あ
る
種
の

渋
滞
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
よ
り
自
由
な
飛
期
も
あ
り
、
二
時
間
の
講
義

に
出
席
す
れ
ば
、
学
問
上
は
も
ち
ろ
ん
、
文
学
全
般
の
問
題
に
つ
い
て
、

か
な
ら
ず
、
何
か
の
啓
示
が
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
解
説
者
は
当
時
創

作
を
ひ
そ
か
に
志
し
て
い
た
が
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
は
却
っ
て
接
し
が
た

い
文
学
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
、
言
い
か
え
れ
ば
普
遍
な
文
学
的
啓
示
を

う
る
喜
び
を
味
っ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
作
品
が
教
壇
で
講
ぜ
ら
れ
る
と
、
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と
た
ん
に
色
あ
せ
る
と
い
う
の
が
、
大
方
の
常
識
で
あ
る
が
、
博
士
の
場

合
は
違
っ
て
い
た
。
朕
の
中
に
と
じ
こ
め
ら
れ
、
一
つ
の
文
献
と
し
て
睡
っ

て
い
た
文
章
が
、
博
士
が
そ
の
意
味
を
説
き
あ
か
し
は
じ
め
る
や
、
た
ち

ま
ち
に
一
つ
の
価
値
と
し
て
躍
動
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
」

他
学
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
が
、
こ
と
文
学
に
関
す
る
限
り
、
大
学
の

講
義
の
〈
味
気
な
き
〉
は
、
多
く
の
人
々
の
共
通
の
諒
解
で
あ
ろ
う
が
、

高
橋
は
吉
川
の
講
義
に
出
席
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
の
詩
文
を
肉
化

し
つ
つ
同
時
に
〈
文
学
す
る
楽
し
み
〉
を
も
味
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

教
室
に
は
年
々
受
業
生
は
限
り
な
い
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
が
、
師
の
講
義
か

ら
啓
示
を
、
つ
け
る
者
は
、
稀
に
違
い
な
い
。
中
国
の
詩
文
の
講
義
を
通
し

て
そ
れ
が
普
遍
な
文
学
に
通
じ
る
よ
う
な
喜
び
を
味
っ
て
い
た
、
と
い
う

高
橋
の
述
懐
か
ら
師
と
弟
子
の
二
人
格
の
出
逢
い
の
愉
楽
を
思
わ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。

先
掲
の
竹
内
好
の
文
章
に
は
、
吉
川
は
京
都
大
学
を
卒
業
す
る
と
す
ぐ

三
年
間
中
国
へ
留
学
し
、
帰
国
後
、
東
方
文
化
学
院
京
都
研
究
所
の
研
究

員
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
一
九
=
二
年
。
一
六
年
間
こ
こ
に
在
職
後
、
一
九

四
七
年
に
京
都
大
学
文
学
部
の
教
授
と
な
る
。
高
橋
の
京
大
入
学
は
一
九

四
九
年
。
そ
の
間
わ
ず
か
に
二
年
。
も
し
か
り
に
吉
川
が
前
任
者
の
青
木

正
児
と
交
替
の
時
期
が
少
し
遅
れ
て
「
高
橋
が
最
初
に
吉
川
で
な
く
青
木

に
出
あ
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
か
れ
の
運
命
は
大
き
く
変
っ
た
か
も
し
れ

な
い
」
と
い
う
暗
示
的
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
中
国
文
学
を
媒
体
に
し
て
出
逢
っ
た
師
弟
の
避
遁
は
、
や

は
り
運
命
的
な
も
の
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
当
時
の
京
都
大
学
の
学
風
な
る
も
の
は
「
さ
ら

に
ま
た
、
京
都
大
学
を
中
心
と
す
る
極
度
に
厳
格
な
実
証
主
義
的
学
風
は
、

文
学
青
年
気
質
な
ど
全
然
ょ
せ
っ
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
太
宰
治

が
か
り
に
京
都
シ
ナ
学
系
に
籍
を
お
い
て
い
た
ら
、
そ
の
文
学
的
開
花
以

前
に
自
殺
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
」
(
「
京
都
の
文
学
青
年
達
」
「
全
集
」
第
十

四
巻
所
収
)
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

良
か
れ
悪
し
か
れ
、
学
問
研
究
が
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
体
験
は
、

筆
者
な
ど
に
さ
え
多
少
は
あ
る
が
、
京
大
の
雰
囲
気
は
一
種
特
別
の
も
の

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
中
で
創
作
と
研
究
と
い
う
こ
足
の
草
駐
を
履
き

続
け
て
い
く
こ
と
を
高
橋
は
決
意
し
て
い
た
。
彼
が
卒
業
論
文
に
「
文
心

雌
龍
』
を
選
ん
だ
の
も
、
吉
川
の
中
国
文
学
史
の
講
義
な
ど
で
そ
の
本
の

名
と
内
容
を
聞
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
れ
か
ら
、
出
逢
い
の
三
項
め
、
事
象
と
の
出
逢
い
の
ま
け
い
く
さ
に

な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
余
り
に
も
大
き
す
ぎ
て
、
高
橋
の
中
国
文
学
論

と
は
直
接
に
は
関
ら
ぬ
の
で
、
後
に
小
説
を
論
じ
る
所
ま
で
後
送
り
に
し

た
い
。
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高
橋
の
卒
業
論
文
を
論
じ
る
ま
で
、
随
分
と
回
り
・
道
を
し
た
が
、
彼
が

な
ぜ
卒
業
論
文
に
『
文
心
離
龍
』
を
選
ん
だ
か
を
知
る
た
め
の
そ
れ
で
あ
っ

た。
以
上
の
こ
と
を
概
観
的
に
で
は
あ
っ
て
も
一
応
押
さ
え
て
お
く
こ
と

が
、
こ
れ
か
ら
の
論
を
展
開
す
る
上
で
必
要
で
あ
っ
た
。
次
稿
で
は
、
や
っ

と
中
国
文
学
論
の
本
論
に
立
ち
入
る
こ
と
に
し
た
い
。

〈
一
九
八
八
・
九
・
三
一
〉


	scan032
	scan033
	scan034
	scan035
	scan036
	scan037
	scan038
	scan039
	scan040

