
古
同

橋

(
七
)

巳

さ>6、
民間

示日

中

国

文

学

論

ニ
四

「
六
朝
美
文
論
」
(
『
全
集
』
第
十
五
巻
所
収
)
を
も
う
少
し
追
っ
て

み
よ
う
。
「
三
世
紀
の
末
葉
、
晋
代
に
は
い
る
と
、
急
速
に
修
辞
主
義
的

な
傾
向
が
顕
著
に
な
る
。
詩
は
民
歌
の
も
つ
通
俗
性
を
滴
過
し
て
、
修
辞

は
あ
く
ま
で
も
典
雅
に
、
そ
し
て
い
か
な
る
感
情
を
も
美
化
し
て
う
た
お

う
と
す
る
態
度
が
優
勢
に
な
る
。
そ
れ
は
貴
族
制
社
会
の
成
立
と
貴
族
的

な
文
学
サ
ロ
ン
の
誕
生
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
陸
機
の
形
而
上
学
的

志
向
、
活
岳
の
感
傷
主
義
、
左
思
の
写
実
主
義
な
ど
、
二
、
三
の
傾
向
が

並
存
し
つ
つ
、
文
学
の
大
勢
は
非
政
治
化
の
道
を
歩
ん
で
ゆ
く
。
こ
の
傾

向
は
な
が
く
唐
初
ま
で
つ
づ
き
、
文
学
を
芸
術
と
し
て
洗
練
す
る
一
方
、

ま
た
そ
の
遊
戯
化
を
も
う
な
が
す
の
で
あ
る
」
(
『
全
集
」
第
十
五
巻
所

収
「
中
国
詩
史
梗
概
」
四
二
七
1
四
二
八
頁
)

こ
れ
は
詩
に
つ
い
て
の
ま
と
め
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
美
文
一
般
に
も
適
用

し
う
る
。
「
六
朝
の
美
文
は
、
陸
機
的
な
論
理
的
美
文
、
活
岳
的
な
感
傷

主
義
、
そ
し
て
左
思
に
み
ら
れ
る
即
事
的
描
写
主
義
の
一
二
つ
の
志
向
が
、

の

立自

安

東

長尽

そ
の
時
々
に
よ
つ
で
あ
る
い
は
消
長
し
、
あ
る
い
は
複
雑
に
交
錯
し
あ
っ

て
展
開
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
大
過
は
な
い
」
(
「
六
朝
美
文
論
」
六
五

頁
)
と
、
ま
っ
た
く
同
一
視
点
か
ら
の
指
摘
が
あ
る
。

陸
機
の
形
而
上
学
的
論
理
主
義
、
潜
岳
の
感
傷
主
義
、
左
思
の
即
事
的

描
写
主
義
写
実
主
義
と
い
う
三
つ
の
志
向
か
ら
、
六
朝
時
代
の
美
文
学
の

流
派
と
傾
向
を
分
析
す
る
。
人
間
の
持
つ
理
性
と
感
性
の
志
向
の
強
弱
と

そ
の
均
衡
と
し
て
の
視
る
人
と
し
て
の
写
実
実
証
主
義
を
考
想
す
れ
ば
、

高
橋
の
見
取
り
図
は
明
快
そ
の
も
の
で
あ
る
。

国
柱
と
し
て
仰
が
れ
た
祖
父
、
父
を
持
つ
青
年
が
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
で

我
が
祖
国
を
滅
ぼ
さ
れ
二
兄
を
害
せ
ら
れ
て
な
わ
敵
国
に
出
仕
す
る
運
命

に
遭
遇
す
れ
ば
、
余
程
の
鈍
感
で
な
い
限
り
、
思
索
沈
潜
の
人
に
な
る
の

は
理
の
当
然
と
も
言
え
よ
う
。

「
岳
性
軽
操
、
趨
世
利
、
其
母
敷
論
之
、
日
「
爾
首
知
足
、
市
乾
没
不

巳
乎
」
而
岳
終
不
能
改
」
と
そ
の
本
伝
に
記
す
よ
う
に
潜
岳
は
・
お
っ
ち
ょ

こ
ち
ょ
い
で
ち
ょ
ろ
つ
か
な
仰
山
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
母
の
磐
め
も
聞
か
ず

母
も
ろ
と
も
族
滅
に
遭
う
。
乾
没
に
定
義
は
無
い
よ
う
だ
が
、
つ
ま
り
は
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浮
沈
の
こ
と
だ
ろ
う
。
射
倖
心
(
趨
世
利
)
は
人
生
浮
沈
の
要
因
か
?

軽
操
は
軽
率
浮
操
、
軽
桃
操
薄
。
感
情
過
多
な
感
傷
的
人
閣
の
弱
点
の

一
面
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
詩
風
は
貌
の
王
築
に
源
出
す
る
こ
と
を
鍾
蝶
は

『
詩
品
』
に
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
湖
れ
ば
王
棄
は
李
陵
に
、
李
陵
は
「
楚

辞
」
に
源
出
す
る
と
い
う
。
『
楚
辞
」
は
屈
原
を
筆
頭
と
す
る
感
情
過
多

で
詞
藻
華
美
の
歌
辞
で
あ
っ
た
。
曹
植
、
『
詩
経
」
国
風
に
湖
る
陸
機
と

は
対
照
的
で
あ
る
。

左
思
は
、
才
穎
に
し
て
美
男
で
あ
る
漣
岳
に
比
べ
る
と
「
貌
寝
」
に
し

て
「
口
論
」
で
あ
っ
た
。
「
貌
寝
謂
貌
負
其
宵
也
」
(
貌
寝
ト
ハ
貌
ソ
ノ

実
ニ
負
ク
ヲ
謂
フ
ナ
リ
)
と
「
三
国
志
」
親
書
の
王
緊
伝
の
斐
松
之
の
注

に
あ
る
。
外
貌
整
斉
で
内
実
空
虚
の
反
対
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
史

記
」
武
安
侯
伝
に
は
「
貌
侵
」
の
語
が
有
り
「
侵
、
短
小
也
、
又
云
醜
悪

也
」
と
章
昭
の
注
に
あ
る
。
寝
と
侵
は
異
字
同
義
だ
ろ
う
が
、
容
貌
と
寝

侵
の
関
係
が
今
一
つ
掴
み
に
く
い
。
だ
か
ら
こ
そ
注
が
付
い
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
章
昭
の
注
に
は
先
の
文
に
続
け
て
「
刻
、
硝
也
、
音
核
」
と
有
り

本
来
は
侵
の
字
の
下
に
刻
の
字
が
有
っ
た
の
だ
と
考
え
る
後
世
の
注
釈
家

も
い
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
こ
は
「
貌
侵
刻
」
と
な
り
残
忍
の
骨

相
の
意
を
含
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
硝
と
は
痘
痕
面
の
こ
と
か
?

も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
直
接
に
は
広
言
し
に
く
い
た
め
に
そ
の

こ
と
を
言
う
シ
ン
と
い
う
音
の
同
音
の
異
字
(
異
義
)
が
有
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
?
陳
寿
は
侵
が
何
を
意
味
す
る
の
か
既
に
解
ら
な
か
っ

た
の
で
寝
に
変
え
て
寝
ぼ
け
顔
で
も
連
想
し
た
だ
ろ
う
か
?
恐
ら
く
義

松
之
も
そ
の
真
義
は
解
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
よ
く
通
じ
な
い
こ

と
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
博
識
の
士
の
御
教
示
を
乞
う
。

左
思
の
処
世
態
度
は
時
の
権
貴
と
常
に
距
離
を
置
く
と
い
う
慎
重
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
本
伝
に
見
え
る
。
そ
の
冷
静
沈
着
さ
は
彼
の
作

風
の
写
実
実
証
主
義
と
何
ほ
ど
か
通
う
所
が
有
ろ
う
か
。

劉
腿
は
「
文
心
離
龍
」
体
性
篇
に
作
家
の
個
性
と
文
体
の
関
係
の
密
接

を
詳
論
し
、
そ
の
情
性
と
作
風
を
育
成
す
る
も
の
と
し
て
才
、
気
、
学
、

習
を
挙
げ
て
「
各
師
成
心
、
其
異
如
面
」
(
各
オ
ノ
成
心
ヲ
師
ト
シ
、
其

ノ
異
ナ
ル
ゴ
ト
面
ノ
如
、
ン
)
と
言
う
。
個
性
の
濠
み
出
た
も
の
と
し
て
の

作
風
の
違
い
は
各
人
の
顔
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
だ
と
。
も
ち
ろ
ん
才
気

は
先
天
、
学
習
は
後
天
的
な
も
の
で
あ
る
。

六
朝
の
美
文
の
三
大
流
派
を
代
表
す
る
陸
機
、
活
岳
、
左
思
で
あ
る
故

に
そ
の
作
風
を
創
出
す
る
個
性
を
形
成
す
る
人
と
為
り
を
少
し
ば
か
り
追

っ
て
見
た
。
一
舌
言

り
常
に
そ
の
名
を
併
称
さ
れ
て
来
た
し
、
作
風
も
比
較
考
察
さ
れ
て
来
た
。

左
思
は
陸
機
が
そ
の
作
品
を
読
ん
で
同
種
の
創
作
を
諦
め
た
と
言
わ
れ

る
洛
陽
の
紙
価
を
騰
貴
せ
し
め
た
「
三
都
の
賦
」
の
作
者
で
著
名
。
「
詠

史
の
詩
」
は
『
詩
経
」
以
来
の
調
諭
精
神
の
正
統
的
伝
承
詩
と
し
て
知
ら

れ
る
。
こ
の
三
者
を
関
連
さ
せ
て
そ
の
作
品
を
批
評
し
た
語
が
「
詩
品
」

t
品
の
左
思
の
項
に
あ
る
。

「
(
左
思
)
雄
野
於
陸
機
、
市
深
於
潜
岳
。
謝
康
楽
嘗
言
、
左
太
仲
潜

安
仁
詩
、
古
今
難
比
」
(
左
思
ハ
陸
機
ヨ
リ
野
ナ
リ
ト
難
モ
、
而
モ
油
岳

ヨ
リ
深
シ
。
謝
康
楽
(
霊
運
)
嘗
テ
言
ヘ
リ
「
左
太
仲
(
思
)
渇
安
仁

(
岳
)
ノ
詩
ハ
、
古
今
北
シ
難
、
ン
」
ト
)
野
と
深
が
伺
を
意
味
す
る
か
は

広
博
の
見
識
を
必
要
と
す
る
が
、
野
は
華
美
の
不
足
つ
ま
り
粗
野
朴
素
、

深
は
思
索
の
深
度
。
活
岳
の
軽
蝶
と
の
対
比
を
意
識
し
た
表
現
か
?
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美
文
の
必
要
条
件
と
し
て
音
節
の
恒
常
性
(
声
律
)
、
対
旬
、
典
故
の

技
術
を
挙
げ
、
必
ず
し
も
不
可
欠
の
要
素
で
は
な
い
け
れ
ど
も
と
言
い
っ

て
美
文
を
構
成
す
る
重
要
な
技
法
と
し
て
高
橋
は
以
下
の
も
の
を
列
挙

す
る
。
比
轍
|
|
メ
タ
フ
ァ
と
シ
ミ
リ
の
活
用
、
讐
声
畳
韻
の
効
果
、
誇

張
的
言
辞
、
ポ
エ
テ
イ
カ
ル
・
デ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
を
避
け
な
い
点
、
さ
ら
に

は
、
常
套
的
ケ
ニ
ン
グ
の
問
題
な
ど
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
生
ま
れ
く
る
べ
き
必
然
性
と
積
極
的
意
味
が
あ
り
、
同
時
に
、
そ
れ
が

極
端
化
さ
れ
た
時
の
、
欠
陥
を
も
持
っ
と
言
う
。
美
神
に
想
か
れ
た
文
迷

(
文
章
狂
い
?
)
が
次
々
と
編
み
出
し
て
来
て
繰
り
広
げ
る
形
式
美
の
技

法
は
止
ま
る
所
を
知
ら
な
く
な
る
。
漢
語
の
構
造
は
ま
た
そ
れ
が
出
来
る

条
件
を
幸
か
不
幸
か
十
分
に
備
え
て
も
い
た
。

二
五

「
美
文
に
は
論
理
と
リ
ズ
ム
の
結
婚
と
い
う
特
質
の
ほ
か
に
、
惜
し
み

な
き
感
情
の
吐
露
と
い
う
重
要
な
側
面
が
あ
っ
た
」
(
六
二
頁
)

だ
れ
陣
る
こ
と
の
な
い
感
情
の
吐
露
が
で
き
る
性
格
と
い
え
ば
そ
れ
は

も
う
感
傷
の
人
以
外
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
潜
岳
で
あ
る
。
高
橋
が
美
文

の
例
文
と
し
て
挙
げ
る
愛
妻
の
死
を
悼
む
「
永
逝
を
哀
し
む
文
」
が
ど
の

よ
う
な
も
の
か
を
覗
い
て
見
ょ
う
。

か

均

晶

η

ひ

り

よ

る

ゐ

た

た

白

の

「
(
粛
を
)
啓
か
ん
と
す
る
タ
に
宵
興
き
た
れ
ど
も
、
絶
れ
し
緒
(
妻

の
死
を
い
う
)
を
悲
し
み
て
承
く
る
莫
し
。
龍
轄
(
喪
車
)
を
門
側
に
俄

あ

あ

ま

ま

き

の

ぼ

む
け
、
嵯
そ
の
時
を
侯
ち
て
将
に
(
車
に
)
升
さ
ん
と
す
。
捜
姪
は
偉
柏
田

は

ほ

か

な

し

あ

し

売

一

左

宇

品

み

な

ぇ
、
慈
姑
は
垂
衿
む
。
鳴
く
鶏
を
聞
い
て
朝
に
戒
え
ん
と
す
れ
ば
、
成
驚

も

ね

う

競
し
て
膚
を
撫
つ
。
逝
日
は
長
く
し
て
生
年
は
浅
く
、
憂
患
の
み
衆
く
し

て
敵
襲
献
し
。
慨
ひ
と
の
訟
に
離
居
を
思
い
、
河
の
慶
く
し
て
宋
の
遠
き

を
歎
ぜ
る
あ
り
。

A
?
な
ん
じ
は
奈
何
ぞ
一
撃
し
濯
と
し
て
終
天
に
反
ら
ざ

る
」
(
六
二
頁
)

こ
こ
ま
で
ぐ
ら
い
が
高
橋
の
引
用
文
の
約
半
分
、
そ
の
引
用
文
が
原

文
の
半
分
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
こ
の
文
は
全
体
の
四
分
の
一
ぐ
ら
い
。
各
句

の
中
間
に
号
の
字
が
入
っ
て
い
て
(
例
え
ば
啓
タ
今
宵
興
、
悲
絶
緒
A
H
J

莫

承
)
楚
辞
の
歌
調
を
襲
う
て
い
る
。
A
H
J

の
字
の
効
用
は
詩
情
の
定
頓
と
再

発
揚
に
あ
る
ら
し
い
か
ら
、
悲
哀
の
感
情
の
繰
り
返
し
に
は
そ
れ
な
り
の

効
果
を
あ
げ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
文
だ
け
で
は
全
体
を
推
測
し
難
い

が
「
姿
儀
美
し
く
、
辞
藻
絶
麗
に
し
て
、
尤
も
善
く
哀
傷
の
文
を
為
る
」

と
本
伝
に
有
る
よ
う
に
、
彼
は
生
来
「
情
深
き
人
」
で
あ
っ
た
。

「
切
々
と
訴
え
ら
れ
る
一
本
調
子
な
感
傷
、
こ
こ
に
は
陸
機
の
文
章
に

み
ら
れ
た
よ
う
な
、
句
と
句
と
の
思
念
の
対
比
、
聯
か
ら
聯
へ
の
激
し
い

運
動
は
な
い
。
前
の
句
の
伝
え
る
感
情
と
次
の
句
の
伝
え
る
そ
れ
と
は
、

原
理
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
一
途
な
悲
嘆
、
た
だ
そ
れ
の
み
」
と
高
橋
の

評
語
は
冷
た
い
が
、
哀
し
み
を
表
現
す
る
の
に
哀
情
の
単
純
の
繰
り
返
し

以
上
の
表
現
法
が
あ
る
と
は
筆
者
に
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
様
な

場
面
で
の
技
巧
と
は
場
を
白
け
さ
せ
る
以
外
の
何
者
で
も
な
い
か
ら
だ
。

ま
し
て
純
粋
な
論
理
追
究
の
文
と
亡
き
妻
の
哀
辞
と
を
比
較
し
て
も
仕

様
が
な
い
。
愛
妻
を
亡
く
し
て
一
年
の
喪
に
服
し
て
後
、
な
お
こ
れ
ほ
ど

の
有
り
余
る
妻
へ
の
追
慕
の
情
を
屡
々
と
叙
述
出
来
る
潜
岳
の
過
情
の
才

に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
惜
し
み
な
き
感
情
の
吐
露
と
し
て
の
美

文
に
相
応
し
い
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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一一六

「
も
う
一
つ
、
美
文
に
は
、
漢
賦
直
系
の
、
華
麗
な
事
物
の
華
麗
な
直

写
と
い
う
性
質
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
よ
り
客
観
化
し
て
推
し
進
め
よ
う

と
す
る
傾
向
も
ま
た
六
朝
美
文
を
し
て
光
輝
あ
ら
し
め
る
そ
の
一
翼
を

担
っ
て
い
る
」
(
六
四
頁
)
と
。
そ
の
代
表
者
が
写
実
実
証
主
義
の
左
思

で
あ
る
。
「
文
選
」
の
目
録
で
は
賦
体
が
甲
か
ら
突
ま
で
十
分
類
さ
れ
て

い
て
第
一
巻
か
ら
第
十
九
巻
ま
で
あ
る
。
詩
体
は
甲
か
ら
庚
ま
で
七
分
類

さ
れ
て
い
て
第
十
九
巻
か
ら
第
三
十
一
巻
ま
で
あ
る
。
「
文
選
」
の
総
巻

数
は
六
十
巻
だ
か
ら
賦
と
詩
が
全
体
の
約
半
分
、
そ
の
中
で
賦
は
二
一
分
の

二
弱
。
賦
と
い
う
文
体
が
六
朝
時
代
末
期
に
な
お
占
め
て
い
た
位
置
の
重

要
さ
を
窺
え
る
端
的
な
例
だ
ろ
う
と
思
う
。
左
思
の
「
三
都
の
賦
」
の
先

踏
を
な
す
漢
賦
と
は
「
文
選
』
の
冒
頭
を
麗
々
し
く
飾
る
班
聞
の
「
両
都

の
賦
」
二
首
と
張
衡
の
「
西
京
の
賦
」
「
東
京
の
賦
」
「
南
都
の
賦
」
各

一
首
の
京
都
の
賦
で
あ
る
。
左
思
の
「
三
都
の
賦
」
(
序
一
首
と
萄
都
、

呉
都
、
貌
都
の
賦
各
一
首
)
は
京
都
の
賦
と
し
て
こ
の
漢
賦
の
二
大
家
に

次
い
で
採
ら
れ
て
い
る
。
左
思
以
後
こ
れ
ほ
ど
壮
大
華
麗
に
京
都
を
謡
う

詩
人
は
も
う
二
度
と
は
現
れ
な
い
。
「
文
選
』
も
京
都
の
賦
の
作
者
は
こ

の
三
者
の
み
で
あ
る
。
賦
は
親
晋
以
後
、
行
情
の
小
賦
と
化
し
て
い
く
。

そ
れ
に
見
合
う
よ
う
に
国
家
も
園
都
も
だ
ん
だ
ん
と
先
細
り
し
て
行
く
。

陸
機
、
潜
岳
、
左
思
的
な
論
理
、
感
傷
、
写
実
主
義
が
こ
れ
以
後
ど
の

よ
う
な
流
れ
と
な
っ
て
流
派
を
形
成
し
て
い
く
の
か
を
高
橋
は
個
別
作
者

を
挙
げ
て
概
説
し
て
い
る
。

「
互
い
に
重
な
る
部
分
を
も
つ
こ
と
は
当
然
な
が
ら
、
た
と
え
ば
、
劉

が

ん

え

ん

し

宋
の
顔
延
之

(ω
∞
十
台
。
)
梁
の
任
防
(
砕
き
包
∞
)
梁
の
劉
紙
、
北
周

の
慶
一
信
(
臼
ω
∞
∞
同
)
ら
は
陸
機
の
流
れ
を
、
劉
宋
の
飽
照
(
色
N
寸
怠
∞
)
、

曹
の
江
滝
(
室
印
O

印
)
梁
の
徐
陵
(
印
ミ
l
g
ω
)
ら
は
濡
岳
的
な
感
情

し
，
れ
い
う
人

の
強
調
を
、
さ
ら
に
左
思
的
描
写
主
義
は
劉
宋
の
謝
霊
運

(ω
∞
m
l
色
ω
)

か
ら
梁
の
呉
均
(
品
。
。
l
s
o
)
、
梁
の
丘
遅
ら
へ
と
細
密
化
し
つ
つ
受
け
つ

が
れ
、
ま
た
、
劉
宋
の
沼
嘩

(ω
お
怠
印
)
や
梁
の
沈
約
(
主
ヤ
巴
ω
)

は
、
風
土
記
述
の
客
観
性
を
歴
史
記
述
の
方
向
に
生
か
し
て
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
な
美
文
の
あ
り
方
を
追
及
し
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
」
(
筆
者
注
|
|
原
文

の
数
字
は
漢
数
字
)
(
六
瓦
頁
)

互
い
に
重
な
る
部
分
を
持
つ
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
お
け
ば
、
こ
の
高

橋
の
分
類
に
異
を
唱
え
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
顔
延
之
や
慶
信
の
潜

岳
面
、
謝
霊
運
の
陸
機
面
な
ど
が
重
な
る
部
分
の
対
象
と
し
て
考
慮
に
入

れ
て
あ
げ
る
の
が
親
切
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
さ
て
置
き

次
に
高
橋
は
普
代
に
つ
ぐ
劉
宋
の
時
代
の
美
文
に
特
徴
的
な
典
故
技
法
の

活
用
を
取
り
上
げ
る
。

「
発
想
的
に
は
典
故
と
根
を
同
じ
く
す
る
〈
事
類
〉
す
な
わ
ち
言
わ
ん
と
す

る
事
柄
の
類
比
を
故
事
に
も
と
め
る
列
挙
法
へ
の
範
囲
拡
大
が
と
も
な
っ
た
。

思
弁
的
な
美
文
で
あ
る
陸
機
の
伝
統
下
に
、
そ
れ
は
精
力
的
に
試
み
ら
れ
、
次

に
宮
廷
の
文
章
ア
ル
チ
ザ
ン
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
、
や
が
て
、
す
べ
て
の
流
派

を
、
知
識
に
よ
る
絢
燭
た
る
文
章
の
装
飾
へ
と
ま
き
こ
ん
で
ゆ
く
」
(
向
上
)

〈
事
類
〉
は
『
文
心
鵬
龍
』
に
も
一
篇
が
設
け
ら
れ
て
い
て
古
来
中
国

文
学
を
形
式
面
か
ら
考
察
す
る
と
き
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
技
法
の
一

つ
で
あ
る
。
張
仁
青
も
小
西
甚
一
も
高
橋
も
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
と
う

に
指
摘
し
て
い
た
。
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二
七

書
き
た
い
何
か
が
有
っ
て
人
は
筆
を
執
る
。
そ
れ
が
よ
り
深
く
他
人
の

心
に
訴
え
る
何
か
が
有
る
な
ら
、
そ
の
文
章
は
半
ば
成
功
し
て
い
る
、
と

考
え
て
良
い
。
だ
か
ら
形
式
は
ど
う
有
つ
で
も
良
い
の
だ
が
、
よ
り
深
く

人
の
心
を
撃
つ
も
の
は
、
独
り
善
が
り
で
は
な
い
。
な
ぜ
私
た
ち
は
か
く

も
典
故
に
拘
る
の
か
?
共
通
の
理
解
の
場
を
持
つ
こ
と
の
ほ
う
が
、
一

人
の
人
間
の
思
い
込
み
に
勝
る
の
で
あ
る
。
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
名
作
と

は
よ
り
多
く
の
読
者
の
共
感
を
そ
れ
も
各
人
が
己
の
自
己
体
験
と
全
く
同

じ
だ
と
思
え
る
よ
う
な
共
感
を
呼
び
起
こ
す
時
に
産
ま
れ
る
。

回
り
く
ど
い
書
き
方
を
し
た
が
、
要
す
る
に
古
典
を
共
通
理
解
の
場
に

持
ち
出
し
て
、
そ
の
痕
跡
を
消
し
去
り
な
が
ら
な
お
か
つ
人
類
共
同
の
精

神
の
よ
う
な
も
の
を
感
得
し
う
る
作
品
と
し
て
仮
構
で
き
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
典
故
の
技
法
を
身
に
つ
け
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

縫
い
目
の
無
い
天
女
の
羽
衣
は
創
り
難
い
か
ら
こ
そ
価
値
が
あ
る
。

典
故
の
巧
み
な
運
用
の
技
法
と
は
縫
い
目
の
目
立
た
な
い
天
衣
を
仕

k

げ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

も
う
こ
の
稿
限
り
で
筆
者
は
「
高
橋
和
巳
論
|
|
中
国
文
学
論
の
一
端

ー
ー
ー
」
を
一
応
閉
じ
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
、
高
橋
の
論
稿
を
忠
実
に

追
い
か
け
る
と
い
う
常
套
か
ら
少
し
離
れ
て
文
学
一
般
に
つ
い
て
少
し
ば

か
り
考
え
て
み
た
い
。

「
シ
ナ
の
文
芸
理
念
と
し
て
い
ち
ば
ん
基
本
的
な
の
は
、
二
千
年
あ
ま

り
を
通
じ
で
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
古
典
主
義
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
れ
は
日
本
む
よ
び
コ
リ
ア
が
シ
ナ
か
ら
承
け
継
い
だ
最
大
の
財
産
で
あ

っ
て
、
こ
の
共
通
点
に
関
す
る
か
、
ぎ
り
、
、
ン
ナ
と
コ
リ
ア
と
日
本
と
は
、

世
界
の
な
か
で
、
ど
の
固
と
も
区
別
さ
れ
て
よ
い
。
そ
も
そ
も
漢
民
族
の

精
神
は
、
統
一
性
に
対
し
て
敏
感
で
あ
る
と
共
に
、
不
統
一
性
に
対
し
て

は
い
っ
そ
う
敏
感
で
あ
り
、
不
統
一
な
事
実
の
集
積
に
依
る
べ
き
ゆ
え
ん

を
発
見
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
経
験
で
き
る
も
の
か
ら
完
全
さ
を
把

握
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
ほ
か
な
ら
ず
、
経
験
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、

過
去
に
そ
の
良
さ
を
確
認
さ
れ
た
事
実
が
択
、
ば
れ
る
。
こ
の
「
完
全
は
過

去
に
在
り
」
と
す
る
態
度
は
、
文
撃
で
は
「
先
例
の
あ
る
表
現
こ
そ
美
し

い
」
と
い
う
意
識
に
な
り
〔
吉
川
!
一
九
四
四
・
二
七
八
|
八
五
〕
、
そ

の
た
め
、
制
作
者
は
莫
大
な
量
の
用
例
を
記
憶
す
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、

ま
た
、
作
主
と
同
じ
ぐ
ら
い
用
例
を
知
る
者
に
だ
け
適
切
な
享
受
が
可
能

で
あ
っ
た
。
制
作
者
と
享
受
者
と
の
同
圏
性
は
、
こ
の
よ
う
な
古
典
主
義

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
に
も
コ
リ
ア
に
も
承
け
継
が

れ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
、
コ
リ
ア
の
ぱ
あ
い
、
制
作
者
と
享
受
者
と
の
同
圏

性
が
士
人
に
当
た
る
雨
班
の
文
輩
、
だ
け
だ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
短

歌
や
俳
句
の
結
社
と
し
て
二
十
世
紀
ま
で
健
在
で
あ
る
点
は
注
目
さ
れ
て

よ
ろ
し
か
ろ
う
。

日
本
は
、
外
国
文
化
の
受
容
に
熱
心
か
つ
忠
実
な
あ
ま
り
、
本
国
以
上

の
厳
格
さ
を
自
身
に
要
求
す
る
こ
と
が
あ
る
〔
吉
川
|
一
九
六

0
・
一
五

九
六
七
〕
。
た
と
え
ば
、
十
三
世
紀
ご
ろ
、
和
歌
の
用
語
は
「
三
代
集

を
出
づ
べ
か
ら
ず
」
(
詠
歌
大
概
・
二
四
)
と
制
限
さ
れ
た
。
一
二
代
集

の
歌
は
合
計
し
て
一
二
千
八
百
八
十
八
首
に
す
ぎ
ず
(
定
家
本
に
よ
る
)
、

そ
の
な
か
で
も
同
じ
語
が
何
度
か
重
複
し
て
現
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
現
在

む
よ
び
将
来
の
和
歌
す
べ
て
を
三
代
集
の
用
語
で
処
理
せ
よ
と
い
う
の
は
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計
量
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
し
た
が
っ
て
、
定
家
の
「
な
る
べ

く
は
:
:
:
」
と
い
う
条
件
づ
き
希
望
と
解
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
が
、
シ
ナ

で
「
先
例
の
あ
る
表
現
こ
そ
美
し
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
以
上
、
日
本
で

も
「
先
例
」
が
厳
格
に
要
求
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
意
識
は
、

三
代
集
と
い
う
限
定
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
」
(
小
西
甚
一
『
日
本
文
塾

史」

I
五
九
頁
)

「
古
典
主
義
」
「
完
全
は
過
去
に
在
り
」
「
先
例
の
あ
る
表
現
こ
そ
美

し
い
」
「
同
圏
性
」
な
ど
と
い
う
こ
と
を
煩
わ
し
い
と
思
う
か
こ
れ
ぞ
創

作
と
研
究
の
醍
醐
味
と
考
え
る
か
は
見
解
の
別
れ
る
所
だ
ろ
う
が
、
そ
れ

を
ど
う
思
お
う
と
こ
の
考
え
を
無
視
し
て
は
同
圏
内
の
同
志
と
し
て
遇
し

て
は
貰
え
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
っ
た
。

「
し
か
し
、
先
例
と
い
っ
て
も
、
過
去
に
事
例
が
あ
る
だ
け
で
は
美
し

い
表
現
を
生
み
出
す
要
因
に
な
ら
な
い
。
移
し
い
事
例
の
う
ち
、
効
果
的

で
あ
る
こ
と
が
経
験
の
集
積
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
依

拠
す
べ
き
先
例
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
永
い
年
数
に
わ
た
る
選

択
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
選
択
の
過
程
に
・
お
い
て
、
な
ぜ
甲
を

採
り
乙
を
捨
て
る
か
と
い
う
規
準
が
形
成
さ
れ
て
行
く
は
ず
で
あ
り
、
そ

の
規
準
を
実
践
す
る
者
の
側
か
ら
見
て
「
法
」
(
倍
)
と
よ
ぷ
。
(
中
略
)

こ
の
「
法
」
が
、
和
歌
で
い
え
ば
「
さ
ま
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

制
作
者
と
享
受
者
が
閉
じ
圏
に
属
し
、
過
去
か
ら
集
積
さ
れ
て
き
た
先
例

に
内
在
す
る
「
法
」
や
「
さ
ま
」
を
制
作
・
享
受
の
規
準
と
す
る
な
ら
ば

新
奇
な
表
現
が
生
ま
れ
に
く
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
圏
外
の
者

い
や
、
圏
内
の
者
で
も
、
過
去
志
向
の
あ
ま
り
強
く
な
い
人
た
ち
か
ら
見

れ
ば
、
平
凡
な
用
辞
や
発
想
を
い
つ
ま
で
も
反
復
す
る
だ
け
の
退
屈
な
表

現
だ
と
批
判
し
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
い
。
し
か
し
、
圏
内
に
住
み
馴
れ
た

人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
過
去
か
ら
集
積
さ
れ
て
き
た
先
例
に
随
っ
て
制
作

す
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
真
の
新
し
み
を
と
ら
え
る
ゆ
え
ん
だ
と
意
識
さ
れ

て
い
た
。
中
世
歌
学
の
基
本
を
確
立
し
た
藤
原
定
家

(HEN-尽
色
)
の

-』一晶

「
歌
学
大
概
』
は
、
詞
は
古
く
、
心
は
新
し
く
詠
む
べ
き
だ
!
!
と
言

ニルヲ

明
し
た
。
「
詞
は
古
く
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
瞭
で
あ
っ
て
、
定
家

自
身
が
「
詞
は
三
代
集
の
範
囲
か
ら
出
て
は
な
ら
な
い
」
と
注
し
て
い
る

と
わ
り
だ
け
れ
ど
も
、
心
の
「
新
し
さ
」
に
つ
い
て
は
、
後
に
二
条
派
と

京
極
・
冷
泉
派
と
で
解
釈
が
分
か
れ
た
。
し
か
し
、
大
勢
と
し
て
は
、
二

条
派
の
「
心
の
新
し
さ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
無
か
っ
た
趣
向
を
案
出
す
る

こ
と
で
な
く
、
在
来
の
思
想
を
、
と
り
な
し
か
た
で
新
し
く
感
じ
さ
せ
る

こ
と
な
の
だ
」
(
「
野
守
鏡
』
巻
上
)
と
い
う
意
見
が
、
中
世
ぜ
ん
た
い

の
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
か
た
を
進
展
さ
せ
た
の
が
、
世
阿
弥

(
Z
S
Eお
)
に
よ
る
「
花
」
の
理
で
あ
る
。
(
中
略
)
こ
の
よ
う
な

新
し
み
の
際
立
た
な
い
表
現
は
、
そ
の
「
よ
さ
」
を
感
じ
取
る
こ
と
が
難

し
い
あ
り
ふ
れ
た
用
辞
や
平
凡
な
発
想
か
ら
豊
か
な
感
動
を
受
け
る
に
は
、

そ
の
作
品
が
「
既
に
存
在
す
る
表
現
」
に
依
拠
し
な
が
ら
も
微
細
な
独
自

性
を
も
つ
こ
と
に
気
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
感
受
性
の
鋭

敏
さ
に
よ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
鋭
敏
さ
が
は
た
ら
く
た
め
に

は
、
対
象
と
す
る
作
品
が
ど
こ
ま
で
「
既
に
存
在
す
る
作
品
」
を
踏
襲
し

な
が
ら
ど
れ
だ
け
新
し
み
を
出
し
て
い
る
か
に
対
し
、
正
確
な
識
別
が
で

き
る
だ
け
の
素
養
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
新
し
み
が
ご
く
微
量
な
だ
け
に

享
受
者
は
、
よ
ほ
ど
「
既
に
存
在
す
る
表
現
」
を
知
り
ぬ
い
て
い
な
い
と

美
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
も
し
享
受
者
が
す
べ
て
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「
既
に
存
在
す
る
表
現
」
に
精
通
し
た
人
た
ち
ば
か
り
だ
と
わ
か
っ
て
い

れ
ば
、
制
作
者
の
ほ
う
は
、
安
心
し
て
微
量
の
新
し
み
だ
け
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
享
受
者
は
、
い
く
ら
新
し
み
が
微
量
で
あ

ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
充
分
に
感
じ
取
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
も
し
新

し
み
が
多
す
、
ぎ
る
と
、
か
え
っ
て
煩
わ
し
く
思
う
で
あ
ろ
う
」
(
上
掲
書

H
一
一
五
1
一
一
六
頁
)

こ
こ
に
は
〈
事
類
〉
や
〈
典
拠
〉
と
い
う
表
現
技
法
の
真
の
意
味
す
る

も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
長
々

と
引
用
せ
ず
数
語
で
要
約
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
小
西
の
文

章
は
そ
れ
を
峻
拒
す
る
威
風
を
備
え
て
い
る
。
長
引
は
畏
敬
の
礼
を
尽
く

し
た
故
で
あ
る
。
こ
こ
に
小
西
が
力
業
で
懇
切
に
分
析
す
る
同
圏
内
の
雰

囲
気
は
「
理
解
し
あ
え
る
も
の
同
志
の
聞
で
濃
や
か
な
心
の
交
わ
り
合
う

法
悦
境
」
と
で
も
言
っ
た
ほ
う
が
事
の
真
相
に
い
く
ら
か
で
も
近
い
だ
ろ

う
か
。
「
私
が
私
の
技
何
の
全
て
を
賭
け
て
織
り
成
す
一
枚
の
錦
の
微
妙

な
変
化
模
様
の
美
を
捻
華
微
笑
し
て
認
め
て
く
れ
る
君
」
と
言
っ
た
が
い

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
う
い
う
関
係
態
に
は
常
に
功
罪
両
面
が
付
き
纏

う
こ
と
も
忘
れ
な
い
方
が
い
い
。
思
想
と
宗
教
と
芸
術
の
連
帯
世
界
が
必

然
的
に
着
帯
す
る
魔
境
の
不
可
思
議
。
天
国
と
地
獄
。
両
義
性
と
し
て
の

東
洋
の
〈
乱
〉
と
西
洋
の
〈
フ
ァ
ル
マ
コ
ン
〉
。

「
シ
ナ
で
は
価
値
あ
り
と
意
識
さ
れ
た
書
物
に
注
を
加
え
る
の
が
慣
わ

し
だ
け
れ
ど
(
一

O
九
ペ
イ
ジ
)
、
そ
の
ひ
と
つ
『
文
選
』
の
六
臣
注
で

も
見
れ
ば
、
巨
大
な
作
業
の
多
く
が
典
拠
す
な
わ
ち
先
例
語
句
の
捜
索
に

賛
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
わ
れ
わ
れ
現
代
日
本
人
に
と
っ
て
は

繁
雑
で
あ
る
と
共
に
奇
異
な
感
じ
さ
え
あ
る
。
そ
れ
ら
の
移
し
い
先
例
語

句
は
、
か
な
ら
ず
し
も
「
文
選
」
の
語
学
的
理
解
に
有
用
だ
と
限
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
が
、
も
し
こ
れ
を
「
既
に
存
在
す
る
表
現
」
と
の
関
連
に
・
お

い
て
詩
賦
や
文
章
の
享
受
が
微
細
な
点
ま
で
行
き
届
く
よ
う
配
慮
し
た
も

の
だ
と
す
れ
ば
、
は
な
は
だ
効
果
的
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
用
語
の
次

元
だ
け
で
は
な
く
、
発
想
に
お
い
て
も
「
既
に
存
在
す
る
表
現
」
と
の
結

び
つ
き
は
顕
著
だ
が
、
こ
の
は
あ
い
は
、
典
拠
と
い
う
よ
り
も
、
類
想
の

プ
ラ
ス
評
価
と
い
う
現
象
に
な
る
。
あ
る
種
の
題
材
に
つ
い
て
「
既
に
存

在
す
る
表
現
」
と
同
類
な
発
想
の
し
か
た
が
決
ま
っ
て
い
る
と
、
制
作
者

自
身
の
実
感
は
二
の
次
に
な
り
、
思
考
や
感
覚
の
し
か
た
が
拘
束
さ
れ
、

類
型
化
す
る
。
作
者
の
個
性
的
な
感
じ
か
た
は
、
あ
ま
り
際
立
た
な
い
。

こ
の
傾
向
が
い
ち
ば
ん
典
型
的
に
見
ら
れ
る
の
は
、
六
朝
の
詩
文
に
お
い

て
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
謝
霊
運
(
三
八
五
1

四
三
三
)
と
飽
照
(
四
一

一
一
?
|
六
六
)
と
謝
眺
(
四
六
四
|
九
九
)
と
庚
信
(
五
二
二

l
七
六
)

と
を
、
表
現
の
特
性
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
わ
た
く
し

に
と
っ
て
、
友
則
と
貫
之
と
射
恒
と
忠
山
今
と
の
和
歌
を
識
別
す
る
の
と
同

じ
程
度
に
難
し
い
。
六
朝
の
詩
人
た
ち
は
、
発
想
が
類
型
的
で
あ
る
こ
と

を
マ
イ
ナ
ス
評
価
せ
ず
、
逆
に
、
古
今
集
時
代
の
歌
人
た
ち
と
同
様
「
類

型
的
、
だ
か
ら
こ
そ
美
し
い
」
と
意
識
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
」
(
向
上

一一ムハ

1
一
一
七
頁
)

六
朝
時
代
に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
擬
古
詩
や
日
本
の
新
古
今
集
時
代
に
隆

盛
し
た
本
歌
取
を
想
起
し
て
も
ら
え
ば
こ
の
話
は
分
か
り
ゃ
す
い
に
違
い

な
い
。
彼
ら
は
た
だ
単
に
物
真
似
を
し
て
楽
し
ん
で
い
た
訳
で
は
な
か
っ

た
。
以
上
の
小
西
の
詳
細
な
典
拠
解
説
を
頭
に
入
れ
て
高
橋
の
論
説
に
立

ち
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。
蛇
足
だ
と
は
思
う
が
、
小
西
は
「
「
文
選
』
の
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六
臣
注
」
と
し
て
巨
大
な
注
釈
作
業
を
一
括
説
明
し
て
い
る
が
、
も
う
少

し
肺
分
け
す
れ
ば
、
李
善
と
五
臣
の
注
と
な
り
、
こ
の
小
西
の
見
解
に
最

も
適
し
て
い
る
の
は
や
は
り
李
善
の
注
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
五
臣
も

各
自
そ
の
注
釈
に
は
独
自
の
立
場
を
持
っ
て
い
る
が
、
と
か
く
彼
ら
は
語

句
の
忠
実
な
典
拠
追
究
よ
り
も
歴
史
的
背
景
の
知
人
論
世
に
忙
し
か
っ
た

観
が
あ
る
。
五
臣
ら
は
李
善
の
書
麓
的
な
注
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
っ

た
。
し
か
し
李
善
の
腫
大
な
典
拠
の
博
捜
広
採
こ
そ
が
六
朝
の
文
人
た
ち

の
意
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
小
西
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。

ニ
八

「
こ
う
し
た
〈
事
類
〉
的
発
想
は
、
時
代
は
少
し
遡
る
が
、
感
傷
主
義

の
流
れ
に
も
利
用
さ
れ
、
有
名
な
江
滝
の
「
恨
み
の
賦
」
や
「
別
れ
の
賦
」

な
ど
の
構
成
主
義
的
な
文
学
を
生
む
に
い
た
る
。
そ
こ
で
は
、
も
は
や
重

点
は
列
べ
ら
れ
る
事
実
と
作
者
と
の
関
係
に
は
な
く
、
ま
た
事
類
相
互
の

論
理
的
つ
な
が
り
す
ら
第
二
義
的
で
あ
り
、
た
だ
、
別
離
な
ら
ば
別
離
の

悲
哀
を
、
事
柄
の
類
比
の
重
畳
に
よ
っ
て
仮
託
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
多

く
の
似
通
っ
た
事
柄
を
モ
ザ
イ
ク
の
よ
う
に
江
滝
は
ち
り
ば
め
る
。
そ
し

て
そ
れ
ら
事
類
の
共
通
項
を
、
単
一
感
情
の
リ
フ
レ
イ
ン
と
し
て
浮
彫
り

に
す
る
の
で
あ
る
」
(
六
七
頁
)
と
高
橋
は
、
感
傷
主
義
の
濯
岳
の
流
れ

を
承
け
る
江
滝
の
激
越
な
感
情
の
類
事
的
羅
列
を
単
一
感
情
の
リ
フ
レ
イ

ン
と
し
て
冷
静
な
分
析
を
施
し
て
い
る
。
確
か
に
宋
、
斉
、
梁
と
時
代
を

降
る
に
つ
れ
て
、
文
学
は
遊
戯
性
の
方
向
へ
と
大
き
く
傾
い
て
行
く
が
、

人
が
生
き
て
い
く
上
で
「
別
離
」
や
「
怨
恨
」
は
構
成
主
義
の
文
学
の
た

め
に
な
ど
あ
る
訳
で
は
な
い
。
長
い
中
国
文
学
史
の
中
に
あ
っ
て
「
怨
」

を
中
心
に
据
え
て
、
そ
の
歴
史
事
実
を
羅
列
す
る
歌
を
作
る
神
経
は
そ
れ

ほ
ど
尋
常
の
も
の
で
は
無
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
賦
の
制
作
年
代

は
特
定
で
き
な
い
が
、
や
は
り
そ
こ
に
は
彼
の
実
人
生
の
経
験
と
関
わ
る

何
か
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
考
え
る
の
が
常
識
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。

事
実
、
高
橋
は
別
論
文
「
江
滝
の
文
学
」
に
こ
の
二
賦
は
彼
の
左
遷
時

代
の
庭
請
、
狐
独
の
不
運
の
時
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。

筆
者
も
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
う
。
人
は
戯
れ
に
不
遇
を
託
つ
こ
と
は
出

来
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
規
模
の
作
品
を
戯
れ
に
創
作
す
る
こ
と
は
自
己
の

良
心
に
照
ら
し
て
恐
ら
く
不
可
能
の
こ
と
に
思
う
。
仮
に
そ
れ
が
可
能
と

し
て
も
周
囲
は
そ
れ
を
許
す
だ
ろ
う
か
。
時
代
の
余
り
の
隔
た
り
の
故
に

真
相
は
薮
の
中
だ
け
れ
ど
も
、
小
西
も
指
摘
す
る
よ
う
に
時
の
雰
囲
気
は

そ
れ
を
許
さ
な
い
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
。
文
学
は
い
つ
の
時
代
も
虚
構

の
産
物
だ
が
、
虚
構
ほ
ど
自
己
の
現
実
経
験
を
ル
サ
ン
チ
マ
ン
と
し
て
く

っ
き
り
と
反
映
す
る
も
の
だ
と
、
私
は
確
信
す
る
。
そ
れ
は
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
や
ニ
イ
チ
ェ
や
カ
フ
カ
や
セ
リ

l
ヌ
ら
の
書
き
残
し
た
も
の
を

読
み
解
く
力
が
あ
る
者
に
は
自
明
の
こ
と
に
思
う
。
「
僕
は
本
よ
り
恨
人

な
り
」
と
は
江
滝
の
一
旬
だ
が
、
ニ
イ
チ
ェ
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
l
に
自

己
を
見
た
果
て
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
私
は

何
か
分
か
り
に
く
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
謝
霊
運
が
山
水
の

華
蝿
な
自
然
描
写
の
あ
わ
い
に
ふ
と
も
ら
す
一
旬
の
処
世
の
深
淵
を
見
落

と
さ
な
い
者
の
み
が
、
私
の
言
っ
て
い
る
此
の
今
の
意
味
す
る
こ
と
を
汲

み
取
っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
思
う
。
人
は
道
元
と
時
代
を
同
じ
く
し
な

く
と
も
、
い
ま
こ
こ

(
Z
C
者
保
巴
開
国
間
)
を
確
か
に
生
き
て
い
る
。
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二
九

「
美
文
は
た
だ
、
そ
の
文
体
に
ふ
さ
わ
し
い
認
識
を
産
む
の
み
な
ら
ず

そ
の
美
文
に
ふ
さ
わ
し
い
美
文
的
人
格
を
う
む
。
「
白
序
伝
」
の
最
後
に

江
滝
は
は
っ
き
り
と
断
言
し
て
い
る
。
「
滝
は
香
っ
て
云
ヘ
り
。
人
生
は

嘗
に
性
に
適
う
を
巣
し
み
と
矯
す
。
安
ん
ぞ
精
意
苦
力
し
て
、
身
後
の
名

を
求
め
ん
や
。
故
に
少
き
よ
り
長
ず
る
に
及
ぶ
ま
で
、
未
だ
寄
っ
て
著
書

せ
ず
。
惟
だ
十
巻
の
み
。
謂
ら
く
此
く
の
知
く
に
し
て
足
れ
り
失
」
(
七

O
頁
)

仏
教
で
い
う
人
生
の
八
苦
の
内
の
二
つ
(
哀
別
離
昔
、
怨
憎
会
苦
)
ま

で
を
主
題
に
し
て
賦
を
作
る
人
に
し
て
は
冷
め
き
っ
た
人
生
認
識
だ
と
思

わ
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、
中
国
の
文
人
の
創
作
精
神
は
こ
こ
ま
で

来
た
ん
だ
、
と
い
う
恰
好
の
資
料
で
は
あ
る
。
司
馬
遷
の
あ
の
「
発
奮
著

書
説
」
や
院
籍
の
「
詠
懐
」
稚
康
の
「
幽
憤
」
の
精
意
苦
力
か
ら
、
な
ん

と
遠
く
隔
た
る
精
神
の
地
平
ま
で
は
る
ば
る
来
た
こ
と
か
。
「
あ
る
が
ま

ま
、
な
る
が
ま
ま
、
行
く
雲
、
流
れ
る
水
で
い
い
ん
だ
よ
、
肩
肘
は
り
な

さ
ん
な
」
と
言
う
の
が
江
滝
の
適
性
の
楽
し
み
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
ま
た
一
方
で
は
、
美
文
愛
好
者
の
こ
う
い
う
さ
ら
り
と
し
た
述

懐
に
は
心
し
で
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
島
由
紀
夫
や
川
端
康
成
ら
の

人
生
の
結
末
の
つ
け
方
の
暗
く
深
い
淵
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
限
り
は
。

「
『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
(
一
九
七
一
二
年
)
の
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
理

論
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
超
越
的
意
味
・
社
会
参
加
す
べ
て
は
、
本
質
的
に

テ
ロ
リ
ズ
ム
と
化
し
た
観
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
の
は
た
だ
エ
ク
リ

チ
ュ

l
ル
だ
け
で
あ
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
、
も
し
く
は
、
エ
ク
リ
チ
ユ

ー
ル
!
と
し
て
の
|
読
書
は
、
知
識
人
が
自
由
に
遊
べ
る
、
い
ま
だ
植
民

地
化
さ
れ
て
い
な
い
最
後
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
エ
リ
ゼ

ー
宮
や
ル
ノ

l
の
自
動
車
工
場
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
い
っ
さ
い
無

視
し
て
、
記
号
表
現
の
豊
醇
な
味
わ
い
を
心
ゆ
く
ま
で
満
喫
で
き
る
。
エ

ク
リ
チ
ュ

l
ル
の
な
か
で
は
、
構
造
的
意
味
の
独
裁
体
制
は
、
た
と
え
つ

か
の
ま
で
は
あ
れ
、
言
語
の
自
由
な
戯
れ
に
よ
っ
て
、
切
り
裂
か
れ
、
撹

乱
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
〈
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
/
読
書
〉
の
主
体
は

単
一
の
自
己
同
一
性
と
い
う
名
の
拘
束
服
か
ら
解
放
さ
れ
、
悦
惚
の
う
ち

に
溶
け
去
る
自
己
へ
と
変
容
を
と
げ
る
、
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
は
、
と
バ
ル

ト
は
こ
う
宣
言
す
る
|
|
「
『
政
治
的
な
父
」
に
背
を
向
け
る
あ
の
語
落

な
人
物
:
:
:
で
あ
る
」
、
と
。
私
た
ち
は
、
マ
シ
ュ

l
・
ア

l
ノ
ル
ド
か

ら
、
か
く
も
隔
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
(
「
文
学
と
は

何
か
」
一
二
八
頁
)

マ
シ
ュ

l
・
ア

l
ノ
ル
ド
は
本
書
の

1
の
「
英
文
学
批
評
の
誕
生
」
に

登
場
す
る
人
物
だ
が
、
筒
井
康
隆
の
『
文
学
部
唯
野
教
授
』
の
簡
潔
剰
軽

な
要
約
を
借
り
れ
ば
「
ア

i
ノ
ル
ド
な
ん
て
人
が
、
中
産
階
級
に
教
養
を

身
に
つ
け
さ
せ
な
き
ゃ
な
ら
ん
っ
て
言
い
だ
し
て
、
英
文
学
に
ラ
イ
ト
宛

て
て
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
入
り
で
フ
ィ

l
チ
ャ
し
た
の
。
で
も
教
養
っ
た
っ

て
、
結
局
は
貴
族
階
級
の
教
養
の
こ
と
な
ん
だ
よ
ね
。
そ
ん
な
も
の
中
産

階
級
に
あ
た
え
て
ど
う
す
る
か
っ
て
い
う
と
、
彼
ら
に
、
さ
ら
に
そ
の
下

の
貧
困
な
、
姐
虫
の
如
き
労
働
者
階
級
を
指
導
さ
せ
よ
う
っ
て
わ
け
。
労

働
者
連
中
が
共
産
主
義
者
に
な
ら
な
い
よ
う
に
さ
。
そ
ん
な
た
く
ら
み
が

あ
っ
た
ん
だ
よ
ね
」
こ
う
し
た
実
効
性
と
し
て
始
ま
っ
た
文
学
批
評
が
、

「
悦
惚
の
う
ち
に
溶
け
去
る
自
己
へ
と
変
容
を
と
げ
る
」
ま
で
に
な
っ
て
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し
ま
う
ま
で
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
。
そ
の
批
評
理
論
の
激
し
い
変
遷
。

そ
れ
は
ま
た
、
司
馬
遷
か
ら
江
滝
ま
で
の
文
学
精
神
の
変
化
の
過
程
と

も
奇
妙
に
重
な
り
合
う
。
高
橋
の
言
葉
で
は
「
劉
宋
の
自
然
詩
人
謝
霊

運
は
、
先
祖
の
徳
を
た
た
え
る
詩
篇
に
・
お
い
て
「
達
人
は
自
我
を
尊
び
、

高
情
は
天
雲
に
属
す
」
と
言
い
放
っ
て
い
る
。
(
中
略
)
人
間
存
在
に
と

っ
て
最
も
貴
重
な
の
は
自
律
的
自
己
存
在
で
あ
り
、
そ
の
自
我
解
放
の
場

は
自
然
で
あ
る
。
(
中
略
)
だ
が
、
一
つ
の
時
代
の
反
逆
精
神
は
、
そ
れ

が
一
般
化
さ
れ
た
つ
ぎ
の
時
代
に
は
保
守
的
な
気
分
に
解
消
す
る
。
反
政

治
的
な
文
人
の
集
団
は
、
自
己
満
足
的
な
反
俗
的
集
団
に
、
そ
し
て
や
が

て
、
遊
戯
的
集
団
へ
と
軟
化
す
る
の
で
あ
る
」
(
七
三
頁
)
と
な
る
。
ポ

ス
ト
構
造
主
義
の
行
き
着
く
先
を
垣
間
見
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

「
江
滝
に
す
で
に
あ
き
ら
か
な
〈
無
情
〉
の
感
覚
は
、
彼
ら
の
意
識
を

こ
の
世
界
の
う
ち
の
、
可
憐
な
る
も
の
、
女
の
な
よ
や
か
な
美
や
器
物
の

装
飾
、
そ
し
て
、
は
か
な
き
花
鳥
風
月
へ
と
向
け
さ
せ
る
。
競
技
(
詩
文

を
作
る
|
|
筆
者
注
)
は
さ
ら
に
そ
の
課
題
範
囲
を
加
速
度
的
に
限
定
し

詩
文
の
規
模
を
も
一
層
、
小
品
化
す
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
つ
ま
り
は

美
意
識
の
満
足
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
そ
の
美
意
識
に
よ
っ
て
自
己
肯
定

せ
ん
が
た
め
に
筆
を
と
っ
た
の
で
あ
る
」
(
七
四
1
七
五
頁
)

六
朝
末
期
の
詩
文
の
表
現
傾
向
が
徐
々
に
衰
微
し
て
い
く
過
程
を
、
高

橋
は
丹
念
に
追
っ
て
い
る
が
、
芸
術
の
た
め
の
芸
術
、
美
の
た
め
の
美
を

追
求
し
て
い
け
ば
、
こ
れ
も
ま
た
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
マ

イ
ナ
ス
面
ば
か
り
で
は
無
く
、
小
西
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
文
人
た

ち
は
「
微
量
の
新
し
み
」
の
発
見
に
や
っ
き
と
な
っ
て
い
、
ま
た
全
神
経

を
と
が
ら
せ
て
も
い
た
。
減
、
び
の
前
の
輝
き
の
よ
う
な
美
だ
っ
た
。

劉
棋
は
『
文
心
離
龍
』
の
至
る
所
で
、
こ
れ
ら
減
、
び
の
美
に
向
か
う
詩

文
の
表
現
傾
向
を
救
済
せ
ん
が
為
の
方
策
を
提
唱
す
る
が
、
時
す
で
に
遅

し
の
観
が
あ
る
。
高
橋
は
『
文
心
躍
龍
』
を
「
美
文
的
思
弁
が
生
み
だ
し

た
美
文
肯
定
の
極
致
で
あ
り
、
六
朝
の
文
人
意
識
の
代
表
的
な
発
言
」
だ

と
位
置
づ
け
て
「
文
章
の
あ
ま
り
の
混
乱
を
矯
正
す
る
た
め
に
書
か
れ
た

も
の
で
は
あ
り
な
が
ら
、
根
底
に
・
お
い
て
は
美
文
を
認
め
、
そ
の
本
質
と

効
用
を
か
く
見
事
に
体
系
づ
け
た
劉
拙
の
著
述
が
あ
ら
わ
れ
た
と
き
、
し

か
し
皮
肉
に
も
、
美
文
は
す
で
に
そ
の
生
命
力
を
喪
失
し
つ
つ
あ
っ
た
」

(八

0
1八
一
頁
)
と
寂
し
い
論
断
を
く
だ
す
。
詩
文
の
美
を
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
面
か
ら
探
究
し
た
六
朝
美
文
は
世
界
に
類
を
見
な
い
完
成
度
を
誇

る
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
が
、
そ
の
末
路
も
ま
た
悲
惨
で
あ
っ
た
。
「
か

つ
て
は
贋
大
な
自
然
の
景
観
に
向
っ
て
い
た
文
人
た
ち
の
感
性
は
、
豪
審

な
、
し
か
し
、
し
ょ
せ
ん
は
限
ら
れ
た
人
工
的
美
に
す
、
ぎ
ぬ
貴
族
の
庭
園

の
う
ち
に
逼
塞
し
、
自
然
と
人
事
の
啓
示
的
表
現
の
技
術
で
あ
っ
た
対
句

は
と
も
す
れ
ば
平
板
な
羅
列
に
流
れ
、
伝
統
を
背
負
っ
て
な
お
そ
こ
に
新

味
を
だ
す
典
故
修
辞
は
街
学
的
な
装
飾
へ
と
堕
落
し
て
ゆ
く
。
感
情
の
波

浪
を
論
理
と
と
も
に
伝
達
す
べ
き
文
章
の
リ
ズ
ム
も
、
あ
ま
り
の
厳
格
な

規
範
化
ゆ
え
に
却
っ
て
自
然
な
感
情
の
自
己
束
縛
と
な
り
、
無
理
な
語
句

こ
と
さ
ら
字
句
倒
置
を
結
果
す
る
。
さ
ら
に
音
節
の
定
型
す
ら
、
、
散
漫

な
思
弁
を
単
に
言
葉
の
敷
術
に
よ
っ
て
補
う
手
段
と
化
す
。
一
切
の
長
所

は
、
伝
う
べ
き
認
識
の
充
実
を
失
っ
た
と
き
、
逆
に
悲
惨
な
短
所
と
な
っ

て
衰
残
の
姿
を
あ
ら
わ
す
」
(
八
一
頁
)
ど
こ
ま
で
も
際
限
な
く
突
き
詰

め
て
い
く
明
断
の
果
て
の
悲
劇
は
、
な
に
も
西
洋
の
形
而
上
学
に
限
っ
た

こ

と

で

は

な

い

。

(

中

完

)

〈

一

九

九

四

・

一

・

一

〉
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