
39

〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
の
試
み　
　
　

古
田
島
洋
介
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授　

日
中
比
較
文
学

　

ベ
ク
ト
ル
を
考
へ
る
以
上
、
ま
づ
は
ベ
ク
ト
ル
が
存
在
す
る
領
域
、
つ
ま
り
ベ
ク

ト
ル
空
間
ま
た
は
ベ
ク
ト
ル
場
を
設
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
素
人
の
哀
し

さ
、「
ベ
ク
ト
ル
空
間
の
係
数
体
の
元
を
ス
カ
ラ
ー
と
い
う
」
だ
の
「
三
次
元
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
空
間
に
お
い
て
、
あ
る
領
域
D
で
定
義
さ
れ
、
そ
の
値
が
ベ
ク
ト
ル
で
表

わ
さ
れ
る
関
数
（
数
式
省
略
）
を
D
に
お
け
る
ベ
ク
ト
ル
場
と
い
う
」
だ
の
と
説
明

さ
れ
て
）
2
（
も
、
残
念
な
が
ら
受
け
と
め
る
べ
き
素
養
ナ
シ
、
何
の
こ
と
や
ら
さ
つ
ぱ
り

4

4

4

4

理
解
で
き
ず
じ
ま
ひ
で
あ
る
。
と
は
い
へ
、
返
り
点
を
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
把
握
す
る

に
は
、
二
つ
の
一
次
元
す
な
は
ち
二
本
の
直
線
を
考
へ
、
漢
文
の
文
字
列
の
左
右
そ

れ
ぞ
れ
に
一
本
づ
つ
措
定
す
れ
ば
事
足
り
る
だ
ら
う
。
こ
こ
で
は
仮
に
右
の
直
線
を

順
行
（
本
位
）
ベ
ク
ト
ル
領
域
と
呼
び
、
左
の
直
線
を
逆
行
（
臨
時
）
ベ
ク
ト
ル
領

域
と
名
づ
け
る
。
順
行
・
逆
行
は
、
漢
文
の
文
字
列
を
閲
読
す
る
さ
い
の
方
向
を
念

頭
に
置
い
て
の
命
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
別
称
の
本
位
・
臨
時
は
、
漢
文
の
文
字
列

を
閲
読
す
る
に
当
た
つ
て
の
本
来
の
順
序
お
よ
び
返
り
点
に
よ
つ
て
要
求
さ
れ
る
臨

時
の
順
序
の
謂い

ひ

で
あ
る
。
本
稿
の
出
発
点
た
る
基
礎
的
な
概
念
な
の
で
、
具
体
例
を

以
て
確
認
し
て
お
か
う
。

国
破
山
河
在　
　

国く
に

破や
ぶ

れ
て
山さ
ん

河が

在あ

り

城
春
草
木
深　
　

城し
ろ

春は
る

に
し
て
草さ
う

木も
く

深ふ
か

し

＊〔
唐
〕
杜
甫
「
春
望
」
五
律
・
首
聯

　

一
瞥
し
て
わ
か
る
と
ほ
り
、
二
句
と
も
返
り
点
が
な
い
。
上
か
ら
下
へ
と
一
字
づ

つ
読
み
下
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
や
う
な
詩
句
に
は
、
左
の
ご
と
く

暗
黙
裡
に
順
行
（
本
位
）
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
だ
ら
う
。

〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
の
試
み

　

―
　

返
り
点
は
合
理
的
に
説
明
で
き
る
か
？
　

―
　

古
田
島
洋
介＊

一　

基
本
的
概
念

　

数
学
に
と
ん
4

4

と
通
ぜ
ぬ
身
で
も
、
ベ
ク
ト
）
1
（
ル
が
大
き
さ
と
方
向
を
持
つ
有
向
線
分

と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
く
ら
ゐ
は
わ
き
ま
へ
て
ゐ
る
。
と
な
れ
ば
、
漢
文
訓
読
に

お
い
て
、
小
返
り
（
レ
点
）
お
よ
び
大
返
り
（
一
二
点
・
上
下
点
・
甲
乙
点
・
天
地

人
点
）
と
呼
ば
れ
る
大
き
さ
を
備
へ
、
か
つ
、
漢
文
の
文
字
列
に
対
し
て
下
か
ら
上

へ
と
逆
方
向
に
進
む
こ
と
を
指
示
す
る
返
り
点
も
一
種
の
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
捉
へ
ら

れ
る
は
ず
だ
。
あ
ま
り
に
初
歩
的
で
幼
稚
な
発
想
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
度
は
考
察

し
て
み
る
の
も
無
駄
で
は
な
か
ら
う
。
た
と
ひ
素
人
の
粗
雑
な
思
ひ
つ
き
に
す
ぎ
ず

と
も
、
い
づ
れ
玄
人
す
な
は
ち
数
学
の
専
門
家
の
目
に
と
ま
れ
ば
、
洗
練
さ
れ
た
理

論
へ
と
生
ま
れ
変
は
る
僥
倖
に
恵
ま
れ
ぬ
と
も
か
ぎ
る
ま
い
。
茲
に
敢
へ
て
暴
虎
馮

河
の
勇
を
奮
ふ
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
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は
無
理
だ
ら
う
。
大
返
り
の
一
二
点
・
上
下
点
…
…
な
ど
が
現
れ
る
と
、
単
位
元
の

足
し
算
で
は
事
が
収
ま
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
（
後
述
）。

感
覗

時
花
濺
覗

涙 

　
恨
覗

別
鳥
驚
覗

心 

　

　

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、「
感
」
の
次
に
「
花
」
を
、「
恨
」
の
次
に
「
鳥
」
を

読
む
こ
と
が
如
何
な
る
作
用
に
よ
つ
て
保
証
さ
れ
る
の
か
と
い
ふ
こ
と
だ
。
差
し
当

た
り
二
つ
の
考
へ
方
が
可
能
だ
ら
う
。

　

第
一
の
考
へ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
順
行
ベ
ク
ト
ル
に
よ
つ
て
「
感
」
か
ら
「
花
」
へ
、

「
恨
」
か
ら
「
鳥
」
へ
跳
ぶ
と
す
る
捉
へ
方
で
あ
る
。
些
少
と
も
漢
文
訓
読
に
慣
れ

て
ゐ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
最
も
素
朴
な
実
感
に
近
い
捉
へ
方
だ
ら
う
。
論
点
の
三
字
づ

つ
だ
け
取
り
出
せ
ば

―

　 感
覗

時
花 

　

↑
　 恨

覗

別
鳥 

　

↑

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
や
う
に
看
做
す
と
、
二
つ
の
点
で
不
都
合
が
生
じ
て
し
ま
ふ
。

一
つ
は
、「
感
」
か
ら
「
花
」
へ
、「
恨
」
か
ら
「
鳥
」
へ
と
進
む
絶
対
値
2
の
順
行

ベ
ク
ト
ル
が
ど
こ
か
ら
生
ず
る
の
か
と
い
ふ
疑
問
で
あ
る
。
前さ

き

に
見
た
ご
と
く
、
順

行
ベ
ク
ト
ル
は
絶
対
値
1
の
は
ず
だ
。
こ
れ
を
加
算
し
て
絶
対
値
2
と
す
る
理
由
が

↑ 

↑

↑ 

↑

　 国
破
山
河
在

　 城
春
草
木
深

　

各
ベ
ク
ト
ル
の
起
点
・
終
点
は
、
各
々
の
漢
字
の
中
心
点
、
つ
ま
り
原
稿
用
紙
で

言
へ
ば
各
マ
ス
目
の
中
心
の
高
さ
に
あ
る
も
の
と
看
做
す
。
そ
し
て
、
任
意
の
漢
字

の
中
心
点
か
ら
直
後
の
漢
字
の
中
心
点
ま
で
の
距
離
を
1
と
す
れ
ば
、
順
行
ベ
ク
ト

ル
は
絶
対
値
1
の
ベ
ク
ト
ル
を
単
位
元
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
や
う
に
返

り
点
が
一
つ
も
な
け
れ
ば
、
漢
文
は
順
行
単
位
元
ベ
ク
ト
ル
に
従
つ
て
本
来
の
順
序

ど
ほ
り
一
字
づ
つ
上
か
ら
下
へ
と
読
ん
で
ゆ
く
わ
け
だ
。

二　

レ
点
の
処
理

　

で
は
、
返
り
点
が
掛
か
つ
た
場
合
は
、
ど
う
考
へ
れ
ば
よ
い
だ
ら
う
か
。
ま
づ
は

レ
点
に
つ
い
て
観
察
し
て
み
よ
う
。

感
覗

時
花
濺
覗

涙　
　

時と
き

に
感か
ん

じ
て
は
花は
な

に
も
涙な
み
だを

濺そ
そ

ぎ

恨
覗

別
鳥
驚
覗

心　
　

別わ
か

れ
を
恨う
ら

ん
で
は
鳥と
り

に
も
心こ
こ
ろを

驚お
ど
ろか

す

 

＊〔
唐
〕
杜
甫
「
同
右
」
詩
・
頷
聯

　

レ
点
は
、
連
続
し
た
二
字
の
上
下
を
転
倒
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
。
と
な
れ
ば
、

「
感
時
・
濺
涙
／
恨
別
・
驚
心
」
そ
れ
ぞ
れ
に
逆
行
（
臨
時
）
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し

て
ゐ
る
と
看
做
せ
ば
よ
い
。
た
だ
し
、
小
返
り
の
レ
点
は
絶
対
値
1
の
ベ
ク
ト
ル
だ

が
、
順
行
ベ
ク
ト
ル
と
は
異
な
り
、
こ
れ
を
逆
行
ベ
ク
ト
ル
の
単
位
元
と
看
做
す
の

↓
↓
↓
↓

↓
↓
↓
↓
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こ
の
臨
時
・
本
位
と
い
ふ
命
名
は
、
実
の
と
こ
ろ
音
楽
用
語
に
発
想
の
源
が
あ
る
。

わ
か
り
や
す
く
ハ
長
調C dur

の
曲
を
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
上
で
考
へ
て
み
よ
う
。
楽

譜
に
何
も
手
を
加
へ
な
け
れ
ば
、
む
ろ
ん
主
音C

で
は
白
鍵
を
押
す
。
し
か
し
、

も
しC

に
臨
時
記
号

# シ
ヤ
ー
プ

が
附
い
た
ら
ど
う
な
る
か
。
当
然
、
黒
鍵Cis

を
押
す

こ
と
に
な
ら
う
。
そ
し
て
、
同
じ
小
節
中
でC

に
本
位
記
号

♮

ナ
チ
ユ
ラ
ル

が
附
け
ば
、
ま

た
元
に
も
ど
つ
て
白
鍵C

を
押
す
わ
け
だ
。
逆
行
ベ
ク
ト
ル
を
臨
時
ベ
ク
ト
ル
と

も
呼
び
、
順
行
ベ
ク
ト
ル
を
本
位
ベ
ク
ト
ル
と
も
名
づ
け
た
の
は
、
こ
の
や
う
な
音

楽
に
お
け
る
臨
時
記
号
と
本
位
記
号
に
倣
つ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

要
す
る
に
、
臨
時
ベ
ク
ト
ル
す
な
は
ち
逆
行
ベ
ク
ト
ル
は
、
本
位
ベ
ク
ト
ル
す
な

は
ち
順
行
ベ
ク
ト
ル
に
優
先
し
、
臨
時
ベ
ク
ト
ル
の
作
用
が
消
え
れ
ば
、
本
位
ベ
ク

ト
ル
に
立
ち
も
ど
る
と
い
ふ
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
ハ
長
調C 

dur

の
主
音
が
あ
く

ま
で
もC

で
あ
る
の
と
同
じ
く
、
本
位
ベ
ク
ト
ル
は
常
に
存
在
す
る
。
換
言
す
れ

ば
、
臨
時
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
、
本
位
ベ
ク
ト
ル
は
機
能
を
停
止
し

つ
つ
も
潜
在
し
て
を
り
、
臨
時
ベ
ク
ト
ル
の
作
用
が
消
え
た
時
点
で
、
ま
た
立
ち
現

れ
る
と
考
へ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
捉
へ
れ
ば
、
順
行
（
本
位
）
ベ
ク
ト
ル

を
保
持
し
た
ま
ま
、
逆
行
（
臨
時
）
ベ
ク
ト
ル
と
の
関
係
を
明
快
に
規
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ら
う
。
改
め
て
二
句
全
体
を
図
示
す
れ
ば
、
次
の
や
う
に
な
る
。
白
抜

き
矢
印
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
は
、
逆
行
ベ
ク
ト
ル
が
作
用
し
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
、
機
能
を

停
止
し
て
潜
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
表
す
。
謂
は
ば
虚
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
だ
。

　⇒

　

↓⇒

　⇒
 

感
覗

時
花
濺
覗

涙 
　

↑　
　
　

↑

　⇒
　

↓⇒
　⇒

 
恨
覗

別
鳥
驚
覗

心 

　

↑　
　
　

↑

よ
く
わ
か
ら
な
い
。「
こ
こ
で
は
、
あ
ひ
だ
に
〈
時
〉〈
別
〉
を
挟
ん
で
〈
感
〉
か
ら

〈
花
〉
へ
、〈
恨
〉
か
ら
〈
鳥
〉
へ
進
む
の
だ
か
ら
、
自
づ
か
ら
絶
対
値
2
と
な
る
」

で
は
、
単
な
る
御
都
合
主
義
の
説
明
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
順
行
ベ
ク
ト
ル
と
逆

行
ベ
ク
ト
ル
と
の
関
係
だ
。
見
て
の
と
ほ
り
、「
感
覗

時
」
に
も
「
恨
覗

別
」
に
も
逆

行
ベ
ク
ト
ル
と
順
行
ベ
ク
ト
ル
が
同
時
に
掛
か
つ
て
ゐ
る
。
ま
づ
は
逆
行
ベ
ク
ト
ル

に
従
つ
て
「
時
」
か
ら
「
感
」
に
、「
別
」
か
ら
「
恨
」
に
遡
り
、
次
い
で
順
行
ベ

ク
ト
ル
に
よ
つ
て
「
感
」
か
ら
「
花
」
へ
、「
恨
」
か
ら
「
鳥
」
へ
と
跳
ぶ
わ
け
だ

が
、
そ
の
前
後
関
係
す
な
は
ち
逆
行
ベ
ク
ト
ル
↓
順
行
ベ
ク
ト
ル
と
い
ふ
順
序
は
、

如
何
な
る
根
拠
に
よ
つ
て
決
ま
る
の
か
。
ど
う
も
今
一
つ
す
つ
き
り

4

4

4

4

し
な
い
の
で
あ

る
。

　

第
二
の
考
へ
は
、
あ
く
ま
で
順
行
ベ
ク
ト
ル
の
単
位
元
を
保
持
し
た
ま
ま
、
逆
行

ベ
ク
ト
ル
と
の
整
合
性
を
図
る
捉
へ
方
だ
。
つ
ま
り
取
り
敢
へ
ず
は
次
の
や
う
に
ベ

ク
ト
ル
を
措
定
す
る
。

　

↓　
↓ 

感
覗

時
花 

　

↑
　

↓　
↓ 

恨
覗

別
鳥 

　

↑

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
絶
対
値
2
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
は
避
け
ら
れ
て
も
、

逆
行
ベ
ク
ト
ル
↓
順
行
ベ
ク
ト
ル
と
い
ふ
順
序
は
保
証
さ
れ
な
い
。
こ
れ
を
解
決
す

る
に
は
、「
逆
行
ベ
ク
ト
ル
す
な
は
ち
臨
時
ベ
ク
ト
ル
は
、
順
行
ベ
ク
ト
ル
す
な
は

ち
本
位
ベ
ク
ト
ル
に
優
先
す
る
」
と
の
規
則
を
設
け
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

「
な
ん
だ
い
、
や
つ
ぱ
り
御
都
合
主
義
ぢ
や
な
い
か
」
と
言
ふ
な
か
れ
。
こ
こ
で
臨

時
・
本
位
と
い
ふ
別
称
が
効
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
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二
〇
二
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年

　

各
句
頭
の
「
烽
火
／
家
書
」
を
順
行
ベ
ク
ト
ル
そ
の
ま
ま
に
訓
ず
る
の
は
自
明
で

あ
ら
う
。
い
づ
れ
も
逆
行
ベ
ク
ト
ル
の
作
用
を
受
け
て
ゐ
な
い
か
ら
だ
。
け
れ
ど
も
、

「
連
／
抵
」
を
跳
び
越
え
る
点
に
は
疑
問
符
が
附
く
。「
連
」
に
も
「
抵
」
に
も
逆
行

ベ
ク
ト
ル
が
掛
か
つ
て
ゐ
る
以
上
、
そ
し
て
、「
連
／
抵
」
か
ら
「
三
／
万
」
へ
の

順
行
ベ
ク
ト
ル
が
虚
で
あ
る
以
上
、
第
二
節
の
考
へ
方
を
踏
襲
す
る
と
、
先
に
逆
行

ベ
ク
ト
ル
に
従
つ
て
「
月
／
金
」
か
ら
「
連
／
抵
」
に
も
ど
り
、
そ
れ
か
ら
「
三
／

万
」
だ
け
を
読
む
と
い
ふ
奇
妙
な
結
果
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
不
都
合

を
解
消
す
る
に
は
、
ど
の
や
う
に
考
へ
れ
ば
よ
い
だ
ら
う
か
。

　

レ
点
は
、
常
に
絶
対
値
1
の
ベ
ク
ト
ル
を
表
し
、
一
つ
の
符
号
で
連
続
し
た
二
字

の
転
倒
を
、
つ
ま
り
直
下
の
字
か
ら
直
上
の
字
へ
と
返
る
こ
と
を
表
す
。
要
す
る
に
、

レ
点
一
つ
で
起
点
と
終
点
の
双
方
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。
し
か
し
、
一
二

点
は
違
ふ
。
起
点
に
「
一
」
を
、
終
点
に
「
二
」
を
附
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
起
点
・

終
点
そ
れ
ぞ
れ
に
符
号
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
起
点
「
一
」
が
な
け
れ
ば
終
点

「
二
」
は
意
味
を
成
さ
ず
、
逆
に
、
終
点
「
二
」
が
な
け
れ
ば
起
点
「
一
」
も
無
意

味
と
な
る
。
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
烽
火
／
家
書
」
の
次
に
、「
二
」
点
の
附
い
た

「
連
／
抵
」
を
跳
び
越
え
る
理
由
も
納
得
で
き
る
だ
ら
う
。「
連
／
抵
」
に
見
え
る

「
二
」
点
は
、「
月
／
金
」
に
附
い
た
「
一
」
点
が
あ
れ
ば
こ
そ
初
め
て
意
味
を
持
つ

か
ら
だ
。「
月
／
金
」
を
訓
ず
る
こ
と
な
く
「
連
／
抵
」
に
進
む
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。「
烽
火
／
家
書
」
を
読
み
終
へ
た
な
ら
ば
、
終
点
た
る
「
二
」
点
の
附
い
た

「
連
／
抵
」
は
暫
く
跳
び
越
え
、
順
行
ベ
ク
ト
ル
の
押
し
下
げ
圧
力
に
よ
つ
て
、
起

点
た
る
「
一
」
点
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
下
方
へ
と
読
み
下
す
こ
と
と
な
る
。
む
ろ
ん
、

本
例
で
は
「
三
月
／
万
金
」
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
が
「
一
」
点
へ
の
到
達
を
保
証
し
て

ゐ
る
わ
け
だ
。

　

一
二
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
右
を
一
般
化
し
て
み
よ
う
。
ま
づ
は
返
り
点
の
起

　

右
の
ご
と
く
考
へ
れ
ば
、
順
行
ベ
ク
ト
ル
は
絶
対
値
1
の
単
位
元
を
設
定
す
る
だ

け
で
片
が
附
き
、
潜
在
し
て
ゐ
る
順
行
ベ
ク
ト
ル
よ
り
も
、
顕
在
し
て
ゐ
る
逆
行
ベ

ク
ト
ル
の
は
う
を
優
先
し
て
読
む
こ
と
も
説
明
で
き
る
だ
ら
う
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、

潜
在
し
て
ゐ
よ
う
が
顕
在
し
て
ゐ
よ
う
が
、
常
に
順
行
ベ
ク
ト
ル
が
存
在
し
て
ゐ
る

以
上
、
漢
文
に
は
絶
え
ず
上
か
ら
下
へ
と
読
ん
で
ゆ
く
推
進
力
が
掛
か
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。三　

一
二
点
の
処
理

　

今
度
は
一
二
点
に
つ
い
て
考
へ
て
み
よ
う
。
果
た
し
て
レ
点
の
場
合
と
同
じ
手
が

通
用
す
る
だ
ら
う
か
。

烽
火
連
巴

三
月
蚤　
　

烽ほ
う

火く
わ

三さ
ん

月げ
つ

に
連つ
ら

な
り

家
書
抵
巴

万
金
蚤　
　

家か

書し
よ

万ば
ん

金き
ん

に
抵あ
た

る

 

＊〔
唐
〕
杜
甫
「
同
右
」
詩
・
頸
聯

　

順
行
ベ
ク
ト
ル
に
従
つ
て
「
烽
火
／
家
書
」
を
、
次
い
で
「
三
月
／
万
金
」
を
読

み
、
逆
行
ベ
ク
ト
ル
に
よ
つ
て
「
月
／
金
」
か
ら
「
連
／
抵
」
へ
返
す
こ
と
に
な
る
。

レ
点
の
場
合
と
同
じ
や
う
に
考
へ
れ
ば
、
左
の
ご
と
く
ベ
ク
ト
ル
が
附
け
ら
れ
る
は

ず
だ
。

　

↓⇒

　⇒

↓ 

烽
火
連
巴

三
月
蚤 

　
　
　

　

↓⇒

　⇒

↓ 

家
書
抵
巴

万
金
蚤 

　
　
　



43

〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
の
試
み　
　
　

古
田
島
洋
介

決
し
て
「
一
」
点
か
ら
一
字
づ
つ
遡
つ
て
「
二
」
点
に
た
ど
り
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。

前さ
き

に
「
大
返
り
の
一
二
点
・
上
下
点
…
…
な
ど
が
現
れ
る
と
、
単
位
元
の
足
し
算
で

は
事
が
収
ま
ら
な
く
な
る
」
と
記
し
た
理
由
も
右
の
例
か
ら
明
ら
か
だ
ら
う
。

　

な
ほ
、
実
例
と
し
て
〔
唐
〕
杜
甫
の
五
律
「
春
望
」
を
頸
聯
ま
で
取
り
上
げ
た
の

で
、
行
き
が
か
り
上
、
最
後
の
二
句
に
も
ベ
ク
ト
ル
に
よ
る
説
明
を
加
へ
て
お
か
う
。

　
　

白
頭
搔
更
短 　
　
　

白は
く

頭と
う 

搔か

け
ば
更さ
ら

に
短み
じ
かく

　
　

渾
欲
覗

不
覗

勝
覗

簪　
　

渾す
べ

て
簪し
ん

に
勝た

へ
ざ
ら
ん
と
欲ほ
つ

す

＊〔
唐
〕
杜
甫
「
同
右
」
詩
・
尾
聯

　

両
句
と
も
ベ
ク
ト
ル
に
よ
る
処
理
は
容
易
そ
の
も
の
だ
ら
う
。
前
句
は
順
行
の
単

位
ベ
ク
ト
ル
の
み
、
後
句
は
レ
点
に
つ
い
て
だ
け
逆
行
ベ
ク
ト
ル
を
措
定
す
れ
ば
よ

い
。　

↓
↓
↓
↓ 

白
頭
搔
更
短

　

↓⇒

　⇒

　⇒
 

渾
欲
覗

不
覗

勝
覗

簪 

　

↑　
↑　
↑

四　

上
下
点
の
処
理

　

次
は
上
下
点
で
あ
る
。
大
返
り
に
関
し
て
は
、
一
二
点
さ
へ
捌
け
れ
ば
、
上
下

点
・
甲
乙
点
な
ど
も
同
様
に
考
へ
て
よ
い
は
ず
だ
が
、
念
の
た
め
上
下
点
に
つ
い
て

だ
け
確
認
し
て
お
か
う
。
小
出
し
に
す
る
の
を
避
け
、
い
き
な
り
上
・
中
・
下
の
三

者
が
揃
つ
て
現
れ
る
漢
文
を
扱
ふ
こ
と
に
す
る
。
や
は
り
漢
詩
の
字
句
を
素
材
と
し

点
をs

（start

）、
終
点
をg

（goal

）
と
置
く
。
終
点g

は
起
点s

が
定
ま
つ
て
こ

そ
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
一
種
の
関
数
と
看
做
し
てg

＝f（s

）
と
書
け
る

だ
ら
う
。
起
点s

が
定
ま
ら
な
い
う
ち
は
、s

＝ϕ

す
な
は
ちg

＝f（ϕ

）＝ϕ

と
考
へ

れ
ば
、g
を
跳
び
越
す
理
由
に
な
る
は
ず
だ
。g

＝ϕ

が
成
り
立
つ
以
上
、
起
点s

が
未
定
で
あ
れ
ば
終
点g

の
漢
字
は
暫
く
消
失
し
て
ゐ
る
も
の
と
仮
定
す
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
消
失
し
て
ゐ
た
終
点g

の
漢
字
が
起
点s

が
定
ま
る
の
を
待
つ
て
改

め
て
出
現
す
る
と
考
へ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
面
倒
な
手
続
き
な
の
で
、
今
は
採
ら
な

い
。
こ
こ
で
はg

を
単
に
跳
び
越
え
る
字
と
捉
へ
、
便
宜
上
、
一
二
点
が
作
用
す

る
字
は
●
で
表
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　

↓⇒

　
　
　

⇒

　

↓ 

　
　
　
　

○
○
●
巴　
　
　

○　

●
蚤 

　
　
　
　
　
　
　g

＝f

（s

）　　
　

s

　

返
り
点
附
き
の
漢
文
を
読
む
と
き
、
し
ば
し
ば
「
ま
づ
は
返
り
点
の
附
い
て
ゐ
な

い
漢
字
を
読
み
、
返
り
点
に
出
逢
つ
た
ら
、
返
り
点
に
従
つ
て
上
に
返
し
て
読
む
」

と
い
ふ
要
領
が
説
か
れ
る
が
、「
返
り
点
の
附
い
て
ゐ
な
い
漢
字
を
読
」
ん
で
ゐ
な

が
ら
「
返
り
点
に
出
逢
つ
た
ら
」
と
仮
定
す
る
の
は
矛
盾
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、

「
二
」
点
と
い
ふ
歴
と
し
た
返
り
点
に
出
逢
つ
て
ゐ
る
の
に
、
そ
こ
か
ら
返
る
こ
と

な
く
、
下
方
の
「
一
」
点
か
ら
返
り
読
み
が
始
ま
る
の
も
何
や
ら
腑
に
落
ち
な
い
話

で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
な
矛
盾
を
孕
ん
だ
曖
昧
な
説
明
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
か
ら
、

漢
文
は
嫌
が
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

右
の
ご
と
く
順
行
・
逆
行
の
ベ
ク
ト
ル
を
措
定
し
、
終
点g

に
当
た
る
漢
字
は

起
点s

が
未
定
ゆ
ゑ
に
跳
び
越
え
る
と
考
へ
る
は
う
が
遥
か
に
明
確
な
説
明
だ
と
思

ふ
の
だ
が
、
果
た
し
て
如
何
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
、
一
二
点
の
指
示
す
る
逆
行
ベ
ク

ト
ル
が
絶
対
値
2
以
上
と
な
る
こ
と
は
、
一
二
点
の
用
法
か
ら
し
て
自
明
で
あ
る
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
三
十
号　

二
〇
二
二
年

　⇒

　⇒

　
　
　
　

↓　⇒

　

⇒

　
　
　
　
　

↓ 

欲
派

把
巴　
　
　
　

西
湖
蚤　

比
波　
　
　
　

西
子
杷 

　
　g1

＝f（s1

）　　

s1  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

g2

＝f（s2

）　　

s2  
g3

＝f（s3

）　　
　
　
　
　

s3

　

念
の
た
め
考
へ
方
を
記
し
て
お
け
ば

―
冒
頭
「
欲
派

」「
把
巴

」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

終
点
な
の
で
跳
び
越
え
る
。
順
行
ベ
ク
ト
ル
に
従
つ
て
「
西
湖
」
を
読
み
、
起
点

「
湖
蚤

」
か
ら
逆
行
ベ
ク
ト
ル
に
よ
つ
て
終
点
「
把
巴

」
に
返
す
。
次
い
で
潜
在
し
て

ゐ
る
順
行
ベ
ク
ト
ル
に
沿
つ
て
下
方
に
向
か
ふ
が
、「
比
波

」
は
終
点
ゆ
ゑ
に
跳
び
越

す
。
そ
し
て
、
順
行
ベ
ク
ト
ル
ど
ほ
り
「
西
子
」
を
読
み
、
起
点
「
子
杷

」
か
ら
終

点
「
比
波

」
に
返
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
比
波

」
を
改
め
て
起
点
と
し
、
終
点
「
欲
派

」

に
返
す
。

―
か
う
考
へ
れ
ば
、
ど
の
や
う
な
順
序
で
訓
読
す
る
か
が
明
確
に
説
明

で
き
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
少
な
く
と
も
「
一
二
点
と
上
下
点
が
あ
る
と
き
は
、

先
に
一
二
点
の
部
分
を
処
理
し
、
次
に
上
下
点
の
部
分
を
処
理
す
る
」
な
ぞ
と
い
ふ

粗
雑
な
説
明
よ
り
は
ま
し

4

4

だ
ら
う
。

　

心
得
て
お
く
べ
き
実
用
上
の
要
領
は
、
①
漢
文
に
は
、
陰
に
陽
に
絶
え
ず
順
行
ベ

ク
ト
ル
に
よ
る
上
か
ら
下
へ
の
圧
力
が
掛
か
つ
て
ゐ
る
こ
と
、
②
返
り
点
の
終
点
に

当
た
る
漢
字
は
、
起
点
に
当
た
る
漢
字
を
読
ま
な
い
う
ち
は
跳
び
越
え
て
お
く
こ
と

―
の
二
点
で
あ
る
。

五　

連
読
符
号
の
処
理
（
1
）
二
字
句

　

さ
て
、
次
い
で
考
察
し
て
お
く
べ
き
は
、
連ハ

読イ

符フ

号ン

の
問
題
だ
。
連
読
符
号
に
戸

惑
ふ
学
生
は
少
な
く
な
い
。
返
り
点
を
き
ち
ん
と
附
け
ら
れ
る
学
生
で
も
、
連
読
符

号
が
ら
み
に
な
つ
た
と
た
ん
に
変
調
を
来
た
し
、
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
返
り
点
を
打
つ

て
み
よ
う
。

欲
派

把
巴

西
湖
蚤

比
波

西
子
杷　
　

西せ
い

湖こ

を
把と

つ
て
西せ
い

子し

に
比ひ

せ
ん
と
欲ほ
つ

す
）
3
（

＊〔
宋
〕
蘇
軾
「
飲
湖
上
初
晴
後
雨
」
二
首
ノ
一
・
七
絶
・
転
句

　

こ
の
蘇
軾
の
七
絶
は
、
起
句
・
承
句
そ
し
て
結
句
に
つ
い
て
は
一
つ
も
返
り
点
を

附
け
る
必
要
が
な
い
。
い
づ
れ
も
順
行
ベ
ク
ト
ル
を
考
へ
る
だ
け
で
事
が
済
）
4
（
む
。
だ

か
ら
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
が
、
右
に
掲
げ
た
転
句
に
限
つ
て
は
、
お
そ
ら
く
詩
句

と
し
て
最
も
複
雑
な
返
り
点
が
要
求
さ
れ
る
。
結
句
「
淡
粧
濃
抹
総
相
宜
」（
淡た

ん

粧し
や
う

濃の
う

抹ま
つ

総す
べ

て
相あ
ひ

宜よ
ろ

し
）
と
相
俟
つ
て
、
巧
み
な
比
喩
で
名
高
い
詩
句
で
あ
る
が
、
返

り
点
が
入
り
組
ん
だ
一
句
と
し
て
も
記
憶
に
値
す
る
だ
ら
う
。
一
つ
の
詩
句
に
上
・

中
・
下
の
三
者
が
現
れ
る
の
は
珍
し
い
。

　

右
の
一
句
に
ベ
ク
ト
ル
を
措
定
す
る
に
は
、
中
継
点
と
な
る
「
中
」
点
の
扱
ひ
さ

へ
確
定
す
れ
ば
よ
い
は
ず
だ
。
も
つ
と
も
、
中
継
点
だ
か
ら
と
の
理
由
で
、
新
た
な

考
へ
方
を
導
入
す
る
の
は
避
け
た
い
。
当
て
は
め
る
べ
き
法
則
は
、
少
な
け
れ
ば
少

な
い
ほ
ど
好
ま
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
些
少
の
考
へ
を
廻
ら
せ
ば
、
中
継
点
と

は
言
ひ
条
、「
中
」
点
は
「
上
」
点
に
対
し
て
は
終
点
と
な
り
、「
下
」
点
に
対
し
て

は
起
点
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
と
看
做
せ
る
。
つ
ま
り
、
第
三
節
で
持
ち
出
し
た
起

点
・
終
点
の
考
へ
方
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
よ
い
。
上
中
下
点
が
附
い
て
ゐ
る
以

上
、
当
然
そ
の
内
部
に
一
二
点
も
掛
か
つ
て
ゐ
る
の
で
、
書
き
込
み
は
ご
ち
ゃ
つ
く

4

4

4

4

4

こ
と
に
な
る
が
、
示
し
て
ゐ
る
内
容
そ
れ
自
体
は
第
三
節
で
述
べ
た
趣
旨
と
同
じ
で

あ
る
。
作
図
の
便
宜
上
、
左
傍
に
三
本
の
直
線
を
想
定
し
て
お
く
。
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〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
の
試
み　
　
　

古
田
島
洋
介

読
符
号
を
平
然
と
省
い
て
ゐ
た
の
は
、
あ
る
程
度
の
漢
文
の
実
力
を
読
み
手
に
期
待

で
き
た
今
は
昔
の
物
語
。
す
で
に
時
は
移
り
世
は
変
は
り
、
も
は
や
令
和
の
時
代
と

な
つ
た
以
上
、
漢
文
の
実
力
を
当
て
込
ま
れ
て
は
、
か
へ
つ
て
読
者
が
い
い
迷
惑
だ
。

そ
も
そ
も
連
読
符
号
ナ
シ
で
は
、
漢
文
の
読
み
順
を
正
確
に
指
示
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
次
の
や
う
な
返
り
点
が
附
い
て
ゐ
た
ら
、
ど
う
訓
読

す
る
だ
ら
う
か
。

吾
日
三
巴

省
吾
身
蚤　

＊『
論
語
』
学
而

　

返
り
点
の
指
示
に
従
へ
ば
、「
吾わ
れ

日ひ

に
省せ
い

吾ご

の
身み

を
三み

た
び
す
」
と
で
も
訓
読
す

る
し
か
あ
る
ま
い
。「
省
吾
」
は
人
名
か
、「
三
た
び
す
」
と
は
三
度
も
省
吾
の
身
を

案
ず
る
意
味
か
と
思
ひ
惑
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。
む
ろ
ん
、
正
し
い
訓
読
は
「
吾わ

れ

日ひ

に
吾わ

が
身み

を
三さ
ん

省せ
い

す
」
で
あ
る
。「〈
三
省
〉
の
二
字
が
つ
な
が
つ
て
見
え
な
い
や
う

で
は
、
君
も
ま
だ
ま
だ
だ
ね
」
と
い
ふ
わ
け
だ
。
し
か
し
、
返
り
点
に
律
義
に
従
つ

て
読
み
誤
つ
た
者
と
、「
三
省
」
の
字
間
に
連
読
符
号
を
附
け
る
こ
と
な
く
読
み
誤

り
を
せ
せ
ら
笑
ふ
者
と
で
は
、
ど
ち
ら
の
態
度
が
ま
と
も

4

4

4

だ
ら
う
か
。
前
者
を
生

徒
・
学
生
に
、
後
者
を
教
師
に
置
き
換
へ
て
み
れ
ば
、
自
づ
か
ら
結
論
は
明
ら
か
だ
。

附
け
る
べ
き
連
読
符
号
を
附
け
ず
に
生
徒
・
学
生
が
読
み
誤
る
の
を
嘲
笑
ふ
教
師
こ

そ
卑
怯
千
万
、
あ
た
か
も
野
球
の
隠
し
球
の
ご
と
く
連
読
符
号
を
目
に
と
ま
ら
ぬ
や

う
に
伏
せ
る
と
は
言
語
道
断
で
は
な
い
か
。
一
二
点
で
「
身
」
か
ら
「
三
」
に
返
る

ま
で
は
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
三
」
か
ら
「
省
」
に
下
り
る
の
は
、
返
り
点
で
は

絶
対
に
指
示
で
き
な
い
。
返
り
点
は
あ
く
ま
で
逆
行
ベ
ク
ト
ル
を
喚
起
す
る
符
号
で

あ
り
、「
三
」
か
ら
「
省
」
に
下
り
る
に
は
ど
う
し
て
も
順
行
ベ
ク
ト
ル
が
必
要
だ

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
連
読
符
号
は
、
返
り
点
で
は
指
示
で
き
な
い
読
み
順
を
指

示
す
べ
く
、
返
り
点
に
と
つ
て
必
要
不
可
欠
な
補
助
符
号
な
の
だ
。
こ
れ
を
「
省
い

て
し
ま
ふ
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
学
生
に
罪
は
な
い
と
い
ふ
の
が
私

見
で
あ
る
。「
か
う
い
ふ
と
き
に
は
連
読
符
号
を
附
け
る
」
な
ぞ
と
場
当
た
り
な
説

明
し
か
加
へ
な
い
教
員
こ
そ
罰
当
た
り
な
の
だ
。

　

ま
づ
肝
腎
な
の
は
、
連
読
符
号
が
「
熟
語
ゆ
ゑ
に
附
け
る
符
号
で
は
な
い

0

0

0

0

」
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
現
行
の
連
読
符
号
は
、
江
戸
時
代
の
音
合
符
や
訓
合
符
と
は
ま
る

で
性
質
が
違
ふ
。
つ
な
げ
て
読
む
べ
き
漢
字
の
あ
ひ
だ
に
漫
然
と
引
く
短
線
で
は
な

い
。
で
は
、
何
の
た
め
に
連
読
符
号
が
用
ゐ
ら
れ
る
の
か
と
言
へ
ば
、「
つ
な
げ
て

読
む
べ
き
漢
字
が
、
返
り
点
に
よ
つ
て
切
断
さ
れ
て
し
ま
ふ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
き
、
そ
の
切
断
を
防

0

0

0

0

ぐ
た
め
に
附
け
る

0

0

0

0

0

0

0

符
号
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
確
に
せ
ず
、
連
読
符
号
は
熟
語

に
附
け
る
も
の
だ
と
の
誤
解
が
何
と
は
な
し
に
醸
成
さ
れ
る
と
、
必
ず
次
の
や
う
な

連
読
符
号
を
附
け
る
学
生
が
現
れ
る
。

天
将
派

以
巴

夫
培

子
為
波

木
俳

鐸　
　

天て
ん

将ま
さ

に
夫ふ
う

子し

を
以も
つ

て
木ぼ
く

鐸た
く

と
為な

さ
ん
と
す

＊『
論
語
』
八
佾

　
「〈
夫
子
〉
は
熟
語
、〈
木
鐸
〉
も
熟
語
。
連
読
符
号
で
つ
な
い
で
何
が
悪
い
？
」

と
い
ふ
わ
け
だ
。
な
ま
じ
ひ
に
連
読
符
号
を
「
熟
語
符
号
」
と
呼
ん
だ
り
す
る
と
、

こ
の
や
う
な
誤
り
が
防
げ
な
）
5
（

い
。
む
ろ
ん
、
正
し
い
返
り
点
は
左
の
ご
と
く
で
あ
る
。

天
将
派

以
巴

夫
子
蚤

為
波

木
鐸
杷

　

次
に
肝
腎
な
の
は
、
連
読
符
号
が
「
絶
対
に
省
い
て
は
い
け
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

符
号
で
あ
る
」

と
い
ふ
こ
と
だ
。
通
称
『
諸
橋
大
漢
和
』
す
な
は
ち
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』

（
大
修
館
書
店
）
が
連
読
符
号
を
附
け
て
ゐ
な
い
こ
と
に
義
理
立
て
す
る
気
な
の
か
、

連
読
符
号
を
「
省
い
て
も
よ
い
」
と
記
す
参
考
書
類
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
連
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↓⇒

　⇒
⇒

↓ 

吾
日
三
狽

省
吾
身
蚤 

　
　
　　
　
　
　 

　
　
　　
　

　

け
れ
ど
も
、
右
が
甚
だ
拙
い
事
態
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ら
う
。
逆
行
ベ
ク
ト

ル
の
跳
ね
返
り
を
導
入
す
る
と
、
左
傍
直
線
上
に
順
行
ベ
ク
ト
ル
が
現
れ
る
こ
と
に

な
つ
て
し
ま
ふ
か
ら
だ
。
左
傍
直
線
は
、
あ
く
ま
で
逆
行
ベ
ク
ト
ル
の
専
有
領
域
と

し
て
お
き
た
い
。

　

さ
う
と
な
れ
ば
、
残
る
捉
へ
方
は
一
つ
に
絞
ら
れ
る
だ
ら
う
。
実
の
順
行
ベ
ク
ト

ル
が
「
三
省
」
に
要
求
さ
れ
る
以
上
、
い
つ
た
ん
は
跳
び
越
え
た
虚
の
順
行
ベ
ク
ト

ル
が
、
連
読
符
号
に
よ
つ
て
実
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
に
変
化
す
る
と
考
へ
れ
ば
よ
い
。

こ
こ
で
順
行
ベ
ク
ト
ル
を
本
位
ベ
ク
ト
ル
、
逆
行
ベ
ク
ト
ル
を
臨
時
ベ
ク
ト
ル
と
も

名
づ
け
た
こ
と
が
活
き
て
く
る
。
音
楽
で
言
へ
ば
、
連
読
符
号
は
本
位
記
号

♮ ナ
チ
ユ
ラ
ル

の
ご
と
き
存
在
で
、
臨
時
ベ
ク
ト
ル
を
本
位
ベ
ク
ト
ル
に
も
ど
す
機
能
を
持
つ
と
考

へ
る
わ
け
だ
。
結
果
と
し
て
、
左
の
や
う
に
図
示
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

　

↓⇒

　

↓⇒

↓ 

吾
日
三
狽

省
吾
身
蚤 

　
　
　　
　
　

　

初
め
は
虚
で
あ
つ
た
「
三
省
」
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
が
、
連
読
符
号
に
よ
つ
て
実
の

順
行
ベ
ク
ト
ル
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
当
初
は
「
三
」
も
「
省
」
も
跳
び
越
え
た
。

「
三
」
は
、
返
り
点
の
終
点
ゆ
ゑ
に
跳
び
越
し
た
。「
省
」
は
、
連
読
符
号
が
掛
か
つ

て
ゐ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
「
三
」
の
関
数
で
あ
る
が
た
め
に
、「
三
」
を

読
ま
ず
し
て
「
省
」
に
進
む
こ
と
は
な
い
と
考
へ
て
跳
び
越
し
た
の
だ
。
右
に

て
も
よ
い
」
と
説
明
す
る
の
は
、
自
由
の
狼
藉
、
尾
籠
の
沙
汰
、
私
の
目
に
は
返
り

点
・
連
読
符
号
の
基
本
機
能
を
わ
き
ま
へ
ぬ
横
紙
破
り
に
し
か
映
ら
な
い
。
も
し
連

読
符
号
の
省
略
に
言
及
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
か
つ
て
は
連
読
符
号
を
省
く
こ
と
も

珍
し
く
な
か
つ
た
た
め
、
刊
行
年
の
古
い
辞
典
や
参
考
書
は
、
連
読
符
号
が
省
略
さ

れ
て
ゐ
る
可
能
性
を
念
頭
に
置
い
て
用
ゐ
ね
ば
な
ら
な
い
」
く
ら
ゐ
で
あ
ら
う
。

　

で
は
、
右
の
例
文
に
連
読
符
号
を
加
へ
て
、
ベ
ク
ト
ル
の
考
へ
を
適
用
し
て
み
よ

う
。　

↓⇒

　⇒
⇒

↓ 

吾
日
三
狽

省
吾
身
蚤　
　

吾わ
れ

日ひ

に
吾わ

が
身み

を
三さ
ん

省せ
い

す 

　
　
　　
　
　
　

　
「
吾
日
」
は
、
順
行
ベ
ク
ト
ル
に
従
ふ
の
み
。
例
に
よ
つ
て
、
逆
行
ベ
ク
ト
ル
の

終
点
に
当
た
る
「
三
」
は
跳
び
越
え
る
。「
省
」
も
「
三
」
に
続
け
て
読
み
た
い
の

で
跳
ん
で
後
回
し
。「
吾
身
」
は
順
行
ベ
ク
ト
ル
ど
ほ
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
返
り

点
に
従
つ
て
「
身
」
か
ら
「
三
」
に
逆
行
ベ
ク
ト
ル
で
返
す
。

　

問
題
は
、
そ
の
「
三
」
か
ら
「
省
」
に
下
り
る
と
こ
ろ
だ
。
ま
づ
は
「
三
」
も

「
省
」
も
跳
び
越
し
た
以
上
、「
三
」
か
ら
「
省
」
へ
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
は
、
虚
ベ
ク

ト
ル
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
「
三さ

ん

省せ
い

」
と
読
む
の
で
あ
る

か
ら
、「
三
」
か
ら
「
省
」
へ
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
は
、
実
ベ
ク
ト
ル
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
考
へ
る
べ
き
は
、
連
読
符
号
の
性
質
だ
。

　

最
も
単
純
な
の
は
、
連
読
符
号
が
返
り
点
に
対
し
て
Ｕ
タ
ー
ン
の
機
能
を
持
つ
と

の
捉
へ
方
だ
。
逆
行
ベ
ク
ト
ル
が
「
三
」
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
謂
は
ば
壁
に
当
た

つ
た
ボ
ー
ル
の
や
う
に
跳
ね
返
つ
て
「
省
」
に
進
む
と
考
へ
る
わ
け
だ
。
肝
要
な
部

分
だ
け
図
示
す
れ
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
作
図
の
便
宜
上
、
Ｕ
タ
ー
ン
は
、
も

う
一
本
の
左
傍
直
線
を
想
定
し
て
示
し
て
お
く
。
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〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
の
試
み　
　
　

古
田
島
洋
介

-

以
覗

立
蚤

」
の
ご
と
き
返
り
点
に
な
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
あ
く
ま
で
「
患
覗

所
狽

以
立
蚤

」
の
や
う
に
打
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、
一
二
点
を
附
け
る
段
階
で
は
「
所
以
」

を
二
字
扱
ひ
し
て
連
読
符
号
を
使
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
患
」
に
返
る
段
階
で

「
所
以
」
を
一
字
と
看
做
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
ら
う
。
い
つ
た
い
一
字
な
の
か
二
字

な
の
か
、「
所
以
」
の
顔
が
立
た
な
い
と
い
ふ
も
の
だ
。
こ
こ
で
は
、
右
に
掲
げ
た

や
う
に
「
患
」
に
は
三
点
で
返
す
も
の
と
し
て
話
を
進
め
る
。

　
「
立
つ
所
以
を
」
ま
で
は
、
第
五
節
に
記
し
た
と
ほ
り
。「
患
」
も
「
所
」
も
返
り

点
の
終
点
ゆ
ゑ
に
跳
び
越
え
る
。「
以
」
も
「
所
」
と
連
読
符
号
で
つ
な
が
れ
て
ゐ

る
の
で
跳
び
越
す
。
順
行
ベ
ク
ト
ル
が
そ
の
ま
ま
生
き
て
ゐ
る
「
立
」
か
ら
訓
じ
始

め
る
わ
け
だ
。

　

問
題
は
、「
所
以
」
を
読
み
終
へ
て
か
ら
「
患
」
に
返
す
場
面
で
あ
る
。
連
読
符

号
だ
け
が
附
い
て
ゐ
る
「
以
」
か
ら
「
患
」
に
返
る
の
は
、
何
に
よ
つ
て
保
証
さ
れ

て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
こ
れ
こ
そ
連
読
符
号
の
掛
か
つ
た
語
句
が
中
継
点
と
な
つ
て
、

さ
ら
に
上
へ
と
返
る
場
合
の
や
や
こ
し
さ
だ
。
本
位
記
号
た
る
連
読
符
号
に
よ
つ
て

「
所
」
か
ら
「
以
」
に
下
り
る
ま
で
は
よ
い
。
し
か
し
「
以
」
に
返
り
点
は
な
い
。

二
点
が
附
い
て
ゐ
る
の
は
、
紛
れ
も
な
く
「
所
」
で
あ
る
。「
以
」
か
ら
三
点
「
患
」

に
返
る
跳
躍
力
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
だ
ら
う
か
。

　

往
時
に
は
、
や
は
り
こ
の
や
う
な
場
面
が
気
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
、「
患
派

所
狽

以
杷

立
蚤

」
の
ご
と
き
返
り
点
も
行
は
れ
て
ゐ
）
6
（

た
。
し
か
し
、
現
行
の
返
り
点
法
で
は
、

上
下
点
は
そ
の
内
部
に
必
ず
一
二
点
を
包
含
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
使
へ
な
い
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
る
。
今
や
一
二
点
と
上
下
点
が
交
錯
す
る
「
患
派

所
狽

以
杷

立
蚤

」
の
や
う
な
返

り
点
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

こ
こ
で
第
五
節
の
考
察
結
果
を
想
ひ
起
こ
し
て
み
よ
う
。
当
初
は
虚
で
あ
つ
た

「
所
以
」
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
が
、
本
位
記
号
た
る
連
読
符
号
に
よ
つ
て
実
ベ
ク
ト
ル

に
変
化
し
た
場
面
で
あ
る
。

「
省
」
は
「「
三
」
に
続
け
て
読
み
た
い
の
で
跳
ん
で
後
回
し
」
と
記
し
た
の
は
、
そ

の
や
う
な
意
味
か
ら
で
あ
る
。
謂
は
ばf

（三

）=
省

、
つ
ま
り
「
三
」
な
く
し
て

「
省
」
の
値
は
定
ま
ら
な
い
。
連
読
符
号
で
結
ば
れ
た
以
上
、「
三
」
は
「
省
」
を
読

む
た
め
の
絶
対
条
件
な
の
で
あ
る
。

六　

連
読
符
号
の
処
理
（
2
）
中
継
点

　

続
け
て
連ハ

読イ

符フ

号ン

の
問
題
を
も
う
一
つ
考
へ
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
連
読
符
号
の
掛

か
つ
た
語
句
が
中
継
点
と
な
つ
て
、
さ
ら
に
上
へ
と
返
る
場
合
だ
。
く
だ
く
だ
し
い

前
口
上
は
抜
き
に
し
て
、
た
だ
ち
に
最
も
字
数
の
少
な
い
例
文
を
挙
げ
る
こ
と
と
す

る
。

　
　

患
把

所
狽

以
立
蚤　
　

立た

つ
所ゆ
ゑ
ん以
を
患う
れ

ふ　

＊『
論
語
』
里
仁

　

ま
づ
断
つ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
右
が
漢
文
学
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

現
行
の

4

4

4

返
り
点

だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
は
「
患
覗

所
狽

以
立
蚤

」
の
や
う
な
返
り
点
が
一
般

で
あ
つ
た
。
今
な
ほ
歴
史
学
や
古
文
書
学
な
ど
で
は
、
か
う
し
た
レ
点
の
使
ひ
方
を

し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
現
在
は
レ
点
の
規
定
が
厳
格
に
な
り
、
連
続
し
た
二
字
の

転
倒
以
外
に
レ
点
は
使
は
な
い
。
そ
の
規
定
に
則
れ
ば
「
所
」
か
ら
「
患
」
に
返
す

こ
と
に
な
る
が
、
連
読
符
号
に
従
へ
ば
「
所
」
の
次
に
は
「
以
」
に
進
ま
ね
ば
な
ら

な
い
。
要
す
る
に
、「
所
」
が
股
裂
き
に
な
つ
て
し
ま
ふ
わ
け
だ
。
い
つ
ぞ
や
、
あ

る
歴
史
学
の
専
門
家
に
訊
ね
た
と
こ
ろ
、「
連
読
符
号
が
掛
か
つ
た
〈
所
以
〉
を
一

字
と
看
做
し
て
レ
点
を
打
つ
」
と
の
答
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
強
弁
だ
ら

う
。「
所
以
」
は
、
誰
が
見
て
も
二
字
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
字
と
看
做
す
の
は
無
理

と
い
ふ
も
の
だ
。
ま
た
、
も
し
「
所
以
」
を
一
字
と
看
做
す
の
で
あ
れ
ば
、「
患
覗

所
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〇
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雑
な
現
象
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
程
度
の
臨
時
記
号
を
厄
介
者
扱
ひ
し
て
ゐ
て
は
、

た
う
て
い
シ
ョ
パ
ン
の
ピ
ア
ノ
曲
な
ぞ
弾
け
な
い
の
で
あ
る
。
返
り
点
の
逆
行
ベ
ク

ト
ル
に
と
つ
て
、
連
読
符
号
が
示
す
順
行
ベ
ク
ト
ル
は
、
謂
は
ば
束
の
間
の
寄
り
道

の
ご
と
き
存
在
だ
。

七　

連
読
符
号
の
処
理
（
3
）
三
字
句
・
四
字
句

　

連ハ

読イ

符フ

号ン

に
は
、
な
ほ
も
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
、
右
で
観
た
「
所
以
」
の
や
う

な
二
字
句
で
は
な
く
、
さ
ら
に
字
数
が
増
え
て
三
字
句
・
四
字
句
に
連
読
符
号
を
用

ゐ
る
場
合
）
7
（
だ
。

　

も
つ
と
も
、
三
字
句
に
つ
い
て
加
へ
て
論
ず
べ
き
こ
と
は
な
い
。
単
に
三
字
を
二

つ
の
連
読
符
号
で
つ
な
ぐ
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
二
字
句
の
延
長
と
考
へ
れ
ば
事
が
済

む
。
念
の
た
め
一
例
を
挙
げ
て
お
か
う
。
い
き
な
り
三
字
句
が
中
継
点
と
な
る
例
を

お
目
に
掛
け
る
。

夫
庸
知
把

其
年
之
先
狽

後-

生
於
吾
蚤

乎

夫そ

れ
庸な
ん

ぞ
其そ

の
年と
し

の
吾わ
れ

よ
り
先せ
ん

後こ
う

生せ
い

な
る
を
知し

ら
ん
や

＊〔
唐
〕
韓
愈
「
師
説
」

　

こ
れ
に
ベ
ク
ト
ル
を
加
へ
て
表
示
す
れ
ば

―

　

↓
↓⇒

　

↓
↓⇒

　⇒

　⇒

↓
↓　⇒

 
夫
庸
知
把

其
年
之
先
狽

後-

生
於
吾
蚤

乎 
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　

　

順
行
ベ
ク
ト
ル
に
従
つ
て
「
夫
れ
庸
ぞ
其
の
年
の
吾
よ
り
」
と
下
る
。「
於
」
は

　
　

 
患
把

所
狽

以
立
蚤 

　
　
　
　
　

　

こ
の
段
階
で
、
読
み
は
「
以
」
ま
で
進
ん
で
ゐ
る
。
そ
の
返
り
点
が
な
い
「
以
」

か
ら
「
患
」
へ
返
す
に
は
、
ど
の
や
う
に
考
へ
る
べ
き
だ
ら
う
か
。

　

想
起
す
べ
き
は
、「
所
以
」
の
実
ベ
ク
ト
ル
が
本
来
は
虚
ベ
ク
ト
ル
で
あ
つ
た
と

い
ふ
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
連
読
符
号
と
い
ふ
本
位
記
号
で
一
時
的
に
実
ベ
ク
ト
ル
に

な
つ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
効
力
が
終
は
つ
た
時
点
で
、
ま
た
虚
ベ
ク
ト
ル
に
も
ど
る

と
捉
へ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
返
り
点
に
よ
る
逆
行
ベ
ク
ト
ル
は
、

一
点
「
立
」
か
ら
二
点
「
所
」
に
返
つ
た
と
こ
ろ
で
、
い
つ
た
ん
連
読
符
号
に
よ
つ

て
逆
行
の
動
き
を
妨
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
連
読
符
号
の
作
用
が
「
以
」
に
お
い
て
消

失
し
た
時
点
で
息
を
吹
き
返
し
、
二
点
に
次
ぐ
三
点
「
患
」
に
進
む
と
考
へ
る
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
や
う
に
捉
へ
れ
ば
、﹇
一
↓
二
↓
三
﹈
と
逆
行
す
る
動
き
は
、
そ
の

ま
ま
生
き
る
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
。
か
う
し
た
結
果
を
図
示
す
れ
ば
、
左
の
や
う
に

な
る
。

　
　

⇒
 

患
把

所
狽

以
立
蚤 

　　
　
　
　

　
「
所
以
」
に
掛
か
つ
た
順
行
の
虚
ベ
ク
ト
ル
が
、
連
読
符
号
と
い
ふ
本
位
記
号
に

よ
つ
て
実
ベ
ク
ト
ル
と
な
り
、
そ
の
失
効
と
と
も
に
再
び
虚
ベ
ク
ト
ル
に
も
ど
る
と

考
へ
る
の
は
、
一
見
、
煩
瑣
に
思
へ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
へ
ば
ト
長

調G dur 

のFis 

音
が
本
位
記
号

♮ ナ
チ
ユ
ラ
ル

に
よ
つ
て
一
時
的
にF

音
と
な
り
、
直
後

の
小
節
で
再
びFis 

音
に
も
ど
る
の
と
似
た
や
う
な
も
の
と
捉
へ
れ
ば
、
決
し
て
複
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〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
の
試
み　
　
　

古
田
島
洋
介

欲
播

取
巴

捨
斟
把

酌
之
蚤　
　

之こ
れ

を
取し
ゆ

捨し
や

斟し
ん

酌し
や
くせ

ん
と
欲ほ
つ

す

未
覇

嘗
不
播

嘆
巴

息
痛
把

恨
於
桓
霊
蚤

也　
　

未い
ま

だ
嘗か
つ

て
桓く
わ

霊ん
れ
いに
嘆た
ん

息そ
く

痛つ
う

恨こ
ん

せ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り

　

右
の
返
り
点
を
前
提
に
し
て
、
今
風
に
連
読
符
号
を
附
け
れ
ば
、
次
の
ご
と
く
に

な
る
。欲

播

取
狽

捨
斟
杯

酌
之
蚤

未
覇

嘗
不
播

嘆
狽

息
痛
杯

恨
於
桓
霊
蚤

也

　
「
取
捨
斟
酌
」「
嘆
息
痛
恨
」
の
や
う
な
四
字
句
は
、
か
う
し
た
返
り
点
で
処
理
す

る
の
が
現
行
の
方
式
だ
。

　

け
れ
ど
も
、
右
に
も
記
し
た
と
ほ
り
、
こ
の
方
式
に
は
違
和
感
を
禁
じ
得
ま
い
。

違
和
感
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
何
と
言
つ
て
も
三
点
が
二
点
の
下
方
に
位

置
す
る
こ
と
だ
。
返
り
点
は
、
逆
行
ベ
ク
ト
ル
を
指
示
す
る
符
号
の
は
ず
で
あ
る
。

右
の
方
式
で
は
、
そ
れ
が
﹇
二
↓
三
﹈
の
部
分
だ
け
順
行
ベ
ク
ト
ル
に
な
つ
て
し
ま

ふ
。
返
り
点
の
原
則
に
違
反
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
ら
う
。

　

按
ず
る
に
、
未
だ
連
読
符
号
が
漢
文
の
読
み
順
を
示
す
べ
く
必
須
の
符
号
に
な
つ

て
ゐ
な
か
つ
た
明
治
四
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
の
時
点
で
は
、「
漢
文
教
授
ニ
関
ス

ル
調
査
報
告
」
が
示
し
た
や
う
な
返
り
点
を
附
け
る
し
か
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

し
か
し
、
連
読
符
号
が
一
般
化
し
た
現
今
、
返
り
点
に
順
行
ベ
ク
ト
ル
を
指
示
さ
せ

る
が
ご
と
き
珍
妙
な
無
理
を
犯
す
必
要
は
あ
る
ま
い
。
実
際
、
歴
史
学
・
古
文
書
学

な
ど
で
は
、
左
の
や
う
な
返
り
点
の
は
う
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

置
き
字
ゆ
ゑ
に
、「
知
」「
先
」
は
例
に
よ
つ
て
逆
行
ベ
ク
ト
ル
の
終
点
ゆ
ゑ
に
跳
び

越
え
て
お
く
。
そ
し
て
、
一
点
「
吾
」
か
ら
二
点
「
先
」
に
返
つ
た
と
こ
ろ
で
、
連

読
符
号
で
連
結
さ
れ
た
「
先
後
生
」
の
順
行
虚
ベ
ク
ト
ル
が
実
ベ
ク
ト
ル
に
変
化
し

た
と
考
へ
、「
先
後
生
」
三
字
を
読
む
。
さ
ら
に
「
生
」
に
達
し
た
時
点
で
連
読
符

号
が
失
効
し
、「
先
後
生
」
の
順
行
実
ベ
ク
ト
ル
が
虚
ベ
ク
ト
ル
に
も
ど
る
。
そ
こ

で
二
点
「
先
」
か
ら
改
め
て
逆
行
ベ
ク
ト
ル
に
従
つ
て
三
点
「
知
」
に
返
り
、
あ
と

は
順
行
ベ
ク
ト
ル
の
押
し
下
げ
圧
力
に
よ
つ
て
「
乎
」
に
た
ど
り
つ
い
て
読
み
終
は

り

―
か
う
考
へ
れ
ば
、
二
字
句
の
場
合
と
ま
つ
た
く
同
じ
、
新
た
に
附
け
加
へ
る

こ
と
は
何
も
な
い
。
連
読
符
号
で
つ
な
が
れ
た
「
先
後
生
」
の
順
行
ベ
ク
ト
ル
が

﹇
虚
↓
実
↓
虚
﹈
と
変
化
す
る
点
さ
へ
わ
き
ま
へ
て
ゐ
れ
ば
、
返
り
点
﹇
一
↓
二
↓

三
﹈
の
逆
行
ベ
ク
ト
ル
に
は
何
の
乱
れ
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
四
字
句
の
場
合
だ
。
な
ぜ
問
題
に
な
る
の
か
と
言
へ
ば
、
漢
文
学
に
お

け
る
現
行
の
返
り
点
法
で
は
、
四
字
句
に
つ
い
て
次
の
や
う
に
返
り
点
・
連
読
符
号

を
附
け
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
二
点
か
ら
三
点
へ
と
下
方
に
向
か
つ
て
ゐ

る
点
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
甚
だ
違
和
感
を
覚
え
る
返
り
点
で
あ
る
。

三
狽

令
五
杯

申
之
蚤 

之こ
れ

に
三さ
ん

令れ
い

五ご

申し
ん

す　

＊『
史
記
』
孫
子
呉
起
列
伝

其
畏
狽

悪
厳
杯

尊
秦
蚤

也
明
矣　
　

其そ

の
秦し
ん

を
畏ゐ

悪を

厳げ
ん

尊そ
ん

す
る
や
明あ
き

ら
か
な
り

＊『
戦
国
策
』
魏
二

　

右
の
ご
と
き
返
り
点
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
は
、
何
と
今
を
去
る
こ
と
一
世
紀
餘
、

明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
三
月
二
十
九
日
付
《
官
報
》
第
八
六
三
〇
号
所
載
の

文
部
省
「
漢
文
教
授
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
」〔
返
点
法
〕
第
三
・
例
文
（
九
）（
十
）

が
左
の
や
う
な
返
り
点
を
示
し
て
ゐ
た
こ
と
に
あ
る
。
便
宜
上
、
書
き
下
し
文
を
添

へ
て
お
か
う
。



50

明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
三
十
号　

二
〇
二
二
年

ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
三
年
之
＋
愛
」
あ
る
い
は
「
三
年
＋
之
＋
愛
」
と
切
る
こ

と
に
な
る
。
敢
へ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
従
つ
て
「
三
狽

令
五
杯

申
之
蚤

」
流
の
返
り
点
を
打

て
ば
、
左
の
や
う
に
な
ら
う
。

有
播

三
狽

年-

之
愛
把

於
其
父
母
蚤

乎

有
覇

三
狽

年
之
把

愛
播

於
其
父
母
蚤

乎

　

か
う
し
た
繁
雑
な
返
り
点
を
歓
迎
す
る
向
き
は
皆
無
に
違
ひ
な
い
。
と
な
れ
ば
、

や
は
り
四
字
句
は
、
三
つ
の
連
読
符
号
を
連
用
し
て
つ
な
い
で
お
く
に
若し

く
は
莫な

し

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

有
把

三
狽

年-

之-

愛
於
其
父
母
蚤

乎

　

要
は
、
逆
行
ベ
ク
ト
ル
専
用
の
左
傍
直
線
上
に
順
行
ベ
ク
ト
ル
を
交
へ
る
や
う
な

例
外
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
例
外
は
、
少
な
け
れ
ば
少
な
い

ほ
ど
よ
く
、
で
き
れ
ば
一
つ
も
な
い
の
が
理
想
だ
。
一
百
年
以
上
も
遡
る
「
漢
文
教

授
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告
」
に
義
理
立
て
し
て
生
死
を
共
に
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

三
点
が
二
点
の
下
方
に
位
置
す
る
騙
し
討
ち
の
ご
と
き
例
外
を
設
け
て
生
徒
・
学
生

を
困
惑
さ
せ
た
り
す
る
か
ら
、
漢
文
は
嫌
は
れ
て
し
ま
ふ
の
だ
。

　

も
つ
と
も
、
右
の
ご
と
く
連
読
符
号
を
用
ゐ
る
だ
け
で
は
、
語
構
成
が
わ
か
ら
な

い
点
で
不
都
合
を
来
た
す
で
は
な
い
か
と
異
を
唱
へ
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

実
の
と
こ
ろ
、
か
つ
て
は
私
も
さ
う
考
へ
て
ゐ
）
10
（

た
。
し
か
し
、
こ
の
異
議
に
対
し
て

は
、
二
つ
の
点
で
反
論
が
可
能
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
返
り
点
の
本
分
は
、
訓
読
の
順
序
を
明
示
す
る
こ
と
に
あ
り
、
語
構
成

を
指
示
す
る
役
割
は
二
の
次
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
）
11
（

だ
。「
二
字
＋
二
字
」
の
語
構
成

収
狽

蔵-

愛-

惜
之
蚤　
　
　

之こ
れ

を
収し
う

蔵ざ
う

愛あ
い

惜せ
き

す

区
狽

処-

分-

置
倭
人
蚤　
　

倭わ

人じ
ん

を
区く

処し
よ

分ぶ
ん

置ち

す）8
（

　

か
う
し
た
方
式
の
は
う
が
、
漢
文
学
流
の
「
収
狽

蔵
愛
杯

惜
之
蚤

」「
区
狽

処
分
杯

置
倭

人
蚤

」
な
ど
よ
り
も
見
た
目
が
す
つ
き
り
す
る
う
へ
、
何
と
言
つ
て
も
三
点
が
二
点

の
下
方
に
現
れ
る
不
自
然
さ
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ク
ト
ル
を
持
ち
出
し
て

も
、
二
字
句
・
三
字
句
の
場
合
に
準
じ
て
無
理
な
く
説
明
で
き
よ
う
。
つ
ま
ら
ぬ
意

地
の
張
り
合
ひ
は
や
め
、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
漢
文
学
は
歴
史
学
・
古
文
書

学
の
流
儀
に
倣
ふ
べ
き
だ
ら
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
右
に
掲
げ
た
例
文
の
や
う
に
、
四
字
句
が
「
三
令
＋
五
申
」「
畏

悪
＋
厳
尊
」「
取
捨
＋
斟
酌
」「
嘆
息
＋
痛
恨
」
ま
た
は
「
収
蔵
＋
愛
惜
」「
区
処
＋

分
置
」
の
ご
と
く
常
に
「
二
字
＋
二
字
」
に
切
れ
る
保
証
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
。

「
二
字
＋
二
字
」
の
語
構
成
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
三
狽

令
五
杯

申
之
蚤

」「
嘆
狽

息
痛
杯

恨
於

桓
霊
蚤

」
の
や
う
な
返
り
点
が
附
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
立
ち

ど
こ
ろ
に
返
り
点
に
窮
す
る
事
態
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。「
さ
う
宣
ふ
の
で
あ
れ
ば
、

「
二
字
＋
二
字
」
で
な
い
四
字
句
に
返
す
例
を
挙
げ
て
み
ろ
」
と
言
ふ
か
も
し
れ
な

い
。
け
れ
ど
も
、
例
文
を
挙
げ
る
の
に
苦
労
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
何
を
隠
さ
う
、

『
論
語
』
に
実
例
が
見
え
る
か
ら
だ
。

有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎　
　

其そ

の
父ふ

母ぼ

に
三さ
ん

年ね
ん

の
愛あ
い

有あ

る
か＊『

論
語
』
陽
）
9
（

貨

　

下
方
の
「
其
父
母
」
か
ら
上
方
の
四
字
句
「
三
年
之
愛
」
に
返
つ
て
ゐ
る
。
こ
の

「
三
年
之
愛
」
を
「
二
字
＋
二
字
」
す
な
は
ち
「
三
年
＋
之
愛
」
と
捉
へ
る
の
は
無

理
だ
ら
う
。
修
飾
語
「
三
年
」
が
「
之
」
を
介
し
て
被
修
飾
語
「
愛
」
に
掛
か
つ
て
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〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
の
試
み　
　
　

古
田
島
洋
介

令れ
い

五ご

申し
ん

す
）
の
や
う
な
面
妖
そ
の
も
の
の
返
り
点
な
ぞ
容
易
に
排
斥
で
き
る
。
む
ろ

ん
、
漢
文
訓
読
に
と
つ
て
、
旧
来
の
慣
用
を
重
ん
ず
る
こ
と
は
重
要
に
違
ひ
な
い
。

ど
ぎ
つ
く
言
へ
ば
、
漢
文
訓
読
は
、
往
時
か
ら
の
慣
習
だ
け
で
成
り
立
つ
て
ゐ
る
。

し
か
し
、
ど
う
見
て
も
不
合
理
な
返
り
点
を
野
放
し
に
し
て
お
く
手
は
あ
る
ま
い
。

そ
の
是
正
に
〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
が
貢
献
で
き
れ
ば
、
以
て
瞑
す
べ
し
で

あ
る
。

　

第
一
節
の
冒
頭
に
記
し
た
ご
と
く
、
数
学
の
専
門
家
が
我
が
拙
い
理
論
（
と
言
へ

る
か
ど
う
か
）
を
洗
練
さ
れ
た
理
論
へ
と
磨
き
上
げ
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
切
に
望
む
。

【
注
】

（
1
）　

ベ
ク
ト
ル
は
、
英
語vector

な
ら
ば
「
ヴ
ェ
ク
タ
ー
」、
ド
イ
ツ
語V

ektor

で
も
「
ヴ
ェ
ク
ト

ル
」
と
表
記
す
る
の
が
本
来
で
あ
ら
う
が
、
本
稿
で
は
慣
用
に
従
つ
て
「
ベ
ク
ト
ル
」
と
記
す
。

（
2
）　

矢
野
健
太
郎
﹇
編
﹈
東
京
理
科
大
学
数
学
教
育
研
究
所
﹇
第
2
版
増
補
編
集
﹈『
数
学
小
辞
典
』

第
2
版
増
補
（
共
立
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
三
二
六
頁
右
「
ス
カ
ラ
ー
」
項
、
六
二
五
頁
左
「
ベ
ク

ト
ル
場
」
項
。

（
3
）　

結
句
へ
の
続
き
具
合
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
転
句
の
末
尾
は
「
欲
す
れ
ば
」
と
仮
定
に
訓
ず
べ
き
だ

が
、
こ
こ
で
は
返
り
点
だ
け
を
考
察
の
対
象
と
す
る
た
め
、
便
宜
上
、
終
止
形
に
し
て
お
く
。
な
ほ
、

「
把
」
は
「
以テ

・
将テ

」（
以も
つ

て
・
将も
つ

て
）
と
同
義
で
、
処
置
「
比
」（「
な
ぞ
ら
へ
る
」
意
）
の
対
象
を

表
す
が
ゆ
ゑ
に
、「
把テ

」（
把も
つ

て
）
と
も
訓
読
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
や
う
な
訓
読
を
許
す
と
、

「
把
」
に
助
詞
「
を
」
を
充
て
る
「
把を

巴

西
湖
蚤

」（
西せ
い

湖こ

を
）
の
ご
と
き
訓
法
も
許
容
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
今
は
採
ら
な
い
。

（
4
）　

当
該
蘇
詩
の
全
字
句
は
「
水
光
瀲
灎
晴
方
好
／
山
色
空
濛
雨
亦
奇
。
欲
派

把
巴

西
湖
蚤

比
波

西
子
杷

／

淡
粧
濃
抹
総
相
宜
」（
水す
い

光く
わ
う　

瀲れ
ん

灎え
ん

と
し
て　
晴は

れ
方ま
さ

に
好よ

く
／
山さ
ん

色し
よ
く　

空く
う

濛も
う

と
し
て　
雨あ
め

も
亦ま

た
奇き

な
り
。
西せ
い

湖こ

を
把と

つ
て
西せ
い

子し

に
比ひ

せ
ん
と
欲ほ
つ

す
れ
ば
／
淡た
ん

粧し
や
う　

濃の
う

抹ま
つ　

総す
べ

て
相あ
ひ

宜よ
ろ

し
）
で
あ
る
。

（
5
）　

奥
平
卓
『
漢
文
の
読
み
方
』
／
岩
波
書
店
《
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
》（
一
九
八
八
年
）
一
一
頁
に
、

連
読
符
号
を
「
熟
語
記
号
と
呼
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
」
と
あ
る
が
、
こ
の
命
名
は
誤
解
を
招
く
危
険

性
大
、
た
う
て
い
賛
成
し
か
ね
る
。

（
6
）　

拙
論
「『
柳
橋
新
誌
』
の
返
り
点
（
初
稿
）
　

―
　

幕
末
〜
明
治
初
期
の
訓
読
を
め
ぐ
っ
て
」
／
明

星
大
学
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
22
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
一
〜
二
五
頁
を
参
照
。

（
7
）　

理
論
的
に
は
五
字
句
・
六
字
句
…
…
な
ど
も
あ
り
得
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
五
字
句
以
上
の
例

を
示
す
た
め
に
「
三
狽

令
五
杯

申
之
蚤

」
の
や
う
な
例
外
措
置
を
講
ず
る
必
要
は
あ
る

ま
い
。
訓
読
の
順
序
は
「
三
狽

令-

五-

申
之
蚤

」
で
十
分
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
二
に
、
ど
う
し
て
も
語
構
成
を
示
し
た
け
れ
ば
、
連
読
符
号
に
少
し
工
夫
を
加

へ
る
だ
け
で
事
が
済
む
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
語
句
の
切
れ
目
に
相
当
す
る
連
読
符

号
は
、
た
と
へ
ば
「
三
狽

令=

五-

申
之
蚤

」
の
や
う
に
二
重
ハ
イ
フ
ン
を
用
ゐ
る
も
の

と
規
定
す
れ
ば
よ
い
。
こ
の
は
う
が
二
点
が
三
点
の
上
方
に
位
置
す
る
が
ご
と
き
例

外
を
設
け
る
よ
り
も
遥
か
に
簡
明
だ
と
思
ふ
が
、
果
た
し
て
如
何
だ
ら
う
か
。
右
掲

「
三
年
之
愛
」
は
、
修
飾
関
係
が
明
ら
か
な
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
二
重
ハ
イ
フ
ン
を
記

す
ま
で
も
な
い
と
思
ふ
け
れ
ど
も
。

八　

ま
と
め

　

以
上
、
つ
ま
ら
ぬ
思
ひ
つ
き
と
言
は
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
現
時
点
に
お
け
る

私
な
り
の
〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
で
あ
る
。
漢
文
の
右
傍
直
線
上
に
順
行

（
本
位
）
ベ
ク
ト
ル
領
域
を
、
左
傍
直
線
上
に
逆
行
（
臨
時
）
ベ
ク
ト
ル
領
域
を
措

定
し
、
返
り
点
の
作
用
を
逆
行
ベ
ク
ト
ル
と
捉
へ
れ
ば
、
返
り
点
に
ま
つ
は
る
各
種

の
現
象
が
合
理
的
に
説
明
で
き
る
も
の
と
考
へ
る
。

　

と
り
わ
け
、
第
六
節
で
論
じ
た
連ハ

読イ

符フ

号ン

の
掛
か
つ
た
語
句
が
中
継
点
と
な
つ
て
、

さ
ら
に
上
へ
と
返
る
「
患
把

所
狽

以
立
蚤

」（
立た

つ
所ゆ
ゑ
ん以

を
患う
れ

ふ
）
の
や
う
な
場
合
に
は
、

連
読
符
号
に
附
く
順
行
ベ
ク
ト
ル
の
虚
実
の
交
替
を
以
て
説
明
す
る
の
が
有
効
で
あ

ら
う
。
従
来
は
「
以
」
か
ら
「
患
」
に
返
る
読
み
順
が
今
一
つ
明
確
に
説
明
で
き
な

か
つ
）
12
（

た
。〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
を
以
て
す
れ
ば
、
順
序
ど
ほ
り
﹇
一
↓
二

↓
三
﹈
と
進
む
こ
と
が
明
快
に
説
明
で
き
る
と
思
ふ
。

　

ま
た
、
第
七
節
で
述
べ
た
ご
と
く
、
あ
ら
か
じ
め
漢
文
の
左
傍
直
線
を
逆
行
ベ
ク

ト
ル
の
専
有
領
域
と
規
定
し
て
お
き
さ
へ
す
れ
ば
、「
三
狽

令
五
杯

申
之
蚤

」（
之こ
れ

に
三さ
ん
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
三
十
号　

二
〇
二
二
年

を
見
な
い
。
中
国
語
の
律リ

ズ
ム動

感
か
ら
考
ふ
る
に
、
四
字
句
が
限
界
な
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
も
し

五
字
句
以
上
の
例
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
御
教
示
を
請
ふ
。

　

な
ほ
、
以
下
の
第
七
節
は
、
二
篇
の
旧
稿
す
な
は
ち
拙
論
「
三
字
句
・
四
字
句
へ
の
返
り
点
　

―
　

〈
附
説
〉『
論
語
』
陽
貨
「
三
年
之
愛
」
文
の
訓
読
に
つ
い
て
」
／
明
星
大
学
紀
要
【
人
文
学
部
・
日

本
文
化
学
科
】
第
20
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三
〜
一
四
頁
、
お
よ
び
拙
論
「
四
字
句
へ
の
返
り
点　

再
説
　

―
　

返
り
点
に
非
ざ
る
返
り
点
を
撤
廃
せ
よ
」
／
同
第
25
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）
一
〜
一
二

頁
に
多
く
を
負
ふ
。
本
稿
の
字
句
は
、
当
該
二
篇
の
内
容
を
〈
返
り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
の
立
場

か
ら
簡
略
に
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
8
）　

村
井
章
介
﹇
校
注
﹈
宋
希
璟
『
老
松
堂
日
本
行
録
』
／
岩
波
書
店
《
岩
波
文
庫
》（
一
九
八
七
年
）

二
三
九
頁
「
老
松
宋
先
生
日
本
行
録
序
」
／
二
五
九
頁
『
世
宗
実
録
』
抄
・
6
月
13
日
条
。

（
9
）　

当
該
『
論
語
』
陽
貨
「
三
年
之
愛
」
に
つ
い
て
は
、
注
（
7
）
所
掲
の
拙
論
二
篇
の
ほ
か
、
拙
論

「〈
三
年
之
愛
〉
は
続
く
の
か
切
れ
る
の
か
？
　

―
　

四
字
句
へ
の
返
り
点
と
連
読
符
号
の
措
置
」
／
全

国
漢
文
教
育
学
会
《
新
し
い
漢
字
漢
文
教
育
》
第
57
号
（
二
〇
一
三
年
十
一
月
）
九
〜
一
七
頁
で
も

論
じ
た
。

（
10
）　

拙
共
著
『
漢
文
訓
読
入
門
』
／
共
著
者
＝
湯
城
吉
信
、
明
治
書
院
（
二
〇
一
一
年
）
五
四
頁
。

（
11
）　

こ
れ
は
右
掲
『
漢
文
訓
読
入
門
』
の
共
著
者
た
る
湯
城
吉
信
氏
の
御
指
摘
に
よ
つ
て
気
づ
い
た
こ

と
、
何
と
も
恥
づ
か
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
湯
城
氏
に
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

（
12
）　

拙
著
『
こ
れ
な
ら
わ
か
る
返
り
点
　

―
　

入
門
か
ら
応
用
ま
で
』
／
新
典
社
《
新
典
社
新
書
》（
二

〇
〇
九
年
）
七
八
〜
八
一
頁
を
参
照
。
そ
れ
な
り
に
筋
の
通
つ
た
説
明
を
し
た
つ
も
り
だ
が
、〈
返

り
点
＝
ベ
ク
ト
ル
理
論
〉
の
明
快
さ
に
は
及
ぶ
ま
い
。

　

＊
本
稿
の
漢
字
は
、
常
用
字
体
を
原
則
と
し
た
。


