
一書
　
評
一

西
原
大
輔

著

）

『橋
本
関
雪
』

―
―
師
と
す
る
も
の
は
支
那
の
自
然
―
―

（ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
一〇
〇
七
年
）

稲

賀

繁

美

二
十
世
紀
前
半
の
京
都
画
壇
に
お
い
て
、
竹
内
栖
鳳

（
一
八
六
四
―

一

九
四
二
年
）
と
生
前
な
ら
び
称
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
橋
本
関
雪

（
一

八
八
三
―

一
九
四
五
年
）
は
、
死
後
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
正
当
な
評
価

を
得
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
鬼
才
の
い
さ
さ
か
桁
外
れ
で
奇
抜
な
数
々
の

逸
話
に
も
目
配
り
し
て
、
そ
の
全
体
像
を
見
通
し
た
は
じ
め
て
の
好
著
と

い
っ
て
不
足
の
な
い
の
が
、
西
原
大
輔
に
よ
る
評
伝
で
あ
る
。
そ
し
て
関

雪
を
見
直
す
こ
と
は
、
戦
前
期
の
日
本
の
文
化
人
と
大
陸
文
化
人
と
の
密

接
な
交
流
の
あ
り
さ
ま
を
復
元
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

関
雪
は
清
朝
末
期
の
文
人
、
呉
昌
碩

ヨ
●
ｏ
Ｆ
畠
，
５

（
一
八
四
四
―

一
九
二
七
年
）
を
銀
閣
寺
近
く
の
自
邸
、
自
沙
村
荘
に
来
賓
と
し
て
呼
び
、

そ
の
蒙
刻
を
生
涯
の
宝
と
し
た
。
ま
た
上
海
の
実
業
家
で
、
富
岡
鉄
斎

（
一
八
三
六
―

一
九
二
四
年
）
と
も
親
し
か
っ
た
王

一
亭
ヨ
ロ
的
≦
●
●
”

（
一
八
六
七
―

一
九
二
八
年
）
こ
と
王
震
、
あ
る
い
は
、
お
そ
ら
く
王
の

斡
旋
で
来
日
し
た
銭
痩
鉄
ρ
営

９
８
静

（
一
八
九
七
―

一
九
六
七
年
）

な
ど
、
次
世
代
の
画
家
た
ち
と
も
交
友
を
温
め
て
い
る
。
近
年
ま
で
の
日

本
の
近
代
美
術
史
は
、
こ
う
し
た
東
ア
ジ
ア
の
国
境
を
越
え
た
文
化
交
流

を
あ
ま
り
に
蔑
ろ
に
し
、
ひ
た
す
ら
西
洋
世
界
へ
の
日
本
の
憧
憬
を
軸
に

し
た
通
史
を
描
く
こ
と
に
ば
か
り
熱
中
し
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
。
本
書
は
、

こ
う
し
た
従
来
の
限
界
を
破
ろ
う
と
す
る
最
近
の
国
際
的
な
学
問
の
動
向

に
、
日
本
か
ら
投
じ
た
ひ
と
つ
の
布
石
と
し
て
、
お
お
き
な
意
義
を
宿
し

た
著
作
で
あ
る
。

そ
の
点
を
、
最
初
に
少
し
敷
衛
し
よ
う
。
私
見
で
は
、
銭
と
と
も
に

一

九
二
八
年
に
来
日
し
た
張
大
千
蓼
営
∞
∪
お
】営

（
一
八
九
九
―

一
九
八
三

年
）
な
ど
、
そ
の
群
青
の
破
墨

・
瀬
墨
に
は
、
竹
内
栖
鳳
の
感
化
が
否
定

で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
西
原
は
、
画
家

・
文
人
と

し
て
著
名
で
、
自
話
に
よ
る
最
初
の
『中
国
絵
画
変
遷
史
綱
』
（上
海
南
京

書
店
、　
一
九
二

一
年
。
再
版
＝
上
海
古
籍
、
二
〇
〇
四
年
）
を
も
の
し
た

博
抱
石
コ

”
８
争
員

一
九
〇
四
―

一
九
六
五
年
）
が
、
橋
本
関
雪
か
ら
刺

戟
を
受
け
た
、
と
述
べ
て
い
る

（な
お
、　
〓

一四
頁
の
博
抱
石
の
「
ふ
ほ

う
せ
き
」
と
い
う
読
み
は
結
構
だ
が
、
「博
」
と
あ
る
の
は
誤
字
）。
だ
が
、

こ
う
し
た
民
国
時
代
以
降
を
代
表
す
る
中
国
の
画
人
た
ち
と
日
本
と
の
関

係
の
詳
細
は
、
今
日
よ
う
や
く
原
資
料
再
発
掘
の
端
緒
が
開
か
れ
た
と
こ

ろ
、
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
視
野
の
歪
み
や
欠
落
を
是
正

す
る
う
え
で
も
、
本
書
の
役
割
は
無
視
で
き
ま
い
。

一
九
二
三
年
に
来
日
し
た
博
抱
石
が
、
関
雪

へ
の
傾
倒
か
ら
《
琵
琶
行
》

（
一
九
四
五
年
）
を
制
作
し
、
ま
た
関
雪
か
ら
の
感
化
で
石
濤

（
王
ハ
四

一

―

一
七

一
八
年
）
再
評
価
に
及
ん
だ
と
の
指
摘
は
、
著
者
が
何
度
か
引
用
す

る
＞
Ｅ
“
“
ぼ
ｏ
●
ゴ
δ
●
∞
の
将畳
者
ヽ
ミ
ヽ
ヽヽ
Ｎ”
き
ヽ
い
おヽ
お
ヽ
υ
お
もヽ
ヾヽ
ミ
ヽ
い
ヽ
母
ヽ
ヽ
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Ｓ
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８
い
に
も
見
ら
れ
、
西
原
は
そ
の
指

摘
を
本
書
で
も
巧
み
に
活
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
緯
な
ど
は
、
西
槙

偉
氏
の
近
年
の
研
究
と
も
踵
を
接
し
て
、
民
国
期
の
東
洋
画
復
興
の
脈
絡

を
復
元
す
る
う
え
で
、
今
後
無
視
で
き
な
い
指
摘
と
な
る
だ
ろ
う
。
中
日

近
代
美
術
関
係
史
の
な
か
で
南
画
復
興
の
経
緯
を
解
明
す
る
作
業
に
、
西

原
の
本
書
は
先
鞭
を
付
け
て
い
る
。

評
者
と
し
て
一
点
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
博
抱
石
は
帝
国
美
術
大

学

（後
の
武
蔵
野
美
術
大
学
）
で
金
原
省
吾

（
一
八
八
八
―

一
九
五
八
年
）

に
東
洋
画
論
を
学
ん
で
い
る

（
〓

一四
頁
に

「章
吾
」
と
あ
る
が
、
誤
字
。

「し
ょ
う
ご
」
は

「せ
い
ご
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
）。
だ
が
博
抱
石
は
日
本

で
の
中
国
絵
画
評
価
に
全
面
的
に
賛
成
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本

で
は
古
渡
り
と
し
て
牧
鉛

（南
宋
末
）
が
室
町
時
代
以
来
、
と
り
わ
け
珍

重
さ
れ
、
こ
れ
は
矢
代
幸
雄

（
一
八
九
〇
―

一
九
七
五
年
）
や
島
田
修
二

郎

（
一
九
〇
七
―
九
四
年
）
に
い
た
る
学
者
に
ま
で
連
綿
と
続
く
評
価
と

い
っ
て
よ
い
。
だ
が
、
博
抱
石
の
よ
う
な
中
国
文
人
は
、
け
っ
し
て
牧
鉛

を
中
国
山
水
画
の
最
高
峰
な
ど
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
中
日
で
時
代
物
の

水
墨
画
に
関
す
る
評
価
基
準
に
は
、
大
き
な
岨
齢
が
広
が
っ
て
い
た
。
こ

の
点
は
中
日
の
学
術
交
流
に
お
け
る
温
度
差
や
摩
擦
、
さ
ら
に
は
そ
の
背

後
に
控
え
る
美
的
価
値
観
の
相
違
を
明
る
み
に
出
す
た
め
に
も
無
視
で
き

ま
い
。
日
本
に
お
け
る
中
国
理
解
は
、
本
場
中
国
で
は

「和
臭
」
と
蔑
ま

れ
る
場
合
も
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
橋
本
関
雪
は
、
例

外
的
に
中
国
の
同
時
代
の
文
人
た
ち
か
ら
も

一
日
置
か
れ
て
い
た
ら
し
い
。

こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
東
ア
ジ
ア
近
代
美
術
史
の
再
構
築
と
い
う
、
大

き
な
課
題
の

一
端
を
に
な
う
が
、
そ
こ
に
は
、
お
お
き
く
い
っ
て
四
つ
の

長
所
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず

一
次
資
料
の
巧
み
な
発
掘

と
、
そ
れ
を
平
易
な
名
文
で
文
脈
に
位
置
づ
け
る
確
か
な
手
際
。
つ
ぎ
に

『
谷
崎
潤

一
郎
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
（中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）

の
著
者
な
ら
で
は
の
、
文
学
の
世
界
に
も
通
じ
た
知
見
を
動
員
す
る
視
野

の
広
が
り
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
舌
を
巻
か
ぎ
る
を
得
な
い
ほ
ど
に
巧
み

な
絵
画
作
品
の
読
み
。
最
後
に
、
国
粋
主
義
者

・
関
雪
が
、
そ
れ
ゆ
え
に

「師
と
す
る
も
の
は
支
那
の
自
然
」
と
語
る
姿
勢
を
正
面
か
ら
評
価
し
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
配
慮
に
よ
る
右
顧
左
晒
を
排
し
た
潔
さ
。

最
後
の
第
四
の
面
か
ら
指
摘
す
る
な
ら
、
関
雪
の
「戦
争
協
力
」
の
間

題
が
無
視
で
き
ま
い
。
「彩
管
報
国
」
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
関
雪
の
死
後
の

失
墜
と
忌
避
と
に
つ
な
が
っ
た
。
孫
の
橋
本
帰

一
は
関
雪
の
《
防
空
壕
》

や
《香
妃
戎
装
》
な
ど
に
、
強
い
ら
れ
た
戦
争
協
力
に
対
す
る
画
家
の
「困

惑
」
を
見
る
。
だ
が
、
著
者
は
そ
れ
を

「子
孫
が
身
内
を
正
当
化
す
る
た

め
の
曲
解
」
貧

八
頁
）
と
切
っ
て
棄
て
る
。
ま
た
最
近
物
故
し
た
中
国
絵

画
研
究
の
泰
斗
、
鈴
木
進

（
一
九

一
一
―

二
〇
〇
八
年
）
は
、
そ
こ
に
時

局
に
引
き
回
さ
れ
た
画
家
の
「痛
ま
し
い
」
姿
、
「不
毛
」
で
「空
虚
」
な
制

作
を
見
た
。
だ
が
こ
れ
に
対
し
て
も
、
著
者
は

「
こ
の
よ
う
な
発
言
こ
そ
、

現
実
そ
の
も
の
を
直
視
し
よ
う
と
し
な
い
、
戦
後
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る

歴
史
的
事
実
の
曲
解
だ
ろ
う
」
２

八
頁
）
と
容
赦
な
い
判
定
を
叩
き
つ
け

る
。
あ
く
ま
で
「国
士
」
で
あ
り

「尊
皇
思
想
の
持
ち
主
」
２

九
頁
）
で

あ
っ
た
橋
本
関
雪
を
、
そ
の
ま
ま
等
身
大
に
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
著
者

の
姿
勢
は

一
貫
し
て
い
る
。
そ
こ
で
評
者
贅
言
だ
が
、
「曲
解
」
が
不
可
避

だ
っ
た
戦
後
の
世
相
を
読
み
解
く
こ
と
か
ら
は
、
い
ま
ひ
と
つ
別
次
元
の

「歴
史
的
事
実
」
へ
と
肉
薄
す
る
可
能
性
も
開
け
よ
う
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、

「評
伝
」
と
い
う
８
】３
【注
８

の
枠
組
み
の
限
界
の
外
に
広
が
る
、
今
ひ
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と
つ
別
の
可
能
性
と
な
る
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
が
。

第
二
の
面
に
つ
い
て
は
、
《意
馬
心
猿
Ｘ

一
九
二
八
年
）
な
ど
、
ど
う
だ

ろ
う
。
画
中
で
落
ち
着
か
ぬ
様
子
の
自
馬
が
竹
内
栖
鳳
で
あ
り
、
そ
れ
を

超
然
と
見
下
ろ
す
猿
が
関
雪
ご
自
身
と
は
、
す
で
に
知
ら
れ
た
逸
話
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
の
解
釈
は
評
伝
と
い
う
枠
の
な
か
で
、
さ
ら
な
る
光
彩
を

放
つ
よ
う
だ
。
関
雪
が
南
方
視
察
の
最
中
、
栖
鳳
の
死
を
知
っ
て
小
躍
り

し
て
喜
ん
だ
と
い
う
、
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
不
謹
慎
な
こ
の
逸
話
を
、

西
原
は
遠
慮
な
く
記
載
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
同
行
の
吉
川
英
治

（
一
八

九
二
―

一
九
六
二
年
）
経
由
で
河
盛
好
蔵

（
一
九
〇
二
―

二
〇
〇
〇
年
）

が
伝
え
た
逸
話
だ
が
、
こ
こ
に
は
、
多
く
の
弟
子
に
囲
ま
れ
て
流
派
を
な

し
、
数
に
侍
ん
で
画
壇
を
牛
耳
り
、
文
展
や
帝
展
の
審
査
に
有
利
な
条
件

さ
え
整
え
る
こ
と
も
あ
っ
た

一
門
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
持
て
る
実
力
に

も
か
か
わ
ら
ず
、　
一
九
二
五
年
の
帝
展
改
組
に
よ
り
、
よ
う
や
く
審
査
委

員
に
選
ば
れ
る
な
ど
、　
一
匹
狼
と
し
て
孤
立
し

「迫
害
」
さ
れ
た
関
雪
の

被
害
者
意
識
、
そ
し
て
両
者
の
あ
い
だ
の
確
執
の
深
さ
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

ま
た
《
玄
猿
》
宝

九
二
三
年
）
の
ひ
と
つ
が
い
の
猿
に
、
関
雪
の
亡
き

妻

へ
の
愛
惜
を
見
る
解
釈
。
こ
の
作
品
に
感
応
し
た
中
河
与

一
（
一
八
九

七
―

一
九
九
四
）
や
吉
井
勇

（
一
八
八
六
―

一
九
六
〇
年
）
の
和
歌

へ
の

言
及
は
、
第
二
の
側
面
と
し
て
、
文
学
研
究
者
た
る
筆
者
の
蘊
蓄
が
素
直

に
発
揮
さ
れ
た
好
例
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
い
ま
ひ
と
つ
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
関
雪
の
画
業
の
意
義

を
問
う
こ
と
に
し
よ
う
。
三
十
代
は
じ
め
の
、
若
き
日
の
代
表
作
と
い
っ

て
よ
い
《
南
国
》
貧

九

一
四
年
）
は
、
上
海
か
ら
江
南
の
水
郷
に
取
材
し

た
作
品
だ
が
、
こ
れ
を
評
す
る
に
筆
者
は
、
青
木
正
兒

（
一
八
八
七
―

一

九
六
四
年
）
が

『江
南
春
』
（弘
文
堂
、　
一
九
四

一
年
）
の
「姑
蘇
城
外
」
で

述
べ
た
卓
抜
な
観
察
を
引
く
。
蘇
州
の
運
河
に
は
、
お
り
お
り
渋
色
の
帆

が
混
じ
っ
て
い
る
が
、
「其
色
の
錆
加
減
と
云
っ
た
ら
、
た
ま
ら
な
く
嬉

し
い
」
。
関
雪
が
《
南
国
》
で
「帆
を
金
色
に
光
ら
せ
た
の
は
、
全
く
此
の

渋
色
の
帆
が
夕
陽
を
受
け
た
時
の
印
象
を
写
し
た
も
の
」
な
の
だ
と
、
青

木
は

「
一
画
家
」
か
ら
聞
い
た
と
い
う
。
こ
こ
に
西
原
は
、
関
雪
自
身
の

証
言
を
重
ね
合
わ
す
。
揚
子
江
の
濁
流
が
五
月
の
光
を
う
け
て
、
あ
た
か

も
金
泥
を
溶
か
し
た
よ
う
に
輝
い
て
見
え
る
上
を
極
彩
色
の
船
が
ゆ
く
。

夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
そ
の
帆
を
描
く
に
は

「日
本
画
の
持

つ
材
料
の
な
か

で
、
金
箔
を
押
す
よ
り
表
現
の
施
し
様
が
な
い
」
有
様
だ
っ
た
、
と

『関

雪
随
筆
』
（中
央
公
論
社
、　
一
九
二
五
年
）
に
見
え
る
。
画
家
は

「印
象
派

の
画
風
を
掛
酌
し
て
描
」
い
た
と
い
い
、
「支
那
趣
味
の
強
烈
な
原
色
」
を

用
い
た
と
も
証
言
し
て
い
る

（五
四
―
五
五
頁
）
。

評
者
と
し
て
は
、
こ
こ
に
日
本
近
代
に
お
け
る
南
画
復
興
に
ま
つ
わ
る

複
雑
な
事
情
が
集
約
さ
れ
て
い
る
様
を
見
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。　
一

方
で
、
泰
西
の
印
象
派
に
匹
敵
で
き
る
日
本
の
表
現
と
し
て
は
、
そ
れ
に

数
世
紀
先
ん
じ
る
、
安
土
桃
山
や
琳
派
の
金
泥

・
金
箔
の
屏
風
に
し
く
は

な
い
。
こ
れ
は
、
欧
米
事
情
に
詳
し
い
天
心

・
岡
倉
覚
三

（
一
八
六
二
―

一
九

一
三
年
）
の
持
論
だ
っ
た
。
期
せ
ず
し
て
関
雪
は
、
こ
の
天
心
の
遺

訓
を
汲
ん
で
、
印
象
派
の
向
こ
う
を
は
る
作
品
を
創
ろ
う
と
腐
心
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
中
国
の
色
彩
に
見
ら
れ
る
原
色
表
現
は
、
日
本

で
は
接
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「始
め
て
」
の
「異
国
の
風
物
」
で
あ
り
、

そ
れ
に

「眼
を
驚
か
し
」
た
画
家
の
関
心
、
辛
亥
革
命
直
後
の
同
時
代
の

日
本
に
お
け
る

「支
那
趣
味
」
復
興
を
裏
書
き
す
る

（五
五
頁
）。

後
年

「師
と
す
る
も
の
は
支
那
の
自
然
」
と
述
べ
た
関
雪
だ
が
、
と
は

い
え
、
そ
の
中
国
大
陸
の
風
物
を
描
く
の
に
、
敢
え
て
金
箔
屏
風
と
い
っ

書評　西原大輔著『橋本関雪ー「師とするものは支那の自然」』（ミネルヴァ書房､2007年）、『比較文学研究』93号、2009年6月15日、 133-138頁



た
日
本
的
な
装
飾
的
手
法
と
道
具
立
て
と
を
持
ち
込
む
選
択
に
は
、
関
雪

の
大
陸
に
対
す
る
姿
勢
も
透
け
て
見
え
よ
う
。
関
雪
自
身
、
自
ら
の
中
国

へ
の
接
し
方
は
、
い
わ
ゆ
る

「支
那
通
」
と
か

「支
那
趣
味
者
」
と
か
の
よ

う
な

「支
那
盲
拝
者
」
で
は
な
い
、
と
断
っ
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
こ
の

《
南
国
》
に
あ
っ
て
、
画
面
手
前
か
ら
奥

へ
と
舶
先
を
の
ば
す
大
写
し
の

船
を
大
胆
に
画
面
で
切
断
す
る
構
図
は
、
北
斎

（
一
七
六
〇
―

一
八
四
九

年
）
の
『富
嶽
三
十
六
景
』
の
《
常
州
牛
堀
》
や
『北
斎
漫
画
』
第
七
編
の
《
隠

岐
　
焚
火
の
社
》
な
ど
に
も
負
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
こ
う
し
た
大
胆
な
構

図
に
は
、
印
象
派
の
モ
ネ
か
ら
表
現
主
義
の
騎
手
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
に

至
る
欧
米
の
画
家
た
ち
が
感
化
を
受
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
欧

。
中

。
日

の
視
覚
経
験
を
関
雪
は
自
作
に
投
影
し
、
そ
れ
ら
の
統
合
に
よ
っ
て
、
近

代
の
覇
者
と
し
て
の
自
ら
の
画
業
を
確
立
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
こ
う
し
た
事
情
を
も
踏
ま
え
た
う
え
で
、
将
来
、
著
者
に
よ
る
周

到
か
つ
犀
利
な
解
説
を
と
も
な
っ
た
、
関
雪
の
画
集
が
発
刊
さ
れ
る
機
会

の
あ
る
こ
と
を
切
に
祈
り
た
い
。

最
後
に
、
資
料
発
見
に
た
い
す
る
著
者
の
慧
眼
。
こ
れ
に
は
、
幾
多
の

お
手
柄
の
う
ち
、
京
都
文
化
博
物
館
所
蔵
の
『橋
本
関
雪
記
録
映
画
』
の

こ
と
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
晩
年
の
小
出
檜
重

（
一
八
八
七
―

一
九
二

一
年
）

の
映
画
趣
味
と
も
呼
応
す
る
最
新
流
行
が
、
貴
重
な
同
時
代
の
記
録
と
な

っ
て
い
る
。
他
方
、
関
雪
逝
去
に
と
も
な
い
画
家

。
金
島
桂
華

（
一
八
九

二
―

一
九
七
四
年
）
が
伝
え
る
、
大
正
七
年
の
中
国
旅
行
の
武
勇
伝
は
、

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
撮
影
状
態
が
悪
く
、
惜
し
く
も
□
□
□
□
□
だ
ら

け
の
断
片
的
な
虫
食
い
情
報
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
想
像

力
を
刺
戟
す
る
の
だ
が
、
『京
都
新
聞
』
昭
和
二
十
年
二
月
二
十
八
日
掲
載

の
、
こ
の
追
悼
記
事
は
、
判
読
可
能
な
紙
面
を
京
都
府
立
総
合
資
料
館
で

入
手
で
き
た
の
で
、
以
下
対
応
す
る
箇
所
を
掲
載
し
て
お
き
た
い
。
増
刷

の
折
に
は
、
こ
ち
ら
に
差
し
替
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る

（本
書

八
四
―
八
五
頁

の
判
読
不
明
箇
所
に
相
当
す
る
）
。
揚
子
江
航
行
の

「船

中
に
壮
士
く
づ
れ
の
無
頼
漢
が
ゐ
て
」
一
行
を
脅
迫
を
し
た
と
こ
ろ
、
関

雪
は
平
然
と
し
て
対
応
し
、
「
お
前
も
そ
ん
な

つ
ま
ら
ぬ
こ
と
を
し
て
い

ず
、
改
心
し
て
員
直
な
道
を
進
め
、
さ
す
れ
ば
償
が
馬
玉
祥
に
い
つ
て
世

話
し
て
や
ら
う
」
と
語
り
、

董
筆
を
と
り
出
し
て
支
那
の
古
事
に
因
ん
だ
竹
に
哄
哄
鳥

の
結
を
描

き
、
そ
れ
に
母
が
子
を
想
ふ
詩
を

つ
け
て
興

へ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
、
無

頼
漢
は
忽
ち
帽
子
を
脱

つ
て
平
身
低
頭
し
て
謝
し
家
末

の
や
う
に
な

つ

て
二
、
三
日
道
案
内
の
詳
を

つ
と
め
た
。
ま
た
麿
山

へ
行
く
途
中
九
江

を
船
で
下

つ
て
汽
船
か
ら
博
馬
で
岸

へ
着
い
た
が
、
船
頭
が
悪
者
で
先

生
だ
け
先
き

へ
あ
げ
て
銀
貨
の
嚢
を
も

つ
て
ゐ
る
自
分
を
乗
せ
て
い
き

な
り
船
を
江
心

へ
漕
ぎ
出
し
て
、
錢
を
出
せ
と
脅
迫
し
た
。
自
分
は
仕

方
な
く
錢
を
出
し
て
船
を
再
び
岸

へ
着
け
さ
せ
た
が
、
こ
れ
を
岸
か
ら

見
て
居
ら
れ
た
先
生
は
船
頭
が
船
か
ら
上
が
る
が
早

い
か
待
ち
構
え
て

ゐ
て
も

つ
て
ゐ
た
洋
傘
で
柄
が
折
れ
る
ほ
ど
打
据
ゑ
ら
れ
た

［。
］
そ
れ

が
何
十
人
と
い
ふ
仲
間
の
船
頭
が
ゐ
る
中
で
あ
る
。
多
勢

の
船
頭
は
先

生
の
勢
ひ
に
呑
ま
れ
て
却

つ
て
拍
手
喝
果
し
、
金
は
無
事
二
戻
つ
た
が
、

こ
の
や
う
に
先
生
は
何
事
で
も
如
何
な
る
場
で
も
い
ぢ
け
る
と
か
恐
れ

る
と
か
い
ふ
風
は
少
し
も
な
く
思
ふ
通
り
の
こ
と
を
や
り
通
さ
れ
た
。

（後
略
）

こ
の
よ
う
に

「肝
の
で
き
た
人
」
（同
記
事
）
と
金
島
に
評
さ
れ
た
関
雪

-136--137-

は
、
東
洋
絵
画
の
骨
格
を
、
近
代
に
お
い
て
復
権
す
る
の
に
少
な
か
ら
ぬ

功
績
の
あ
っ
た
画
家
だ
が
、
そ
の
藝
術
的
生
涯
に
あ
っ
て
は
、
三
度
の
洋

行
経
験
も
無
視
で
き
な
い
。　
一
九
二

一
年
の
第

一
回
フ
ラ
ン
ス
滞
在
の
逸

話
に
触
れ
る
な
ら
、
藤
田
嗣
治

（
一
八
八
六
―

一
九
六
六
年
）
、
河
東
碧

梧
桐

（
一
八
七
三
―

一
九
二
七
年
）
と
と
も
に
訪
れ
た
マ
テ
ィ
ス
邸
の
住

所
は
、
「
ル
ー
ト

・
ド
ウ

・
ク
マ
ー
ル
」
と
引
用
原
史
料

（九
八
頁
）
に
あ

る
が
、
こ
れ
は

「ク
ラ
マ
ー
ル
」
の
誤
記
。
ま
た
こ
の
記
録
に
は

「
マ
チ

ス
は
野
獣
の
皮
を
着
た
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」
（九
九
頁
）
と
の
関
雪
の
評
言
が

見
え
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
決
ま
り
文
句
。
こ
こ
か
ら
も
、
文
筆
家
と
し

て
一
目
お
か
れ
て
い
た
関
雪
が
、
そ
の
剛
胆
に
見
え
る
振
舞
い
の
一
方
で
、

細
か
く
資
料
に
目
を
く
ば
る
勤
勉
の
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
窺
い
知
れ
る
。

こ
う
し
た
関
雪
の
体
験
は
、
帰
国
後
の
南
画
再
評
価
に
じ
か
に
生
か
さ

れ
る
。　
一
九
二
四
年

（
〓

〓
ハ
頁
に

一
九

一
四
年
と
あ
る
の
は
誤
植
）
に

『
う
南
緬
杯
匂
道
程
』
（中
央
公
論
社
）
を
刊
行
し
た
関
雪
は
、
ル
ノ
ア
ー
ル

を
揮
南
田

（
王
全
壬
一一―
九
〇
年
）
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
を
王
石
谷

（
王
全
二

二
―

一
七

一
七
年
）
に
、
ゴ
ー
ガ
ン
を
八
大
山
人

（
Ｉ
全

ニ
ハ
ー

一
七
〇

五
年
）
に
、
ゴ
ッ
ホ
を
陳
老
蓮

（
一
五
九
八
―

一
六
五
二
年
）
に
讐
え
る

議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
比
較
に
は
強
引
な
と
こ
ろ
も
否
定
で

き
ま
い
が
、
そ
れ
は
中
国
書
画

へ
の
素
養
が
深
か
っ
た
文
人
た
ち
に
と
っ

て
、
さ
ら
に
は
西
原
も
主
張
す
る
よ
う
に
、
中
国
の
同
時
代
の
画
家
た
ち

に
と
っ
て
、
舶
来
の
流
行
を
理
解
す
る
に
は
ま
こ
と
に
適
切
な
便
宜
を
提

供
し
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『南
画

へ
の
道
程
』
を
参
照
し
て
い
る
、

漫
画
家
に
し
て
随
筆
家
、
豊
子
憧
，
ｗ●
”
Ｎ
寿
餞
２

八
九
〇
―

一
九
七
三

年
）
は
、
中
井
宗
太
郎
の
『近
代
藝
術
概
論
』
含
一松
堂
書
店
、　
一
九
二
二

年
）
を
下
敷
き
に
し
た
抄
訳

『近
代
藝
術
綱
要
』
（上
海
中
華
書
局
、　
一
九

三
四
年
）
に
お
い
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
を
顔
真
卿

（七
〇
九
―
八
五
年
）
、
了
ア

ィ
ス
は
董
其
昌

（
一
五
五
五
―

一
六
一二
ハ
年
）
、
ピ
カ
ソ
は
張
旭

（盛
唐
）

の
正
楷
書
、
な
ど
と
、
泰
西
の
現
代
画
家
の
筆
法
と
、
中
国
を
代
表
す
る

書
家
の
筆
法
と
を
比
較
し
て
み
せ
て
い
る
。
両
者
に
直
接
の
影
響
が
あ
る

の
か
否
か
、
に
わ
か
に
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

豊
が
関
雪
の
着
想
に
刺
戟
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
ま
い
、
と
評
者
は

想
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
比
較
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
の
文
人
た
ち
に

と
っ
て
、
教
養
の
基
盤
が
な
お
中
国
古
典
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
ま
た
、
西
洋
最
新
の
美
術
動
向
を
東
洋
の
典
拠
に
よ
っ
て
理
解
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
に
は
、
美
学
思
想
と
藝
術
実
践
に
お
い
て
、
東
洋
が
西
洋

に
優
越
す
る
と
見
る
思
考
が
、
関
雪
か
ら
豊
子
憧

へ
と
伝
播
し
た
経
緯
す

ら
予
測
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
東
洋
思
想
の
近
代
を
再
考
す
る
う
え
で
も
、
見
逃
し
得
な

い
影
響
力
を
発
揮
し
た
関
雪
だ
が
、
本
書
に
は
、
そ
の
生
身
の
人
間
性
を

も
労
髯
と
さ
せ
る
細
部
が
、
数
多
く
盛
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
関
雪
は

「大
東
亜
戦
争
」
に
際
し
て
、　
一
九
四
二
年
、
朝
日
新
聞
社
機

。
朝
凪
号

に
乗
っ
て
、
吉
川
英
治
と
南
方
従
軍
航
空
機
旅
行
に
同
道
す
る
機
会
を
得

る
。
関
雪
の
傍
若
無
人
な
酒
豪
ぶ
り
を
活
写
す
る
吉
川
の
筆
遣
い
か
ら
は
、

相
手
役
を
つ
と
め
る
羽
目
と
な
っ
て
、
ほ
と
ほ
と
辟
易
し
た
吉
川
の
迷
惑

至
極
な
表
情
も
如
実
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
西
原
の
語
り
も
こ
れ
に
劣
ら
な

い
。
コ
レ
ヒ
ド
ー
ル
要
塞
の
地
下
壕
の
様
子
な
ど
に
は
、
自
ら
も
現
地
を

踏
ん
だ
著
者
な
ら
で
は
の
具
体
的
な
指
摘
が
加
味
さ
れ
て
い
て
、
「兵
ど

も
が
夢
の
跡
」
の
落
差
も
、
臨
場
感
あ
る
観
察
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
当

時
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
英
字
新
聞
の
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た
井
伏
鱒
二

（
一
八
九
八
―

一
九
九
二
年
）
は
、
か
つ
て
関
雪
に
入
門
を
断
ら
れ
た
前
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歴
を
持
つ
が
、
そ
の
回
想
を
河
盛
好
蔵
が

『井
伏
鱒
二
随
間
』
（新
潮
社
、

一
九
八
六
年
）
に
筆
記
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
向
こ
う
気
が
強
い
反
面
、

実
際
に
は
小
心
な
関
雪
の
人
柄
が
伝
わ
る
逸
話
が
盛
ら
れ
て
い
る
。
重
油

ま
み
れ
で
泳
ぐ
兵
士
の
姿
を
、
自
ら
描
く
の
は
諦
め
な
が
ら
、
濱
田
台
児

（
一
九

一
六
年
生
）
の
作
品

《黄
流
》
に
同
様
の
着
想
を
認
め
る
や
、
こ
れ

を
い
さ
さ
か
な
ら
ぬ
強
引
さ
も
辞
さ
ず
し
て
文
展
特
選
に
推
薦
す
る
関
雪
。

そ
の
姿
に
は
、
有
無
を
い
わ
さ
ぬ

一
徹
な
気
風
と
、
世
渡
り
下
手
の
形
跡

も
感
得
で
き
る
。
頑
固
だ
が
憎
め
な
い
藝
術
家
肌
が
窺
え
る
。

こ
う
し
た
画
家
の
振
舞
い
は
、　
一
方
で
現
代
史
の
現
場
に
踏
み
込
み
、

他
方
で
は
時
代
の
雰
囲
気
を
漂
わ
す
事
件
を
引
き
起
こ
す
。
本
書
に
よ
れ

ば
、　
一
九
二
四
年
、
軍
閥

・
馬

玉

祥

り
ｏ●
”
メ
８
８
¨
２

八
八
二
―

一

九
四
八
年
）
の
北
京
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
紫
禁
城
を
追
わ
れ
た
薄
儀

（す
な
わ
ち
、
将
来
の
満
洲
国
皇
帝
。　
一
九
〇
六
―
六
七
年
）
を
、
関
雪

の
自
沙
村
荘
に
匿
う
計
画
ま
で
検
討
さ
れ
た
経
緯
が
あ
っ
た
由
。
こ
の
関

雪
は
ま
た
、
欧
州
旅
行
の
帰
途
に
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
ウ
ワ
リ
ー
と
い
う
名

の
少
女
を
連
れ
帰
っ
て
、
か
つ
て
の
森
鴎
外
の
エ
リ
ス
事
件
の
再
来
を
発

髪
と
さ
せ
る
浮
名
を
流
し
た
り
も
す
る
。
戦
後
日
本
の
規
準
な
ど
と
て
も

当
て
は
ま
ら
ず
、
い
か
に
も
戦
前
の
雰
囲
気
を
全
身
か
ら
発
散
し
て
い
た

傑
物
と
で
も
形
容
す
る
ほ
か
な
い
、
そ
の
行
状
の
数
々
。
こ
の
破
格
の
寸

法
を
体
現
し
た
巨
匠
の
再
評
価
は
、
西
原
氏
の
見
事
な
評
伝
と
と
も
に
、

歿
後
六
十
年
を
経
て
、
漸
く
そ
の
端
緒
を
見
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
主
人
公
の
人
と
な
り
を
発
髯
と
さ
せ
、
頁
を
開
く
や
釣
り
込
ま
れ
て

最
後
ま
で

一
気
に
読
ま
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
筆
力
に
は
、
侮
り
が
た
い

も
の
が
あ
る
。
筆
者
の
さ
ら
な
る
ご
精
進
を
お
祈
り
し
た
い
。

［付
記
］
本
稿
は
二
〇
〇
七
年
十
二
月
に
執
筆
・
投
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
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