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先
生
は
、
「
あ
と
が
き
」
で
紙
幅
を
割
き
、
紹
介
者
の
拙
諭
を
紹
介
し

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
拙
論
は
ハ
ー
ヴ
ィ
の
研
究
活
動
を
、
先
生
と
は

異
な
っ
た
観
点
と
方
法
に
よ
っ
て
分
析
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
が
、
研

究
開
始
以
来
三
十
年
の
間
、
先
生
は
度
々
重
い
一
次
文
献
を
鞄
に
詰
め

て
運
ん
で
き
て
貸
し
て
く
だ
さ
り
、
「
禎
里
な
ん
か
踏
み
つ
ぶ
し
て
先

に
進
ん
で
行
き
な
」
と
常
に
暖
か
い
激
励
の
言
葉
を
贈
っ
て
く
だ
さ
っ

た
。
来
年
、
創
立
五
十
年
を
迎
え
る
生
物
学
史
研
究
会
は
、
生
命
科
学

思
想
に
関
連
す
る
多
様
な
分
野
で
い
ま
最
も
活
発
な
研
究
活
動
を
繰
り

広
げ
て
い
る
四
○
代
、
五
○
代
の
会
員
た
ち
を
中
心
に
活
況
を
呈
し
て

い
る
。
そ
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
禎
里
先
生
の
寛
容
な
姿
勢
と
励
ま
し

に
力
を
得
て
研
究
活
動
を
続
け
て
き
た
者
た
ち
で
あ
る
。
十
六
’
十
七

世
紀
科
学
思
想
史
研
究
も
、
広
範
囲
の
原
典
を
読
み
解
き
、
欧
米
の
学

会
誌
に
積
極
的
に
発
表
す
る
二
○
代
－
三
○
代
の
新
し
い
世
代
に
よ
っ

て
文
字
通
り
新
し
い
研
究
者
層
が
形
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

出
た
と
し
て
も
、
そ
の
真
価
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
看
過
さ
れ
埋
も

れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
容
易
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が

で
き
る
今
日
と
異
な
り
、
当
時
、
十
六
’
十
七
世
紀
の
原
著
を
直
接
、

手
に
で
き
る
機
会
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
手
に
出
来
て

も
、
次
に
は
言
語
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
る
。
中
村
禎
里
先
生
は
、
こ
う

し
た
時
代
に
お
い
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
着
想
と
繊
密
な
検
証
に
基
づ
く

確
か
な
研
究
論
文
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
発
表
し
続
け
て
い
た
数
少
な
い

真
の
研
究
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
先
生
は
、
ま
だ
無
名
の
若

者
た
ち
の
研
究
に
も
真
剣
に
向
き
合
い
、
本
質
を
突
い
た
鋭
い
批
評
を

加
え
て
く
だ
さ
っ
た

『
結
核
の
社
会
史
』

青
木
純
一
『
結
核
の
社
会
史
」
は
、
一
九
○
○
年
近
辺
か
ら
第
二
次

大
戦
ま
で
の
期
間
、
す
な
わ
ち
全
国
の
結
核
死
亡
率
が
対
一
○
万
で
お

よ
そ
一
八
○
と
二
五
○
の
間
を
大
き
く
う
ね
り
な
が
ら
、
国
家
に
よ
る

結
核
対
策
が
離
陸
し
、
戦
後
の
急
速
な
克
服
に
つ
な
が
っ
て
い
く
期
間

の
結
核
の
歴
史
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
結
核
の
歴
史
は
、
医

学
史
研
究
の
中
核
と
な
る
問
題
を
数
多
く
提
起
し
て
き
た
。
マ
キ
ー
オ

ン
が
平
均
寿
命
の
伸
長
の
原
因
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
を
編
み
出
し
た
の

は
、
十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
結
核
の
死
亡
率
の
減
少
の
原
因
を
推
測
す

る
作
業
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。
ソ
ン
タ
グ
が
病
気
の
隠
哺
の
研
究
と
い

う
豊
か
な
領
域
を
切
り
開
い
た
の
は
、
「
自
己
の
病
」
で
あ
る
結
核
と

「
他
者
の
病
」
で
あ
る
癌
と
を
対
比
さ
せ
た
考
察
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
。

〔
み
す
ず
言
房
、
東
京
都
文
京
区
本
郷
五
’
三
二
’
二
一
、
電
話
○
三

’
三
八
一
四
’
○
一
三
一
、
二
○
○
四
年
二
月
五
日
、
四
六
判
、
三
八

四
頁
、
定
価
四
四
一
○
円
〕

二
年
前
に
大
学
を
リ
タ
イ
ア
さ
れ
た
先
生
は
、
今
、
日
本
の
動
物

観
・
生
命
観
研
究
か
ら
、
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
生
命
思
想
へ
と
、
そ

の
研
究
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
次
に
又
こ
う
し
た
テ
ー
マ
の
ご
著
書

を
紹
介
す
る
機
会
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

（
月
澤
美
代
子
）

青
木

純

著
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こ
の
よ
う
な
古
典
的
な
名
著
を
踏
ま
え
、
再
興
感
染
症
と
し
て
結
核
が

話
題
に
な
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
こ
の
一
○
年
ほ
ど
、
英
語
圏
に
お

い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
「
結
核
の
歴
史
」
が
一
つ
の
ブ
ー
ム
に
な
っ

て
い
る
。

本
書
は
し
か
し
、
近
年
の
ブ
ー
ム
に
乗
っ
た
幾
多
の
書
物
と
は
、
性

格
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
最
も
際
立
っ
た
違
い
は
、
そ
の
徴
密
な

リ
サ
ー
チ
と
、
歴
史
的
に
確
実
な
筆
致
で
あ
る
。
著
者
が
参
照
し
た
資

料
は
主
題
ご
と
に
網
羅
的
に
掲
げ
ら
れ
、
重
要
な
事
項
は
手
際
よ
く
年

表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
議
論
に
は
要
所
要
所
で
数
的
な
裏
づ
け
が

与
え
ら
れ
、
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
て
興
味
深
い
実
例
も
ふ
ん
だ
ん
に
引

用
さ
れ
て
い
る
。
（
「
結
核
落
語
」
は
一
読
の
価
値
が
あ
る
！
）
一
言
で

言
っ
て
、
本
書
は
プ
ロ
の
歴
史
研
究
者
が
学
術
書
と
し
て
書
い
た
水
準

が
高
い
研
究
書
で
あ
り
、
一
九
九
八
年
以
来
著
者
が
発
表
し
て
き
た
八

つ
の
論
文
に
（
単
行
本
化
に
あ
た
っ
て
「
大
幅
な
補
筆
修
正
」
が
施
さ

れ
て
い
る
と
い
う
）
、
書
き
下
ろ
し
の
章
を
一
つ
加
え
て
成
立
し
た
単
行

本
で
あ
る
と
い
う
経
緯
を
持
つ
書
物
に
ふ
さ
わ
し
い
水
準
が
保
た
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
者
が
近
代
日
本
の
結
核
史
研
究
に
登
場
し
た

こ
と
を
心
か
ら
喜
び
た
い
。

内
容
的
に
は
、
副
題
に
「
国
民
病
対
策
の
組
織
化
と
結
核
患
者
の
実

像
を
追
っ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
問
題
を
取

扱
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
対
策
の
組
織
化
を
扱
っ
た
の
は
、
結
核
予

防
組
織
の
活
動
を
扱
っ
た
二
つ
の
章
（
二
・
三
章
）
と
結
核
予
防
法
の

成
立
と
改
正
を
扱
っ
た
二
つ
の
章
（
四
・
五
章
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章

の
間
に
は
タ
イ
ト
な
論
理
的
な
構
成
が
あ
り
、
一
貫
し
た
説
得
力
が
あ

る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
結
核
患
者
の
実
像
を
扱
っ
た
と

推
察
さ
れ
る
の
は
、
東
京
市
結
核
療
養
所
を
扱
っ
た
七
章
、
結
核
患
者

自
身
に
よ
る
自
ら
の
病
気
の
理
解
を
論
じ
た
八
章
、
結
核
虚
弱
児
と
養

護
施
設
を
扱
っ
た
九
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章
は
、
独
立
し
た
章
と
し

て
は
そ
れ
ぞ
れ
優
れ
た
論
文
で
あ
る
。
特
に
第
七
章
は
出
色
で
あ
り
、

東
京
市
療
養
所
へ
の
反
対
運
動
を
、
神
奈
川
県
二
宮
の
私
立
の
療
養
所

へ
の
反
対
運
動
と
対
比
さ
せ
て
鮮
明
に
描
き
出
し
、
ま
た
療
養
所
へ
の

入
所
者
の
実
態
を
統
計
的
に
跡
付
け
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
惜
し
む

ら
く
は
、
章
の
相
互
の
連
関
が
暖
昧
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
つ
な

げ
て
何
を
議
論
し
た
い
の
か
不
明
確
な
こ
と
、
そ
の
結
果
、
書
物
の
後

半
が
前
半
と
切
り
離
さ
れ
た
散
漫
な
印
象
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

書
物
の
後
半
で
議
論
の
焦
点
が
ぼ
け
た
の
は
、
こ
の
書
物
全
体
の
狙

い
に
つ
い
て
考
え
直
し
、
そ
れ
を
説
明
す
る
と
い
う
「
前
書
き
」
で
行

う
べ
き
作
業
が
決
定
的
に
不
足
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
関
連

し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
「
前
書
き
」
で
近
代
日
本
の
結
核
に
つ
い
て
の
先

行
研
究
や
医
療
と
病
気
の
歴
史
の
研
究
害
が
数
点
上
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
こ
の
書
物
全
体
の
特
色
は
何
か
と
い
う
説
明

は
皆
無
に
等
し
い
。
さ
ら
に
、
同
じ
時
代
の
日
本
の
結
核
対
策
を
、
著

者
と
よ
く
似
た
視
点
で
扱
っ
て
高
い
水
準
の
分
析
的
な
議
論
を
し
た
書

物
で
あ
る
言
旨
目
］
］
・
宮
扇
さ
己
》
ご
侭
ミ
ミ
偽
曽
唇
ミ
宛
ミ
。
、
』

国
冴
ざ
ご
旦
己
さ
、
農
言
冴
営
一
§
ミ
《
（
国
胃
菌
己
己
昌
ぐ
の
国
ご

甲
の
の
ｍ
》
弓
串
）
は
、
近
年
に
お
け
る
日
本
医
学
史
の
最
高
の
成
果
の
一

つ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
文
は
も
と
よ
り
、
文
献
注
に
お
い
て
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著
者
の
父
君
は
岐
阜
県
旧
家
の
生
ま
れ
、
二
十
歳
過
ぎ
て
眼
疾
を
患

い
、
つ
い
に
失
明
し
た
と
い
う
。
止
む
な
く
日
本
最
初
の
京
都
盲
唖
院

に
入
っ
て
鍼
按
の
術
を
学
ん
だ
。
し
ば
ら
く
母
校
の
助
教
諭
を
務
め
た

の
ち
、
大
正
五
年
鍼
を
専
門
と
し
て
京
都
市
内
で
開
業
し
、
そ
の
す
ぐ

れ
た
施
術
に
よ
り
、
門
前
市
を
な
す
ほ
ど
の
盛
業
を
き
わ
め
た
と
い

す
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
「
あ
と
が
き
」
で
著
者
が
書
い
て
い
る
「
多

少
、
オ
タ
ク
と
言
わ
れ
な
が
ら
結
核
の
研
究
を
続
け
た
」
と
い
う
言
葉

は
、
研
究
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
孤
立
し
て
医
学
史
を
研
究
し
て
い

る
た
め
、
領
域
を
超
え
た
情
報
交
換
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
、
日
本
の

医
学
史
研
究
の
組
織
的
な
問
題
を
象
徴
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
欠
陥
は
し
か
し
、
こ
の
書
物
全
体
の
価
値
か
ら
見
た
ら

小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
日
本
の
結
核
対
策
の
歴
史
を
研
究
す

る
者
が
ま
ず
熟
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
報
の
宝
庫
と
し
て
、
そ
し

て
高
い
水
準
の
リ
サ
ー
チ
を
示
し
た
研
究
書
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
長
き

に
わ
た
っ
て
活
用
さ
れ
続
け
る
に
違
い
な
い
。

（
鈴
木
晃
仁
）

〔
御
茶
の
水
書
房
、
東
京
都
文
京
区
本
郷
五
’
三
○
’
二
○
、
電
話
○

一
Ｔ
五
六
八
四
’
○
七
五
一
、
二
○
○
四
年
三
月
二
十
八
日
、
Ａ
五
判
、

二
七
六
頁
、
定
価
五
四
六
○
円
〕

『
鍼
の
道
１
１
内
科
医
の
青
春
一

岡
島
文
一
著

う
。
昭
和
二
十
九
年
惜
し
ま
れ
て
逝
去
さ
れ
た
が
、
著
者
は
大
正
二
年

こ
の
父
の
も
と
で
京
都
市
内
で
生
ま
れ
て
い
る
。
市
内
の
初
音
小
学

校
、
府
立
一
中
、
浪
速
高
等
学
校
に
学
び
、
昭
和
十
四
年
三
月
京
都
帝

国
大
学
医
学
部
を
卒
業
し
て
医
師
の
道
に
進
ん
だ
。

こ
の
間
に
教
え
を
受
け
た
恩
師
、
共
に
学
ん
だ
同
級
生
、
同
僚
、
何

ら
か
の
交
際
の
あ
っ
た
人
々
に
つ
い
て
、
そ
の
フ
ル
ネ
ー
ム
を
あ
げ

て
、
な
つ
か
し
い
思
い
出
を
語
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
記
憶
力
の
す

ば
ら
し
さ
に
は
一
驚
す
る
。
こ
れ
は
著
者
の
並
々
な
ら
ぬ
知
能
の
他

に
、
常
に
恩
師
に
は
敬
愛
の
念
で
接
し
、
同
級
生
に
は
深
い
愛
情
を
持
っ

て
付
き
合
い
、
軍
隊
や
病
院
に
お
け
る
戦
友
・
同
僚
に
は
親
愛
の
情
を

も
っ
て
尽
く
し
て
こ
ら
れ
た
著
者
の
暖
か
い
心
根
に
よ
る
も
の
で
あ
る

津
《
ｊ
／
Ｏ

著
者
の
生
涯
の
進
路
は
、
父
君
の
夢
で
あ
っ
た
「
鍼
の
根
拠
を
医
学

的
に
究
め
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
目
指
し
て
医
学
の
道
に

入
ら
れ
た
が
、
時
代
は
決
し
て
平
坦
な
道
で
は
な
か
っ
た
。

お
り
か
ら
の
戦
争
は
著
者
を
思
わ
ぬ
道
に
踏
み
込
ま
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

内
科
医
局
に
入
っ
た
著
者
は
ま
も
な
く
、
お
り
か
ら
設
立
さ
れ
た
傷

痩
軍
人
療
養
所
の
医
官
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
応
召

し
て
軍
医
見
習
士
官
と
な
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
戦
地
に
送
ら
れ
、
野
戦

病
院
で
診
療
に
あ
た
る
身
と
な
っ
た
。
診
療
に
従
事
す
る
問
、
自
身
結

核
が
発
病
し
て
内
地
に
送
還
さ
れ
入
院
生
活
を
送
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、
現
隊
は
レ
イ
テ
で
全
滅
し
て
、
実
に
九
死
に
一
生
を
得
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
軍
医
時
代
の
話
は
こ
れ
だ
け
で
一
編
の
物
語
と
な


