
一
条
朝
に
お
け
る
漢
詩
文
素
養
に
関
す
る
社
会
規
範
と
紫
式
部

山

本

淳

子

は
じ
め
に

⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
は
、
漢
詩
文
素
養
に
つ
い
て
の
記
述
を
次
の
よ
う
に
計
六
箇
所
に
わ
た
っ
て
行
な
っ
て
い
る
。

Ⅰ
、
清
少
納
言
批
評
で
、⽛
真
名
書
き
散
ら
し
⽜
を
批
判
し
、
そ
の
素
養
の
程
度
を
⽛
ま
だ
い
と
足
ら
ぬ
こ
と
多
か
り
⽜
と
評

す
る
記
述

Ⅱ
、
紫
式
部
が
家
の
女
房
か
ら
⽛
な
で
ふ
女
が
真
名
書
は
読
む
⽜
と
陰
口
を
言
わ
れ
る
記
述

Ⅲ
、
一
条
天
皇
に
⽝
源
氏
物
語
⽞
中
の
漢
詩
文
素
養
を
指
摘
さ
れ
、
内
裏
女
房
か
ら
⽛
日
本
紀
の
御
局
⽜
と
あ
だ
名
を
つ
け
ら

れ
る
記
述

Ⅳ
、
紫
式
部
が
漢
詩
文
素
養
を
身
に
つ
け
た
経
緯
の
記
述

Ⅴ
、⽛
男
だ
に
、
才
が
り
ぬ
る
人
は
、
い
か
に
ぞ
や
。
は
な
や
な
ら
ず
の
み
侍
る
め
る
よ
⽜
と
人
に
聞
い
て
か
ら
、
漢
詩
文
素
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養
を
隠
し
て
い
る
と
の
記
述

Ⅵ
、
彰
子
へ
の
⽛
新
楽
府
⽜
進
講
の
記
述

こ
れ
ら
の
箇
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
筆
者
は
か
ね
て
、⽝
紫
式
部
日

記
⽞
の
漢
詩
文
素
養
へ
の
言
及
は
そ
の
全
て
を
文
脈
と
し
て
合
わ
せ
読
ま
な
い
と
内
容
が
把
握
で
き
な
い
と
考
え
て
き
た
。
ま
た

⽝
紫
式
部
日
記
⽞
と
同
時
代
の
思
潮
に
照
ら
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
も
感
じ
て
き
た
。
時
代
の
感
覚
を
知
っ
た
上
で
こ

れ
ら
の
記
述
を
合
わ
せ
読
む
と
、
個
々
の
記
述
を
断
片
的
に
読
ん
で
い
た
時
に
は
行
間
に
沈
ん
で
い
た
紫
式
部
の
主
張
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
紫
式
部
は
、
ど
う
い
っ
た
状
況
の
も
と
で
何
を
主
張
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
そ
れ
は
何
を
意
味
し
た
の
か
。
本

稿
で
は
そ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

一

女
性
と
漢
詩
文
素
養

最
初
に
、
一
般
社
会
に
お
け
る
状
況
を
確
認
し
て
お
く
。⽝
紫
式
部
日
記
⽞
が
書
か
れ
た
一
条
朝
、
女
性
と
漢
詩
文
の
間
に
は

複
雑
な
親
疎
関
係
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
漢
詩
文
が
平
安
時
代
中
期
以
降
、
第
一
に
男
性
社
会
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
旧

稿(1)の
繰
り
返
し
に
も
な
る
が
、
一
条
朝
前
後
の
女
性
と
漢
詩
文
と
の
親
疎
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
歴
史
史
料
を
含
む
諸
資
料
か
ら

筆
者
の
得
た
見
解
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る(2)。

十
世
紀
初
頭
以
降
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
、
漢
字
の
読
み
書
き
が
可
能
な
女
性
は
か
な
り
の
割
合
で
存
在
し
、
仏
典
を
読
ん

だ
り
文
書
に
自
署
し
た
り
す
る
こ
と
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
内
裏
の
女
官
に
は
漢
文
で
書
か
れ
た
文
書
を
理
解
す
る
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者
が
お
り
、
中
に
は
自
ら
漢
文
の
文
書
を
作
成
し
た
者
が
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
しＡ
一
般
に
は
、
女
性
が
自
ら
作
品
と
し
て

漢
詩
文
を
作
る
こ
と
は
な
く
、
も
し
そ
れ
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
極
め
て
特
異
な
例
と
言
え
た
。
そ
れ
は
当
時
、
男
性
官
人
が
公

的
世
界
と
私
的
世
界
の
両
方
で
生
活
し
、
し
た
が
っ
て
両
方
の
世
界
の
言
語
で
あ
る
漢
文
体
と
和
文
体
を
使
用
し
得
た
の
に
対
し
、

女
性
は
多
く
私
的
世
界
を
居
場
所
の
中
心
と
し
た
た
め
、
必
然
的
に
漢
文
体
と
の
交
渉
が
稀
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

Ｂ
そ
れ
は
当
初
、
男
女
の
生
活
実
態
か
ら
自
然
に
も
た
ら
さ
れ
た
状
態
だ
っ
た
が
、
や
が
て
規
範
化
し
た
。
男
性
の
み
な
ら
ず
女

性
の
側
に
お
い
て
も
、
女
性
な
ら
ば
和
文
・
和
歌
等
の
か
な
文
学
に
親
し
む
も
の
と
限
定
す
る
見
方
が
生
ま
れ
た
。
漢
文
は
公
的

世
界
を
意
味
し
、
女
性
が
漢
文
に
親
し
む
こ
と
は
公
的
世
界
に
介
入
す
る
こ
と
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
キ

サ
キ
や
女
官
な
ど
明
確
に
公
的
立
場
に
あ
る
女
性
は
別
と
し
て
、
一
般
女
性
に
つ
い
て
は
、
漢
詩
文
素
養
は
男
性
社
会
・
公
的
社

会
と
の
境
界
を
侵
犯
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
一
条
朝
に
お
い
て
は
、
男
性
社
会
に
お
い
て
漢
詩
文
が
遊
興
的
に
流
行
し
た
た
め
、
私
宴
や
日
常
会
話
な
ど
、
私
的

世
界
に
ま
で
そ
れ
ら
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
勢
い
、
女
性
た
ち
と
漢
詩
文
と
の
垣
根
は
低
く
な
っ
た
。Ｃ
漢
文
の
詩
句

や
故
事
を
知
る
こ
と
が
、
遊
び
の
場
で
の
知
的
お
し
ゃ
れ
と
認
め
ら
れ
、
女
性
が
そ
れ
に
応
対
す
る
こ
と
が
賞
賛
さ
れ
た
。
ま
た

そ
の
レ
ベ
ル
は
類
書
等
か
ら
手
軽
に
得
ら
れ
る
程
度
で
十
分
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
一
条
朝
に
お
い
て
は
、
女
性
と
漢
詩
文
の
親
疎
に
つ
い
て
、
二
つ
の
考
え
が
同
時
に
通
行
し
た
。Ｄ
一
つ
は
、
女

性
は
漢
詩
文
に
親
し
む
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
い
わ
ば
守
旧
派
の
価
値
観
、
も
う
一
つ
は
、
女
性
も
漢
詩
文
に
親
し
む
べ
き
と
す

る
時
流
追
随
派
の
価
値
観
で
あ
る
。

傍
線
部
に
つ
い
て
個
別
に
説
明
を
加
え
る
。
Ａ
は
、
九
世
紀
前
半
⽝
経
国
集
⽞
の
有
智
子
内
親
王
の
作
以
来
、
明
確
に
女
性
の
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作
と
知
ら
れ
る
漢
詩
文
作
品
が
伝
わ
ら
な
い(3)こ
と
を
主
な
証
左
と
す
る
。⽝
大
鏡
⽞
に
は
、
高
階
貴
子
が
内
裏
の
作
文
に
文
を
奉

っ
た
と
い
う
記
述(4)が
あ
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
は
伝
え
ら
れ
ず
、
真
偽
は
不
確
か
で
あ
る
。
一
方
、
和
歌
や
和
文
で
漢
詩

文
作
品
や
中
国
の
故
事
に
基
づ
い
た
も
の
や
、
漢
語
由
来
の
表
現
を
使
っ
た
も
の
は
、
女
性
の
作
の
中
に
も
ご
く
一
般
的
に
見
受

け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
漢
文
を
用
い
て
作
文
・
作
詩
す
る
こ
と
は
男
性
の
行
為
、
漢
詩
文
を
典
拠
に
し
た
和
歌
や
和
文
を

作
る
こ
と
は
男
女
を
問
わ
な
い
行
為
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。

Ｂ
は
、
天
徳
四
年
歌
合
漢
文
日
記
の
一
文
、
歌
合
開
催
の
経
緯
を
記
し
た
次
の
箇
所
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

去
年
秋
八
月
、
殿
上
侍
臣
闘
詩
、
而
時
、
典
侍
命
婦
等
相
語
曰
、⽛
男
已
闘
文
章
女
宜
合
和
歌
⽜。

(⽝
内
裏
歌
合

天
徳
四
年
⽞
漢
文
日
記
)

男
性
官
人
の
闘
詩
の
後
、
内
裏
の
典
侍
や
命
婦
な
ど
女
性
ら
が
、⽛
男
性
が
詩
を
合
わ
せ
た
な
ら
ば
女
性
は
和
歌
を
合
わ
せ
る

の
が
よ
い
⽜
と
提
案
し
、
こ
の
度
の
開
催
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
女
性
自
身
の
側
に
、
自
ら
の
第
一
文

芸
は
漢
詩
で
な
く
和
歌
で
あ
る
と
限
定
す
る
意
識
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

Ｃ
に
つ
い
て
は
、⽝
枕
草
子
⽞
が
活
写
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
Ｄ
に
つ
い
て
は
、
小
松
登
美
氏
は
つ
と
に
こ
れ
を
⽛
た
て

ま
え
と
ほ
ん
ね
⽜
と
呼
ば
れ
た(5)。
女
性
は
漢
詩
文
と
疎
遠
で
あ
る
べ
き
と
い
う
⽛
守
旧
派
⽜
が
⽛
た
て
ま
え
⽜、
漢
詩
文
に
親
し

む
べ
き
と
い
う
⽛
時
流
追
随
派
⽜
が
⽛
ほ
ん
ね
⽜
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
例
え
ば
男
性
や
所
謂
⽛
里
の
女
⽜
な
ど
の
層
に

は
、
守
旧
派
の
価
値
観
を
そ
の
ま
ま
本
音
と
し
た
人
々
も
、
少
な
か
ら
ず
い
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
一
方
で
、⽝
枕
草
子
⽞
の
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定
子
後
宮
に
お
い
て
は
、
漢
詩
文
へ
の
親
近
を
示
す
こ
と
が
む
し
ろ
規
範
と
し
て
求
め
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
場
で
は
、
本
音
で
は

漢
詩
文
に
疎
遠
で
い
た
い
女
房
が
、
た
て
ま
え
上
そ
れ
に
親
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
二
つ
の
価
値

観
が
社
会
に
同
時
に
通
行
し
て
は
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
優
劣
は
一
様
で
な
く
、
性
別
・
場
・
階
層
・
個
人
の
志
向
等
に
よ
っ
て
多

様
な
認
識
が
持
た
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
条
朝
の
女
流
文
学
は
右
の
よ
う
な
状
況
を
ど
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

⽝
和
泉
式
部
日
記
⽞
の
次
の
場
面
で
は
、
こ
う
し
た
二
重
規
範
が
和
歌
の
贈
答
中
に
顕
わ
れ
て
い
る
。

御
文
あ
り
。⽛
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
参
り
来
て
と
思
ひ
つ
る
を
、
人
々
文
つ
く
る
め
れ
ば
⽜
と
の
た
ま
は
せ

た
れ
ば
、

い
と
ま
な
み
君
来
ま
さ
ず
は
我
行
か
む
文
作
る
ら
ん
道
を
し
ら
ば
や

を
か
し
と
思
し
て

わ
が
宿
に
た
づ
ね
て
来
ま
せ
文
作
る
道
も
教
へ
ん
あ
ひ
も
見
る
べ
く

(⽝
和
泉
式
部
日
記
⽞
十
一
月
頃

七
三
・
七
四
頁
)

敦
道
親
王
か
ら
、
自
邸
で
漢
詩
文
の
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
和
泉
式
部
宅
に
行
け
な
く
な
っ
た
と
の
文
が
届
く
。

和
泉
式
部
は
歌
で
⽛
で
は
私
が
参
り
ま
し
ょ
う
、
詩
作
の
方
法
を
知
り
た
い
わ
⽜
と
応
ず
る
。
親
王
は
返
歌
で
⽛
い
ら
っ
し
ゃ
い

な
、
詩
作
の
方
法
も
教
え
よ
う
、
逢
瀬
も
で
き
よ
う
か
ら
⽜
と
答
え
て
い
る
。
和
泉
式
部
の
歌
は
、
彼
女
が
漢
詩
を
作
る
方
法
を

知
ら
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
女
性
は
漢
詩
文
を
作
ら
な
い
と
い
う
規
範
を
、
和
泉
式
部
も
遵
守
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
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が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
の
歌
で
、
和
泉
式
部
は
そ
の
規
範
を
破
っ
て
詩
作
の
方
法
を
知
り
た
い
と
言
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
本
気
で

は
な
く
、
そ
う
し
て
ま
で
逢
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
女
の
媚
態
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
て
〈
男
性
的
〉
な
イ
メ
ー
ジ

を
ま
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
詩
作
の
世
界
に
、
女
性
の
方
か
ら
踏
み
込
み
た
い
と
、
男
女
の
関
係
に
あ
る
男
性
に
も
ち
か
け
、
彼

を
刺
激
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
詩
作
が
負
っ
て
い
る
性
意
識
は
身
体
的
な
そ
れ
で
は
な
く
社
会
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
規
範
の
侵
犯
は
官
能
の
香
り
を
帯
び
た
だ
ろ
う
。
も
と
は
と
い
え
ば
⽛
逢
瀬
が
で
き
な
い
⽜
と
い
う
沈
ん
だ
状
況
で
の

贈
答
だ
っ
た
が
、
贈
答
後
は
む
し
ろ
二
人
の
思
い
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
和
泉
は
二
人
の
恋
を
盛
り
上
げ
る
効
果
を
狙

っ
て
⽛
文
作
る
⽜
を
詠
み
込
ん
だ
歌
を
贈
り
、
そ
の
目
論
見
は
成
功
し
た
。
女
性
と
詩
作
と
は
疎
遠
だ
と
い
う
教
科
書
的
規
範
を
、

彼
女
は
う
ま
く
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

次
は
⽝
枕
草
子
⽞
の
例
で
あ
る
。
漢
詩
文
に
積
極
的
に
親
し
ん
だ
清
少
納
言
だ
が
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
は
弁
え
も
あ
っ
た
。

藤
原
斉
信
が
難
題
を
送
り
つ
け
て
き
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

見
れ
ば
、
青
き
薄
様
に
、
い
と
清
げ
に
書
き
た
ま
へ
り
。
心
と
き
め
き
し
つ
る
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。⽛
蘭
省
花
時

錦
帳
下
⽜
と
書
き
て
、⽛
末
は
い
か
に
、
末
は
い
か
に
⽜
と
あ
る
を
、⽛
い
か
に
か
は
す
べ
か
ら
む
。
御
前
お
は
し
ま
さ
ば
、

御
覧
ぜ
さ
す
べ
き
を
、
こ
れ
が
末
を
知
り
顔
に
、
た
ど
た
ど
し
き
真
名
書
き
た
ら
む
も
い
と
見
苦
し
⽜
と
思
ひ
ま
は
す
ほ
ど

も
な
く
、
責
め
ま
ど
は
せ
ば
、
た
だ
そ
の
奥
に
、
炭
櫃
に
、
消
え
炭
の
あ
る
し
て
、⽛
草
の
庵
を
誰
か
た
づ
ね
む
⽜
と
書
き

つ
け
て
取
ら
せ
つ
れ
ど
、
ま
た
返
事
も
言
は
ず
。

(⽝
枕
草
子
⽞⽛
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
⽜
一
三
六
頁
)
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斉
信
の
送
っ
て
き
た
詩
句
は
⽝
白
氏
文
集
⽞
巻
十
七
⽛
廬
山
草
堂
の
夜
雨
に
独
り
宿
し
、
牛
二
・
李
七
・
臾
三
十
二
員
外
に
寄

す
⽜
か
ら
の
摘
句
で
、⽝
和
漢
朗
詠
集
⽞
巻
下
⽛
山
家
⽜
に
も
載
る
周
知
の
も
の
で
あ
る
。
問
わ
れ
た
⽛
こ
れ
が
末
⽜
は
⽛
廬
山

雨
夜
草
庵
中
⽜
で
、
清
少
納
言
も
知
っ
て
い
た
。
だ
が
⽛
こ
れ
が
末
を
知
り
顔
に
、
た
ど
た
ど
し
き
真
名
書
き
た
ら
む
も
い
と
見

苦
し
⽜
と
い
う
意
識
が
彼
女
を
止
め
た
。⽝
紫
式
部
日
記
⽞
は
清
少
納
言
を
⽛
真
名
書
き
散
ら
し
⽜
た
と
言
う
が
、
こ
こ
で
の
清

少
納
言
は
明
ら
か
に
⽛
真
名
書
き
⽜
を
避
け
て
い
る
。
そ
し
て
彼
女
の
と
っ
た
行
動
と
は
、⽛
廬
山
雨
夜
草
庵
中
⽜
を
、
漢
詩
そ

の
ま
ま
で
は
な
く
和
歌
の
下
の
句
に
翻
案
し
て
返
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
清
少
納
言
が
⽛
廬
山
雨
夜
草
庵
中
⽜
と
書
い
て
返
さ
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
れ
で
は
い
か
に
も
⽛
こ
れ
が
末
を
知

り
顔
⽜
で
芸
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
清
少
納
言
は
、
斉
信
の
⽛
清
げ
⽜
な
筆
跡
に
対
し
自
分
の
字
は
⽛
た
ど

た
ど
し
き
真
名
書
き
⽜
で
見
苦
し
い
と
い
う
認
識
も
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
女
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
清
少
納

言
は
、
こ
こ
で
は
自
分
を
、
女
性
は
漢
字
に
疎
遠
で
あ
る
べ
き
と
い
う
規
範
の
内
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
小
森
潔
氏
は

⽛
枕
草
子
は
こ
の
場
面
で
、⽛
女
房
＝
女
性
＝
和
歌
／
殿
上
人
＝
男
性
＝
漢
詩
文
⽜
と
い
う
枠
組
み
を
仮
構
し
、
そ
の
上
で
、
清

少
納
言
自
身
を
そ
の
〈
女
性
性
〉
の
中
に
封
じ
込
め
て
い
る
の
で
あ
る
⽜
と
さ
れ
て
い
る(6)。

と
は
い
え
、
こ
の
例
で
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
清
少
納
言
が
⽝
枕
草
子
⽞
の
本
文
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
は
⽛
真
名
書
き
⽜

を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
斉
信
か
ら
の
文
⽛
蘭
省
花
時
錦
帳
下
⽜
の
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。
斉
信
が
漢
字
で
書
き
送
っ
て

来
た
こ
の
詩
句
を
、
清
少
納
言
は
⽛
ら
む
し
や
う
の
は
な
の
と
き
…
⽜
の
よ
う
に
仮
名
で
表
記
し
な
か
っ
た
。
も
し
そ
う
し
て
い

た
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
必
ず
や
⽛
と
真
名
書
き
に
て
⽜
云
々
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
語
句
は
無
く
、
斉
信
の
筆
跡
は

清
げ
で
あ
っ
た
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
の
真
名
書
き
の
悪
筆
を
思
っ
た
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
本
文
の
表
記
が
斉
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信
の
手
紙
そ
の
ま
ま
の
漢
字
表
記
だ
か
ら
説
明
が
不
要
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
清
少
納
言
は
⽝
枕
草
子
⽞
の
文
章
に
は

確
か
に
⽛
真
名
書
き
⽜
を
行
い
、
女
性
性
を
逸
脱
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
男
性
と
の
現
実
の
応
酬
の
場
で
は
真
名
書
き
を
謹
ん
で

守
旧
派
的
弁
え
を
見
せ
、
い
っ
ぽ
う
作
品
制
作
で
は
必
要
と
あ
れ
ば
漢
字
表
記
も
辞
さ
ず
積
極
的
に
漢
詩
文
へ
の
親
し
み
を
記
す

と
い
う
よ
う
に
、
清
少
納
言
は
場
に
よ
っ
て
二
つ
の
規
範
を
使
い
分
け
て
い
た(7)。

次
は
紫
式
部
で
あ
る
。
彼
女
は
⽝
源
氏
物
語
⽞
の
中
で
次
の
よ
う
に
規
範
へ
の
抵
触
を
回
避
し
て
い
る
。

博
士
の
人
々
は
、
四
韻
、
た
だ
の
人
は
、
お
と
ど
を
始
め
た
て
ま
つ
り
て
、
絶
句
つ
く
り
給
ふ
。
興
あ
る
題
の
文
字
え
り

て
、
文
章
博
士
、
た
て
ま
つ
る
。
(中
略
)お
ぼ
え
、
心
こ
と
な
る
博
士
な
り
け
り
。
か
か
る
た
か
き
家
に
生
ま
れ
給
ひ
て
、

世
界
の
榮
花
に
の
み
た
は
ぶ
れ
給
ふ
べ
き
御
身
を
も
ち
て
、
窓
の
螢
を
む
つ
び
、
枝
の
雪
を
馴
ら
し
給
ふ
心
ざ
し
の
、
す
ぐ

れ
た
る
由
を
、
よ
ろ
づ
の
事
に
よ
そ
へ
な
ず
ら
へ
て
、
心
々
に
作
り
集
め
た
る
、
句
ご
と
に
お
も
し
ろ
く
、⽛
唐
土
に
も
、

も
て
渡
り
傳
へ
ま
ほ
し
げ
な
る
、
世
の
文
ど
も
な
り
⽜
と
な
ん
、
そ
の
頃
、
世
に
愛
で
ゆ
す
り
け
る
。
お
と
ど
の
御
は
さ
ら

な
り
。
親
め
き
、
あ
は
れ
な
る
事
さ
へ
す
ぐ
れ
た
る
を
、
涙
お
と
し
て
、
誦
し
さ
わ
ぎ
し
か
ど
、⽛
女
の
、
え
知
ら
ぬ
こ
と

ま
ね
ぶ
は
、
憎
き
こ
と
を
⽜
と
、
う
た
て
あ
れ
ば
、
漏
ら
し
つ
。

(⽝
源
氏
物
語
⽞⽛
少
女
⽜
③
二
六
・
二
七
頁
)

夕
霧
に
字
を
つ
け
る
儀
式
の
後
、
光
源
氏
主
催
で
詩
会
が
催
さ
れ
る
。
特
に
博
士
の
作
は
す
ば
ら
し
く
、
世
に
賞
賛
さ
れ
た
。

ま
た
光
源
氏
自
身
の
作
も
、
人
々
が
涙
し
て
口
に
の
ぼ
せ
る
ほ
ど
流
行
し
た
と
い
う
。
だ
が
そ
の
具
体
的
な
詩
句
を
、
物
語
は
記

し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
は
、
例
え
ば
場
面
が
冗
漫
に
な
っ
て
し
ま
う
な
ど
と
い
っ
た
、
物
語
創
作
上
の
都
合
も
あ
ろ
う
。
だ
が
お
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そ
ら
く
大
き
な
理
由
は
、
も
し
も
漢
詩
句
を
記
し
た
場
合
、
現
実
に
は
そ
れ
は
女
性
で
あ
る
作
者
の
作
な
の
で
、⽛
女
性
は
詩
作

を
し
な
い
⽜
と
い
う
規
範
に
間
接
的
な
が
ら
抵
触
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う(8)。
そ
こ
で
作
者
は
語
り
手
の
女
房
を
登
場

さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
女
房
が
、⽛
女
の
、
え
知
ら
ぬ
こ
と
ま
ね
ぶ
は
、
憎
き
こ
と
を
⽜
と
い
う
社
会
通
念
に
従
っ
て
自
粛
し
た

こ
と
に
し
て
、
問
題
を
回
避
し
て
い
る
。⽝
源
氏
物
語
⽞
は
虚
構
で
あ
り
語
り
手
も
架
空
の
人
物
な
の
で
、
傍
線
部
の
草
子
地
を

即
座
に
作
者
の
考
え
方
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
作
者
は
⽛
女
性
と
漢
詩
文
の
親
疎
に
お
け
る
二
重
規
範

の
板
挟
み
に
な
っ
た
女
房
⽜
で
あ
る
語
り
手
を
意
図
的
に
造
型
し
、
そ
の
個
性
に
語
ら
せ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
作
者
は
、
守
旧
派
に
遵
ず
る
語
り
手
を
隠
れ
蓑
に
し
て
、
自
ら
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
条
朝
に
お
い
て
女
性
と
漢
詩
文
素
養
に
つ
い
て
二
重
の
規
範
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
同
時
代
の
文
学
作
品
か

ら
も
検
証
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
詩
文
に
対
し
、
女
は
疎
遠
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
だ
が
あ
る
程
度
は
親
密
で
あ
っ
て
よ
い
、

そ
う
し
た
微
妙
な
状
況
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
繊
細
な
対
応
を
生
ん
で
い
た
。
和
泉
式
部
は
規
範
侵
犯
を
ス
リ
リ
ン
グ
な
冗
談
と
し
て

恋
に
利
用
し
、
清
少
納
言
は
場
に
よ
っ
て
親
疎
の
態
度
を
使
い
分
け
、⽝
源
氏
物
語
⽞
作
者
の
紫
式
部
は
語
り
手
に
か
こ
つ
け
て

規
範
侵
犯
を
回
避
し
た
。
漢
詩
文
素
養
に
お
け
る
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
の
二
重
規
範
は
一
条
朝
に
お
い
て
ご
く
一
般
的
で
あ
り
、

女
性
た
ち
は
日
常
的
に
そ
れ
を
こ
な
し
て
い
た
と
考
え
る
。

二

清
少
納
言
批
判
ᴷ
ᴷ
男
女
別
の
否
定
と
規
準
の
転
換

で
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
状
況
の
も
と
で
⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
は
何
を
ど
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
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を
詳
細
に
読
ん
で
ゆ
き
た
い
。
な
お
以
下
の
⽝
紫
式
部
日
記
⽞
記
事
に
付
し
た
ロ
ー
マ
数
字
は
、
本
稿
冒
頭
で
漢
詩
文
素
養
関
係

記
述
と
し
て
掲
げ
た
六
箇
所
の
数
字
に
対
応
し
て
い
る
。

Ⅰ

清
少
納
言
こ
そ
、
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
。
さ
ば
か
り
さ
か
し
だ
ち
、
真
名
書
き
散
ら
し
て
侍
る
ほ
ど
も
、

よ
く
見
れ
ば
、
ま
だ
い
と
足
ら
ぬ
こ
と
多
か
り
。
か
く
、
人
に
異
な
ら
む
と
思
ひ
好
め
る
人
は
、
必
ず
見
劣
り
し
、
行
末
う

た
て
の
み
侍
る
は
。
艶
に
な
り
ぬ
る
人
は
、
い
と
す
ご
う
す
ず
ろ
な
る
折
も
、
も
の
の
あ
は
れ
に
す
す
み
、
を
か
し
き
こ
と

も
見
過
ぐ
さ
ぬ
ほ
ど
に
、
お
の
づ
か
ら
、
さ
る
ま
じ
く
あ
だ
な
る
さ
ま
に
も
な
る
に
侍
る
べ
し
。
そ
の
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
人

の
果
て
、
い
か
で
か
は
よ
く
侍
ら
む
。

(⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
一
二
六
頁
)

こ
の
清
少
納
言
批
判
は
、
従
来
、
清
少
納
言
へ
の
対
抗
心
や
羨
望
な
ど
紫
式
部
の
心
情
の
面
で
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た(9)。

確
か
に
そ
の
視
点
も
有
効
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
本
稿
で
は
心
情
で
は
な
く
、
紫
式
部
が
清
少
納
言
を
批
判
す
る
論
理
の
方
に
注
目

し
た
い
。
そ
れ
は
そ
の
論
理
が
、
こ
の
箇
所
の
み
な
ら
ず
消
息
体
の
漢
詩
文
素
養
関
係
記
述
全
体
を
貫
く
、
軸
と
も
い
う
べ
き
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
傍
線
部
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。
清
少
納
言
は
い
か
に
も
才
知
あ
り
げ
に
漢

才
を
披
露
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
程
度
不
足
の
点
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
人
と
違
っ
て
い
た
い
と
ば
か
り
考
え
る
女
房
は
、

一
旦
は
目
立
っ
た
と
し
て
も
や
が
て
必
ず
評
価
が
下
が
る
も
の
な
の
で
、
将
来
は
望
み
薄
で
し
か
な
い
。
こ
こ
に
⽛
女
⽜
と
い
う

語
が
現
れ
な
い
こ
と
に
、
ま
ず
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
前
項
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
、
女
性
は
漢
詩
文
に
対
し
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て
複
雑
な
位
置
取
り
を
す
る
こ
と
が
社
会
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
女
性
に
偏
っ
た
も
の
で
あ
り
、
男
性
に
は
課
せ
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
規
範
の
要
請
に
、
紫
式
部
自
身
も
⽝
源
氏
物
語
⽞
内
で
は
応
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
紫
式
部

は
性
別
と
い
う
変
数
を
全
く
抜
き
に
し
て
話
を
進
め
て
い
る
。
で
は
、
紫
式
部
は
何
を
も
っ
て
清
少
納
言
批
判
の
拠
り
所
と
し
て

い
る
か
。
そ
れ
は
学
識
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
紫
式
部
が
、
清
少
納
言
の
⽛
さ
ば
か
り
さ
か
し
だ
ち
、
真
名
書
き
ち
ら
し
て

は
べ
る
⽜
素
養
に
つ
い
て
⽛
よ
く
見
れ
ば
、
ま
だ
い
と
足
ら
ぬ
こ
と
お
ほ
か
り
⽜
と
、
言
下
に
そ
の
内
容
不
足
を
指
摘
し
、
そ
の

こ
と
を
明
ら
か
に
清
少
納
言
の
欠
点
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。

だ
が
清
少
納
言
自
身
を
始
め
と
す
る
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
の
指
摘
は
必
ず
し
も
当
を
得
て
は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
前
項
の
よ
う
に
、
清
少
納
言
の
漢
才
は
同
時
代
の
社
会
か
ら
十
分
に
実
力
と
し
て
認
め
ら
れ
、
む
し
ろ
賞
賛
さ
れ
て
い
た
。

で
は
、
そ
う
し
た
清
少
納
言
の
能
力
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
Ⅰ
は
彼
女
を
⽛
人
に
異
な
ら
む
と
思
ひ

好
め
る
人
⽜
と
言
っ
て
い
る
。
清
少
納
言
が
漢
詩
文
素
養
に
よ
っ
て
人
と
の
違
い
を
見
せ
つ
け
賞
賛
さ
れ
た
例
は
、⽝
枕
草
子
⽞

に
い
く
つ
も
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
よ
く
知
ら
れ
る
次
の
章
段
で
あ
る
。

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
、
炭
櫃
に
火
お
こ
し
て
、
物
語
な
ど
し
て
あ
つ
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ

に
、⽛
少
納
言
よ
。
香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
⽜
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
上
げ
さ
せ
て
、
御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ
ば
、
笑

は
せ
た
ま
ふ
。
人
々
も
⽛
さ
る
事
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ
へ
う
た
へ
ど
、
思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
な
ほ
こ
の
宮
の
人
に
は

さ
べ
き
な
め
り
⽜
と
言
ふ
。

(⽝
枕
草
子
⽞⽛
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
⽜
四
三
三
・
四
三
四
頁
)
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定
子
の
⽛
香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
⽜
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
、
そ
の
典
拠
で
あ
る
白
居
易
の
詩(10
)に
⽛
香
炉
峰
雪
撥
簾
看
⽜

と
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
清
少
納
言
が
御
簾
を
あ
げ
て
定
子
に
外
の
雪
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
定
子
は
喜
び
同
僚
女
房
た
ち
が
清
少

納
言
を
賞
賛
し
た
と
い
う
。

こ
の
段
で
、
清
少
納
言
は
何
を
披
瀝
し
て
定
子
か
ら
認
め
ら
れ
、
同
僚
か
ら
も
賞
賛
さ
れ
た
の
か
。
傍
線
部
の
よ
う
に
、
問
題

の
詩
句
自
体
は
同
僚
た
ち
が
⽛
さ
る
事
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ
へ
う
た
⽜
っ
て
い
る
と
い
う
周
知
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
清
少
納
言
は
知
識
で
賞
賛
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
定
子
は
雪
が
見
た
か
っ
た
。
だ
が
そ
の
こ
と
を
わ
ざ
と

詩
句
を
借
り
て
表
現
し
、
清
少
納
言
に
自
ら
の
意
志
が
届
く
か
試
し
た
。
清
少
納
言
は
そ
れ
に
応
え
て
評
価
さ
れ
た
。
つ
ま
り
清

少
納
言
は
、
定
子
の
意
を
汲
ん
だ
こ
と
で
賞
賛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
こ
の
段
の
二
人
に
と
っ
て
漢
詩
文
素
養
と
は
、
本
来

な
ら
⽛
雪
が
見
た
い
⽜⽛
な
ら
ば
簾
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
⽜
と
い
う
だ
け
の
や
り
と
り
に
知
的
面
白
さ
を
加
味
す
る
工
夫
、
つ
ま
り

趣
向
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
こ
の
意
識
の
も
と
に
、
い
か
に
そ
の
趣
向
を
成
立
さ
せ
る
か
、
洗
練
さ
せ
る
か
に
心
を
砕
い
た
。
定

子
は
そ
れ
を
よ
し
と
し
て
笑
い
、
同
僚
た
ち
は
定
子
後
宮
に
於
い
て
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
褒
め
た
。
こ
の
よ
う
に
定
子
後
宮
に
は
、

漢
詩
文
素
養
は
日
常
会
話
を
知
的
に
上
質
化
す
る
趣
向
だ
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
っ
た(11
)。

前
述
の
よ
う
に
、
一
条
朝
で
は
漢
詩
文
が
貴
族
の
間
で
遊
興
と
し
て
流
行
し
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
漢
詩
文
素
養

を
知
的
お
洒
落
と
し
て
日
常
の
場
面
に
活
用
す
る
態
度
が
女
性
の
側
で
も
顕
著
に
な
っ
た
。
定
子
や
そ
の
女
房
た
ち
、
な
か
で
も

清
少
納
言
は
そ
の
典
型
な
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
清
少
納
言
を
、
紫
式
部
は
批
判
す
る
。
紫
式
部
は
、
漢
詩
文
素
養
を
趣

向
の
具
と
は
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

紫
式
部
は
清
少
納
言
を
⽛
ま
だ
い
と
足
ら
ぬ
こ
と
お
ほ
か
り
⽜
と
言
う
。
ど
こ
が
不
足
な
の
か
。
そ
れ
は
漢
詩
文
に
つ
い
て
の
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正
し
い
知
識
に
基
づ
い
た
深
い
理
解
で
あ
り
、
言
い
変
え
れ
ば
学
識
で
あ
る
。
下
定
雅
弘
氏
に
よ
れ
ば
、
白
居
易
は
本
詩
を
詠
ん

だ
元
和
十
二
(八
一
七
)年
、
江
州
に
左
遷
さ
れ
て
閑
職
に
倦
ん
で
い
た
。
香
炉
峰
を
詠
ん
だ
詩
に
も
折
に
触
れ
そ
の
寂
し
さ
が
顔

を
覗
か
せ
て
お
り
、
特
に
本
詩
は
⽛
た
し
か
に
廬
山
閑
居
の
快
い
気
分
を
詠
じ
た
も
の
だ
が
、
白
居
易
の
魂
が
、
ど
れ
ほ
ど
深
く

長
安
に
根
づ
い
て
い
る
か
を
示
す
好
例
で
も
あ
る(12
)⽜
と
い
う
。
暖
か
い
部
屋
に
い
て
美
し
い
雪
景
色
が
見
た
い
と
い
う
風
流
は
う

わ
べ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
詩
の
真
情
は
、
官
吏
と
し
て
世
を
兼
済
す
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
確
か
に
、

定
子
や
清
少
納
言
の
理
解
は
字
面
だ
け
に
つ
い
て
の
⽛
い
と
足
ら
ぬ
⽜
浅
薄
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
本
稿
は
、⽝
枕
草

子
⽞
の
本
段
に
書
か
れ
る
こ
の
特
定
の
事
実
が
紫
式
部
の
清
少
納
言
批
判
の
理
由
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
本
段
は
清
少
納
言
を

始
め
定
子
後
宮
が
皮
相
的
な
素
養
を
知
的
飾
り
と
し
て
い
た
こ
と
の
典
型
例
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
紫
式
部
は
、
清
少
納
言
の
漢
詩

文
素
養
に
通
底
す
る
こ
う
し
た
皮
相
性
を
素
養
不
足
と
見
な
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

Ⅰ
か
ら
は
、
素
養
に
は
男
女
の
別
は
無
関
係
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
、
趣
向
か
ら
学
識
へ
と
漢
詩
文
の
規
準
を
修
正
し
よ
う

と
す
る
紫
式
部
の
主
張
が
見
て
取
れ
る
。

三

自
己
抑
制

前
項
の
清
少
納
言
批
判
に
次
い
で
現
れ
る
の
が
、
紫
式
部
自
身
が
家
の
女
房
か
ら
陰
口
を
言
わ
れ
た
体
験
を
記
す
次
の
箇
所
で

あ
る
。
な
お
福
家
俊
幸
氏
は
、
清
少
納
言
を
含
む
い
わ
ゆ
る
三
才
女
批
評
と
そ
の
後
の
自
身
に
つ
い
て
の
話
題
に
は
連
続
性
が
あ

り
⽛
自
己
の
功
を
吹
聴
す
る
清
少
納
言
と
、
反
対
に
謙
遜
す
る
自
ら
を
対
置
⽜
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り(13
)、
首
肯
す
べ
き
と
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考
え
る
。

Ⅱ

女
房
集
ま
り
て
、⽛Ａ
御
前
は
か
く
お
は
す
れ
ば
、
御
さ
い
は
ひ
は
少
な
き
な
り
。
な
で
ふ
女
が
真
名
書
は
読
む
。
昔
は

経
読
む
を
だ
に
人
は
制
し
き
⽜
と
、
し
り
う
ご
ち
言
ふ
を
聞
き
侍
る
に
も
、Ｂ
物
忌
み
け
る
人
の
、
行
く
末
い
の
ち
長
か
め
る

よ
し
ど
も
見
え
ぬ
た
め
し
な
り
と
、
言
は
ま
ほ
し
く
侍
れ
ど
、
思
ひ
隈
無
き
や
う
な
り
。
こ
と
は
た
さ
も
あ
り
。

(⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
一
二
八
頁
)

女
性
が
漢
籍
を
読
む
こ
と
が
⽛
御
さ
い
は
ひ
は
少
な
き
⽜
つ
ま
り
不
運
に
帰
結
す
る
と
い
う
傍
線
部
Ａ
は
、
女
性
は
女
性
で
あ

る
が
ゆ
え
に
漢
詩
文
素
養
と
は
疎
遠
で
あ
る
べ
き
と
い
う
規
範
に
立
脚
す
る
が
、
や
や
極
端
な
物
言
い
で
あ
る
。
女
房
が
主
人
紫

式
部
を
不
運
と
見
た
の
は
、
お
そ
ら
く
彼
女
の
夫
の
藤
原
宣
孝
が
結
婚
後
数
年
で
彼
女
と
娘
賢
子
を
お
い
て
死
亡
し
た
こ
と
に
よ

る
。
有
体
に
言
え
ば
、
こ
の
女
房
は
⽛
漢
籍
な
ど
読
む
か
ら
夫
に
死
な
れ
る
の
だ
⽜
と
言
っ
た
こ
と
に
な
る
。

前
述
の
と
お
り
、
こ
の
時
代
一
般
に
、
漢
詩
文
素
養
と
女
性
と
は
基
本
的
に
疎
遠
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

漢
詩
文
素
養
を
持
つ
こ
と
は
女
性
ら
し
さ
を
多
少
と
も
失
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
こ
か
ら
漢
詩
文
素
養
の
あ
る
女
性
は
縁
遠
い

と
か
夫
に
離
縁
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
風
評
が
発
生
す
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然
に
想
像
が
つ
く(14
)。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
夫
に
死
別

さ
れ
る
こ
と
と
は
全
く
別
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
言
葉
は
、
無
根
拠
で
非
論
理
的
な
俗
信
と
言
え
る
。

紫
式
部
は
こ
れ
を
、
傍
線
部
Ｂ
の
よ
う
に
⽛
縁
起
か
つ
ぎ
が
長
生
き
し
た
た
め
し
は
な
い
⽜
と
一
蹴
し
て
い
る
。
つ
ま
り
漢
詩

文
素
養
に
関
す
る
有
意
な
言
及
で
は
な
い
と
否
定
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
口
に
は
出
さ
な
い
。
理
由
は
一
つ
に
は
⽛
言
は
ま
ほ
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し
く
は
べ
れ
ど
、
思
ひ
隈
無
き
や
う
な
り
⽜
と
あ
る
よ
う
に
女
房
へ
の
配
慮
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
に
は
⽛
こ
と
は
た
さ

も
あ
り
⽜
実
際
死
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
し
、
と
い
う
結
果
容
認
で
あ
っ
た
。
死
別
が
漢
詩
文
素
養
を
理
由
と
し
な
い
こ
と
は
自
明

な
の
に
、
あ
た
か
も
女
房
の
言
い
分
自
体
を
認
め
る
か
の
ご
と
く
、
紫
式
部
は
引
き
下
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
紫
式
部
か
ら
は
二
つ
の
姿
勢
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
漢
詩
文
素
養
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
女
性
と
を
分
断
す

る
理
不
尽
な
俗
信
を
笑
殺
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
無
配
慮
な
言
動
や
諍
い
を
慎
む
と
い
う

姿
勢
で
あ
る
。
紫
式
部
は
、
表
立
っ
て
は
後
者
を
優
先
し
た
。
前
者
は
自
分
の
胸
に
抱
き
つ
つ
、
そ
れ
を
表
出
す
る
こ
と
は
自
制

し
た
の
で
あ
る(15
)。
こ
う
し
て
漢
詩
文
素
養
に
関
す
る
言
及
は
、
消
息
体
の
以
後
の
部
分
で
展
開
さ
れ
る
、
意
思
や
能
力
の
表
出
を

人
間
関
係
に
置
い
て
ど
う
制
御
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
論
に
回
収
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
紫
式
部
が
同
僚
達
か
ら
の
偏
見
を
⽛
お

い
ら
か
⽜
な
外
見
に
よ
っ
て
払
拭
し
た
こ
と
、⽛
お
い
ら
か
⽜
を
自
分
の
本
性
に
し
よ
う
と
陶
冶
し
た
こ
と
、
そ
の
結
果
彰
子
の

評
価
を
勝
ち
得
た
こ
と(16
)な
ど
が
記
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
の
文
脈
に
お
い
て
Ⅱ
の
家
の
女
房
の
言
葉
は
、
ま
ず
は
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
漢
詩
文
へ
の
親
疎
は
性
別
に
依
ら
な
い
と
い
う
自
ら
の
信
念
を
示
す
。
次
に
は
そ
の
信
念
を
人
間
関
係
の
中
で
こ
と
さ
ら

に
主
張
し
な
い
、
抑
制
的
で
思
慮
深
い
自
分
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
題
を
自
己
主
張
と
人
間
関
係
の
在
り
方
と
い
う
方
向
に

膨
ら
ま
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
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四

漢
詩
文
素
養
の
あ
る
べ
き
用
い
方

人
間
関
係
の
在
り
方
へ
の
論
は
、
不
愉
快
な
相
手
に
対
し
て
も
心
中
を
⽛
も
て
隠
し
、
う
は
べ
は
な
だ
ら
か
⽜
で
あ
れ
と
の
結

論
を
導
い
て
終
わ
り
、
次
い
で
漢
詩
文
関
係
の
記
事
が
立
て
続
け
に
記
さ
れ
る
。

Ⅲ

う
ち
の
上
の
、
源
氏
の
物
語
人
に
読
ま
せ
給
ひ
つ
つ
聞
こ
し
め
し
け
る
に
、⽛
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
給
ふ
べ

け
れ
。
ま
こ
と
に
才
あ
る
べ
し
⽜
と
、
の
た
ま
は
せ
け
る
を
、
(引
用
者
注
・
内
裏
女
房
左
衛
門
の
内
侍
は
)ふ
と
推
し
は
か
り

に
、⽛
い
み
じ
う
な
む
才
が
あ
る
⽜
と
、
殿
上
人
な
ど
に
言
ひ
ち
ら
し
て
、⽛
日
本
紀
の
御
局
⽜
と
ぞ
つ
け
た
り
け
る
、
い
と

を
か
し
く
ぞ
侍
る
。
こ
の
古
里
の
女
の
前
に
て
だ
に
つ
つ
み
侍
る
も
の
を
、
さ
る
所
に
て
才
さ
か
し
出
で
侍
ら
む
よ
。

(⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
一
三
四
・
一
三
五
頁
)

こ
の
箇
所
は
、
ま
ず
一
条
天
皇
が
⽝
源
氏
物
語
⽞
と
お
ぼ
し
き
⽝
源
氏
の
物
語
⽞
を
読
ん
で
作
者
の
漢
詩
文
素
養
を
高
く
評
価

し
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
内
裏
女
房
が
紫
式
部
に
⽛
日
本
紀
の
御
局
⽜
と
あ
だ
名
を
付
け
た
こ
と
を
言
う
。
吉
井
美
弥
子
氏
は

⽛
当
時
、
物
語
は
婦
女
子
の
読
み
物
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
が
⽝
紫
式
部
日
記
⽞
を
見
る
限
り
、
む
し
ろ
あ
き
ら
か
に
積
極
的
な

⽝
源
氏
物
語
⽞
読
者
と
し
て
は
、
当
代
を
代
表
す
る
男
性
た
ち
の
姿
が
強
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
⽜
と
鋭
く
指
摘(17
)さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
そ
れ
を
紫
式
部
自
身
に
よ
る
⽝
源
氏
物
語
⽞
へ
の
権
威
づ
け
と
考
え
る
が
、
中
で
も
こ
の
一
条
天
皇
の
評
言
は
そ
の
最
た
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る
も
の
と
言
え
よ
う
。
国
家
の
君
主
で
あ
る
天
皇
が
、⽝
源
氏
の
物
語
⽞
作
者
に
つ
い
て
、
日
本
の
正
史
を
持
ち
出
し
て
ま
で
そ

の
⽛
才
⽜
を
褒
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
天
皇
自
身
が
ど
こ
ま
で
本
気
で
こ
れ
を
口
に
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も

こ
れ
に
よ
っ
て
⽝
源
氏
の
物
語
⽞
は
、
当
時
文
芸
と
し
て
は
最
下
層
に
位
置
し
た
⽛
物
語
⽜
で
あ
り
な
が
ら
、
正
史
の
属
す
る
公

的
な
漢
学
の
世
界
に
近
い
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
一
条
天
皇
の
言
葉
を
聞
い
た
内
裏
女
房
が
紫
式
部
に
つ
け
た
⽛
日
本
紀
の
御
局
⽜
と
い
う
あ
だ
名
を
、
筆
者
は
⽛
日
本

紀
講
筵
の
講
師
役
女
房
⽜
の
意
味
と
解
し
て
い
る(18
)。
こ
れ
に
紫
式
部
は
⽛
さ
る
所
に
て
才
さ
か
し
出
で
侍
ら
む
よ
⽜
と
反
駁
し
、

公
的
な
場
で
の
披
露
は
⽛
さ
か
し
出
で
⽜
つ
ま
り
ひ
け
ら
か
し
に
あ
た
る
か
ら
控
え
る
と
い
う
認
識
を
見
せ
て
い
る
。
そ
れ
で
は

紫
式
部
が
⽝
源
氏
物
語
⽞
に
お
い
て
一
条
天
皇
に
も
看
破
さ
れ
た
よ
う
な
漢
才
を
披
露
し
て
い
る
こ
と
を
、
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
か
つ
て
⽛
表
現
主
体
と
し
て
物
語
中
に
漢
文
素
養
を
盛
り
込
む
こ
と
は
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
読
者
に

素
養
を
披
露
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
紛
れ
も
な
い
⽛
ひ
け
ら
か
し
⽜
と
言
え
る(19
)⽜
と
考
え
た
。
だ
が
Ⅲ
の
文
面
に
よ
る
限
り
、

紫
式
部
は
そ
う
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

先
に
も
見
た
よ
う
に
、
清
少
納
言
の
よ
う
な
女
房
に
と
っ
て
は
現
実
の
宮
廷
社
会
こ
そ
が
自
分
の
漢
詩
文
素
養
を
発
揮
す
る
場

で
あ
っ
た
。
一
方
こ
れ
も
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
詩
文
作
品
や
故
事
を
典
拠
に
和
歌
や
和
文
を
作
る
こ
と
は
、
男
女
を
問
わ

ず
広
く
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
。
紫
式
部
は
、
前
者
を
⽛
ひ
け
ら
か
し
⽜
と
戒
め
、
後
者
を
こ
そ
自
分
の
素
養
発
揮
の
場
と
決

め
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
前
項
で
見
た
よ
う
に
、⽝
源
氏
物
語
⽞
中
で
あ
れ
詩
句
そ
の
も
の
を
具
体
的
に
記
す
こ
と
は
よ
く

な
い
の
で
、
し
な
い
。
だ
が
史
記
の
故
事
や
白
詩
の
発
想
、
表
現
な
ど
漢
詩
文
由
来
の
要
素
を
⽝
源
氏
物
語
⽞
に
ふ
ん
だ
ん
に
盛

り
込
む
こ
と
は
、
し
て
よ
い
。⽝
源
氏
物
語
⽞
の
本
文
と
⽝
紫
式
部
日
記
⽞
の
記
述
か
ら
帰
納
す
れ
ば
、
紫
式
部
は
そ
の
よ
う
に
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決
め
そ
れ
に
従
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

こ
の
態
度
は
少
な
く
と
も
見
か
け
上
、
紫
式
部
を
守
旧
派
的
女
性
の
範
疇
に
置
く
。
だ
が
彼
女
が
性
差
を
根
拠
に
こ
う
し
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
Ⅰ
の
清
少
納
言
批
評
、
Ⅱ
の
俗
信
の
分
析
で
既
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
紫
式
部
の
論
理
に
よ
れ

ば
、
彼
女
は
あ
く
ま
で
、
人
間
関
係
の
現
場
に
お
い
て
漢
詩
文
素
養
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
は
し
な
い
。
他
方
、
人
前
で
は
な
く
文

芸
の
中
で
漢
才
を
見
せ
る
こ
と
は
、
男
女
を
問
わ
ず
⽛
才
さ
か
し
出
で
⽜
に
は
当
た
ら
な
い
。
自
ら
そ
う
基
準
を
定
め
て
そ
れ
に

従
っ
て
い
る
か
ら
、
天
皇
か
ら
⽝
源
氏
の
物
語
⽞
中
の
素
養
を
指
摘
さ
れ
て
も
、
紫
式
部
は
悪
び
れ
ず
、
む
し
ろ
自
ら
の
素
養
を

認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
Ⅲ
は
、
天
皇
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
作
⽝
源
氏
の
物
語
⽞
の
漢
詩
文
素
養
の
正
統
性
を
示
し
、
ま
た
自
分
の
漢
詩
文
素

養
表
出
の
場
は
作
品
の
中
で
あ
り
、
公
的
な
場
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
続
く
Ⅳ
で
は
、
天
皇
に
評
価
さ
れ
た
自
ら

の
学
識
の
基
盤
を
明
か
し
て
い
る
。

Ⅳ

こ
の
式
部
の
丞
と
い
ふ
人
の
、
童
に
て
書
読
み
侍
り
し
時
、
聞
き
な
ら
ひ
つ
つ
、
か
の
人
は
遅
う
読
み
と
り
、
忘
る
る

と
こ
ろ
を
も
、
あ
や
し
き
ま
で
ぞ
さ
と
く
侍
り
し
か
ば
、
書
に
心
入
れ
た
る
親
は
、⽛
口
惜
し
う
。
男
子
に
て
持
た
ら
ぬ
こ

そ
、
幸
ひ
な
か
り
け
れ
⽜
と
ぞ
、
つ
ね
に
嘆
か
れ
侍
り
し
。

(⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
一
三
五
頁
)

家
で
漢
学
を
学
習
す
る
兄
弟
の
声
、
そ
れ
が
紫
式
部
の
漢
学
素
養
の
源
泉
だ
っ
た
。
彼
女
は
兄
弟
よ
り
明
晰
で
、
父
は
そ
れ
を

残
念
が
っ
た
と
い
う(20
)。
父
は
⽛
書
に
心
入
れ
た
る
親
⽜
で
、
男
性
で
あ
る
兄
弟
に
は
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
兄
弟
の
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学
習
内
容
は
、
幼
学
で
あ
れ
父
の
意
に
適
う
正
統
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
紫
式
部
は
そ
れ
を
日
常
的
に
聞
い
て
い
た
と
い
う
。

ま
た
、
父
の
慨
嘆
⽛
口
惜
し
う
、
男
子
に
て
も
た
ら
ぬ
こ
そ
幸
ひ
な
か
り
け
れ
⽜
は
、
裏
返
し
な
が
ら
⽛
も
し
男
子
な
ら
ば
父
に

幸
運
を
も
た
ら
し
た
程
の
優
秀
さ
だ
っ
た
⽜
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
章
生
出
身
の
父
が
言
う
⽛
幸
ひ
⽜
と
は
、
お
そ
ら
く
息
子

が
父
と
同
じ
道
に
進
み
漢
詩
文
素
養
に
よ
っ
て
朝
廷
に
貢
献
し
出
世
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
紫
式
部
の
漢
詩

文
素
養
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
学
習
の
源
泉
と
方
向
性
に
お
い
て
は
、
文
章
道
を
志
す
男
子
と
同
等
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

父
が
⽛
つ
ね
に
⽜
嘆
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
の
耳
学
習
が
短
期
間
で
は
打
ち
切
ら
れ
ず
、
一
定
程
度
継
続
し
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
き
て
、
紫
式
部
の
主
張
は
よ
う
や
く
輪
郭
を
露
わ
に
す
る
。
漢
詩
文
素
養
に
つ
い
て
紫
式
部
が
否
を
唱
え
る
の
は
、

性
別
を
理
由
に
制
限
を
設
け
る
考
え
、
遊
興
的
態
度
、
宮
廷
な
ど
現
実
の
場
で
の
ひ
け
ら
か
し
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
是
と
す
る
か

ま
た
は
自
ら
の
事
実
と
し
て
示
す
の
は
、
十
分
な
学
識
、
文
芸
作
品
内
に
限
っ
て
の
披
歴
、
儒
者
と
同
じ
学
問
基
盤
で
あ
る
。

⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
の
漢
詩
文
素
養
に
関
す
る
記
述
は
、
す
べ
て
こ
の
考
え
方
の
上
に
あ
る
と
言
え
る
。

さ
て
、
家
庭
内
で
漢
詩
文
を
享
受
し
て
い
た
紫
式
部
だ
が
、
や
が
て
態
度
を
改
め
た
と
い
う
。

Ⅴ

そ
れ
を
、⽛
男
だ
に
、
才
が
り
ぬ
る
人
は
、
い
か
に
ぞ
や
、
は
な
や
か
な
ら
ず
の
み
侍
る
め
る
よ
⽜
と
、
や
う
や
う
人

の
言
ふ
も
聞
き
と
め
て
後
、⽛
一
⽜
と
い
ふ
文
字
を
だ
に
書
き
わ
た
し
侍
ら
ず
、
い
と
て
づ
つ
に
あ
さ
ま
し
く
侍
り
。

(⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
一
三
五
・
一
三
六
頁
)
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あ
る
人
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
一
と
い
う
字
も
書
か
ぬ
ほ
ど
素
養
を
隠
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

後
に
別
に
詳
し
く
考
え
た
い
。
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、⽛
男
だ
に
云
々
⽜
と
い
う
人
の
言
葉
は
男
性
へ
の
目
配
り
に
基
づ
い
て

お
り
、
言
外
に
⽛
男
以
上
に
女
は
⽜
と
い
う
意
味
を
含
む
と
は
い
え
、
紫
式
部
を
動
か
し
た
の
は
男
女
を
包
括
し
た
論
で
あ
っ
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

こ
う
し
て
紫
式
部
は
漢
籍
を
遠
ざ
け
素
養
を
隠
蔽
し
て
い
た
が
、
思
い
が
け
な
い
機
会
を
得
て
漢
詩
文
素
養
を
発
揮
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
が
消
息
体
の
漢
詩
文
関
係
記
述
の
最
後
の
も
の
で
あ
る
。

Ⅵ

読
み
し
書
な
ど
い
ひ
け
む
も
の
、
目
に
も
と
ど
め
ず
な
り
て
侍
り
し
に
、
い
よ
い
よ
か
か
る
こ
と
聞
き
侍
り
し
か
ば
、

⽛
い
か
に
人
も
伝
へ
聞
き
て
憎
む
ら
む
⽜
と
恥
づ
か
し
さ
に
、
御
Ẓ
風
の
上
に
書
き
た
る
こ
と
を
だ
に
読
ま
ぬ
顔
を
し
侍
り

し
を
、
宮
の
、
御
前
に
て
文
集
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
読
ま
せ
給
ひ
な
ど
し
て
、
さ
る
さ
ま
の
こ
と
知
ろ
し
め
さ
ま
ほ
し
げ
に
お

ぼ
い
た
り
し
か
ば
、
い
と
し
の
び
て
、
人
の
さ
ぶ
ら
は
ぬ
も
の
の
ひ
ま
ひ
ま
に
、
お
と
と
し
の
夏
頃
よ
り
、
楽
府
と
い
ふ
書

二
巻
を
ぞ
、
し
ど
け
な
な
が
ら
教
へ
た
て
き
こ
え
さ
せ
て
侍
る
。
隠
し
侍
り
。
宮
も
し
の
び
さ
せ
給
ひ
し
か
ど
、
殿
も
う
ち

も
け
し
き
を
知
ら
せ
給
ひ
て
、
御
書
ど
も
を
め
で
た
う
書
か
せ
給
ひ
て
ぞ
、
殿
は
奉
ら
せ
給
ふ
。

(⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
一
三
六
頁
)

中
宮
彰
子
が
漢
詩
文
へ
の
興
味
を
示
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
紫
式
部
は
⽝
白
氏
文
集
⽞
の
⽛
新
楽
府
⽜
を
進
講
し
た
と
い
う
。
こ

れ
が
従
来
言
わ
れ
た
よ
う
な
胎
教
で
な
く
、
ま
た
定
子
の
漢
詩
文
素
養
に
対
抗
し
て
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
、
か
つ
て
考
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え
た(21
)。
そ
こ
で
考
察
し
た
こ
と
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

彰
子
は
お
そ
ら
く
、
Ⅲ
の
一
条
天
皇
の
批
評
に
触
発
さ
れ
て
漢
文
に
親
し
む
心
を
起
こ
し
、
紫
式
部
に
そ
れ
を
仄
め
か
し
た
。

そ
の
根
幹
に
一
条
天
皇
の
世
界
を
知
り
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
こ
と
を
察
し
た
紫
式
部
は
、⽝
白
氏
文
集
⽞
の
中
で
も
最
も
一

条
天
皇
の
好
み
に
沿
っ
た
作
品
⽛
新
楽
府
⽜
を
テ
キ
ス
ト
に
選
ん
だ
。⽛
新
楽
府
⽜
は
儒
教
色
が
濃
く
堅
い
作
品
で
、
こ
れ
を
学

ん
で
も
日
常
の
知
的
装
飾
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
彰
子
の
目
的
は
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
の
で
、
学
習
は
二
年
も
の

間
粘
り
強
く
続
い
て
い
る
。
ま
た
道
長
も
一
条
天
皇
の
漢
学
傾
向
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
彰
子
に
漢
籍
を
贈
る
な
ど
し
て
応
援
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彰
子
の
⽛
新
楽
府
⽜
学
習
の
意
味
は
、
一
条
天
皇
の
内
面
を
理
解
し
そ
れ
に
寄
り
添
い
た
い
と
い
う
思
い

に
あ
り
、
紫
式
部
は
そ
の
た
め
に
尽
力
し
た
の
だ
っ
た
。

旧
稿
で
は
こ
の
よ
う
に
彰
子
の
側
か
ら
漢
学
学
習
の
意
味
を
考
え
た
が
、
こ
こ
で
紫
式
部
の
側
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
お
そ
ら
く

紫
式
部
に
と
っ
て
こ
の
進
講
は
、
自
ら
の
漢
学
素
養
を
発
揮
す
る
方
法
と
し
て
は
、⽝
源
氏
物
語
⽞
の
創
作
と
並
ん
で
理
想
的
な

も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
請
わ
れ
て
教
え
る
の
で
あ
り
、
外
部
に
は
隠
し
て
い
る
の
で
、
ひ
け
ら
か
し
に
は
当
た
ら
な
い
。

ま
た
お
の
ず
と
一
部
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
っ
た
が
、
容
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
宮
と
天
皇
と
の
関
係
を
つ
な
ぐ
こ
と
に

資
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
女
房
と
し
て
究
極
の
貢
献
を
果
た
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
女
性
と
漢
詩
文
素
養
と
の
二

重
規
範
の
中
、
素
養
と
の
付
き
合
い
方
を
模
索
し
て
き
た
紫
式
部
だ
が
、
文
芸
創
作
以
外
に
も
漢
文
進
講
と
い
う
形
で
素
養
を
特

技
と
し
て
活
か
し
、
中
宮
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
Ⅵ
が
極
め
て
政
治
的
な
意
味
を
含
む
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。⽛
新
楽
府
⽜
は
、
君
主

と
し
て
の
在
り
方
、
民
の
苦
し
み
、
税
の
理
不
尽
、
制
度
の
諸
矛
盾
な
ど
を
内
容
と
し
た
五
十
首
の
詩
か
ら
成
る
。
こ
れ
を
彰
子
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が
読
む
こ
と
は
、
白
詩
を
通
じ
て
儒
教
的
政
治
観
を
学
ぶ
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
ま
た
ま
一
条
天
皇
が
儒
教
的
政
治
を
理
想
と
し

て
い
た
こ
と
を
直
接
の
動
機
と
し
つ
つ
も
、
こ
こ
に
は
、
儒
教
の
学
識
を
取
り
入
れ
て
自
ら
努
力
と
研
鑽
を
続
け
る
中
宮
彰
子
が

い
る
。
紫
式
部
は
、
彰
子
を
そ
う
し
た
中
宮
へ
と
い
わ
ば
教
導
し
た
こ
と
に
な
る
。
漢
詩
文
素
養
に
つ
い
て
の
⽝
紫
式
部
日
記
⽞

消
息
体
の
主
張
は
、
こ
こ
に
最
も
先
鋭
化
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
趣
向
・
遊
興
と
い
う
生
活
の
具
か
ら
本
来
あ
る
べ
き
学
識

・
政
治
哲
学
へ
と
漢
詩
文
素
養
の
位
置
づ
け
を
正
そ
う
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
一
条
朝
前
期
の
定
子
・
清

少
納
言
・
⽝
枕
草
子
⽞
的
文
化
を
退
け
、
日
記
現
在
の
彰
子
・
紫
式
部
・
⽝
源
氏
物
語
⽞
的
文
化
を
こ
そ
正
統
と
す
る
主
張
で
あ

っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
消
息
体
の
漢
詩
文
素
養
関
係
記
述
の
趣
旨
で
あ
る
と
本
稿
は
考
え
る
。

五

才
が
り
ぬ
る
人

こ
こ
で
、
先
に
措
い
た
Ⅴ
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

Ⅴ

そ
れ
を
、⽛
男
だ
に
、
才
が
り
ぬ
る
人
は
、
い
か
に
ぞ
や
、
は
な
や
か
な
ら
ず
の
み
侍
る
め
る
よ
⽜
と
、
や
う
や
う
人

の
言
ふ
も
聞
き
と
め
て
後
、⽛
一
⽜
と
い
ふ
文
字
を
だ
に
書
き
わ
た
し
侍
ら
ず
、
い
と
て
づ
つ
に
あ
さ
ま
し
く
侍
り
。

(⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
一
三
五
・
一
三
六
頁
)

幼
少
期
に
父
に
嘆
か
れ
た
こ
と
は
、
紫
式
部
に
と
っ
て
漢
詩
文
享
受
を
止
め
る
理
由
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
や
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が
て
、
誰
か
が
言
っ
た
⽛
男
だ
に
、
才
が
り
ぬ
る
人
は
、
い
か
に
ぞ
や
、
は
な
や
か
な
ら
ず
の
み
侍
る
め
る
よ
⽜
と
い
う
一
言
を

聞
い
て
、
紫
式
部
は
素
養
を
ひ
た
隠
し
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。⽛⽛
一
⽜
と
い
ふ
文
字
を
だ
に
書
き
わ
た
し
侍
ら
ず
⽜
と

は
い
か
に
も
極
端
だ
が
、
こ
の
言
葉
は
紫
式
部
を
そ
う
し
た
行
動
に
走
ら
せ
る
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ

ろ
う
か
。

筆
者
は
か
つ
て
、
こ
の
言
葉
の
⽛
男
で
あ
っ
て
も
漢
才
を
ひ
け
ら
か
し
た
人
は
、
な
ぜ
か
出
世
し
な
い
⽜
と
い
う
指
摘
に
は
実

例
が
存
在
し
、
そ
の
こ
と
が
紫
式
部
に
対
し
て
説
得
力
を
持
っ
た
も
の
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
実
例
と
は
、
紫
式
部
の
父
藤
原

為
時
の
よ
う
な
寒
家
の
文
人
で
あ
る
と
想
定
し
た(22
)。
だ
が
、
今
そ
れ
を
改
め
た
い
。⽛
才
が
り
ぬ
る
人
⽜
と
い
う
言
葉
の
語
義
が

⽛
漢
才
を
ひ
け
ら
か
し
た
人
⽜
で
あ
る
こ
と
を
正
し
く
尊
重
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
地
味
な
実
務
家
文
人
た
ち
が
本
務
に
漢
才
を
用

い
た
こ
と
に
、
ひ
け
ら
か
す
と
い
う
言
葉
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
で
は
こ
の
言
葉
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
、
漢
学
素
養
を
必
要
外
に
過
剰

に
披
露
し
た
人
物
で
、
出
自
に
比
し
て
華
々
し
い
栄
達
を
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
男
性
の
実
例
は
あ
る
か
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
人

物
は
実
在
し
た
。
し
か
も
彼
は
、
そ
う
し
た
人
物
と
し
て
衆
人
の
記
憶
に
刻
ま
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
の
彼
と
は
、
定
子
の
兄
藤
原
伊
周
で
あ
る
。
彼
が
並
外
れ
た
漢
詩
文
素
養
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
が
政
治

哲
学
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
典
型
的
な
知
的
装
飾
で
あ
っ
た
こ
と
は
、⽝
本
朝
麗
藻
⽞
等
に
収
め
ら
れ
た
彼
の
作
品
、

ま
た
⽝
枕
草
子
⽞
に
記
さ
れ
た
彼
の
日
常
会
話
や
朗
詠
な
ど
の
在
り
方
に
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
⽝
枕
草
子
⽞
に
は
、
清
涼
殿

に
隠
さ
れ
て
い
た
鶏
が
深
夜
に
大
声
で
鳴
き
、
一
条
天
皇
を
始
め
人
々
が
目
を
覚
ま
し
た
時
に
、
伊
周
が
当
意
即
妙
な
朗
詠
を
行

っ
た
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一条朝における漢詩文素養に関する社会規範と紫式部
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皆
人
起
き
な
ど
し
ぬ
な
り
。
上
も
う
ち
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ひ
て
、⽛
い
か
で
あ
り
つ
る
鶏
ぞ
⽜
な
ど
た
づ
ね
さ
せ
た
ま
ふ

に
、
大
納
言
殿
の
、⽛
声
、
明
王
の
ね
ぶ
り
を
お
ど
ろ
か
す
⽜
と
い
ふ
こ
と
を
、
高
う
う
ち
出
だ
し
た
ま
へ
る
、
め
で
た
う

を
か
し
き
に
、
た
だ
人
の
ね
ぶ
た
か
り
つ
る
目
も
い
と
大
き
に
な
り
ぬ
。⽛
い
み
じ
き
を
り
の
こ
と
か
な
⽜
と
、
上
も
宮
も

興
ぜ
さ
せ
給
ふ
。
な
ほ
、
か
か
る
こ
と
こ
そ
め
で
た
け
れ
。

(⽝
枕
草
子
⽞⽛
大
納
言
殿
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
⽜
四
四
七
頁
)

こ
の
時
伊
周
が
朗
々
と
詠
じ
た
⽛
声
、
明
王
の
ね
ぶ
り
を
お
ど
ろ
か
す
⽜
と
は
、⽝
和
漢
朗
詠
集
⽞
に
も
採
ら
れ
る
都
良
香
の

⽛
漏
刻
策
⽜
の
句
⽛
鶏
人
暁
に
唱
ふ

声
明
王
の
眠
り
を
驚
か
す
⽜
の
後
半
部
で
あ
る
。
題
名
の
と
お
り
良
香
の
詩
は
文
章
得
業

生
の
試
験
問
題
に
答
え
た
対
策
、
す
な
わ
ち
答
案
で
あ
る
。
対
策
で
は
政
に
関
わ
る
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
本

詩
の
場
合
で
も
⽛
鶏
人
⽜
は
時
を
告
げ
る
官
人
の
こ
と
で
あ
り
、
鶏
人
が
正
し
い
時
刻
に
天
子
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
時
刻
が

正
し
く
掌
握
さ
れ
、
政
が
正
常
に
運
ぶ
こ
と
を
陳
べ
る
の
が
本
来
の
意
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
場
面
で
の
伊
周
は
、
詩
句
の
そ

う
し
た
本
来
的
な
意
味
を
全
く
無
視
し
、
む
し
ろ
⽛
鶏
人
⽜
な
ら
ぬ
⽛
鶏
⽜
そ
の
も
の
の
声
で
天
皇
が
起
き
た
と
笑
い
を
取
る
も

の
で
あ
る
。
一
条
天
皇
を
⽛
明
王
⽜
に
重
ね
て
持
ち
上
げ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
天
皇
も
定
子
も
彼
を
称
賛

し
た
と
⽝
枕
草
子
⽞
は
言
っ
て
お
り
、
興
趣
と
し
て
は
朗
詠
は
成
功
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
段
に
描
か
れ
る
彼
の
漢
詩
文
に
対
す

る
認
識
が
、
先
に
同
じ
⽝
枕
草
子
⽞
の
⽛
香
炉
峰
の
雪
⽜
の
段
に
見
て
取
れ
た
定
子
や
清
少
納
言
の
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
を
確
認

し
た
い
。
そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
漢
詩
文
素
養
を
発
揮
す
る
こ
と
は
日
常
会
話
を
知
的
に
上
質
化
す
る
趣
向
で
あ
り
、
そ
の
本

質
は
遊
興
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

彼
は
こ
う
し
た
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
自
ら
の
漢
詩
文
素
養
を
惜
し
み
な
く
誇
示
し
た
。
だ
が
そ
れ
に
眉
を
顰
め
る
向
き
も
あ
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っ
た
。
例
え
ば
寛
弘
五
(一
〇
〇
八
)年
十
二
月
、
彼
が
彰
子
の
産
ん
だ
敦
成
親
王
の
誕
生
百
日
の
儀
で
和
歌
序
を
作
り
献
上
し
た(23
)

こ
と
を
、
藤
原
実
資
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

帥
、
紙
筆
を
乞
ひ
取
り
て
序
題
を
書
く
。
満
座
頗
る
傾
き
奇
し
む
こ
と
有
り
。
帥
丞
相
を
擬
す
る
も
、
何
ぞ
輙
ち
執
筆
せ
ん

や
。
身
に
亦
忌
諱
有
り
。
思
ひ
知
ら
ざ
る
に
似
た
り
。
大
底
心
無
き
か
。

(⽝
小
右
記
⽞
寛
弘
五
年
十
二
月
二
十
日
)

⽛
帥
⽜
と
呼
ば
れ
る
の
が
伊
周
で
あ
る
。
実
資
は
、
伊
周
が
序
題
を
書
い
た
こ
と
に
、
そ
の
場
に
い
た
全
員
が
首
を
か
し
げ
た

と
い
う
。
理
由
は
伊
周
の
身
の
⽛
忌
諱
⽜、
す
な
わ
ち
長
徳
の
政
変
に
よ
っ
て
一
時
朝
廷
か
ら
咎
め
を
受
け
、
こ
の
時
も
ま
だ
完

全
に
は
政
治
的
復
活
を
遂
げ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
憚
り
も
せ
ず
で
し
ゃ
ば
っ
て
序
を
書
い
た
伊
周
を
、
実
資
は
思

慮
に
欠
け
る
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伊
周
は
⽛
才
が
り
ぬ
る
人
⽜
と
し
て
周
知
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
彼
に
つ
い
て
周
知
の
こ
と

と
い
え
ば
、⽝
小
右
記
⽞
で
実
資
の
記
す
よ
う
に
、
長
徳
の
政
変
で
身
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
当
初
、
中
関
白
家
の
嫡

男
と
し
て
出
世
し
、
道
長
を
も
凌
駕
し
た
。
し
か
し
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
長
徳
元
(九
九
五
)年
、
関
白
だ
っ
た
父
藤
原
道
隆
の
死

を
う
け
内
覧
の
職
を
道
長
と
争
っ
て
敗
れ
る
や
、
翌
長
徳
二
(九
九
六
)年
に
は
長
徳
の
政
変
を
引
き
起
こ
し
て
、
内
大
臣
か
ら
大

宰
権
帥
へ
と
降
格
の
う
え
左
遷
さ
れ
た
。
政
変
は
弟
の
隆
家
や
母
方
の
高
階
氏
を
も
巻
き
込
み
、
一
家
は
没
落
し
、
絶
望
し
て
定

子
は
出
家
し
た
。
一
年
後
に
は
都
に
呼
び
戻
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
彼
が
実
質
的
に
は
復
権
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
実
資
の
書

き
ぶ
り
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

一条朝における漢詩文素養に関する社会規範と紫式部
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た
だ
漢
才
を
誇
示
し
て
失
脚
し
た
の
は
、
独
り
伊
周
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
と
と
も
に
失
脚
し
た
高
階
氏(24
)な
ど
に
も
、
同
様

の
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
本
稿
は
⽝
紫
式
部
日
記
⽞
が
Ⅴ
に
僅
か
に
書
き
留
め
る
世
人
の
言
葉
⽛
男
だ
に
、
才
が
り

ぬ
る
人
は
、
い
か
に
ぞ
や
、
は
な
や
か
な
ら
ず
の
み
侍
る
め
る
よ
⽜
は
、
伊
周
や
高
階
氏
な
ど
中
関
白
家
と
そ
の
周
辺
の
人
々
の

事
実
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
紫
式
部
も
同
様
の
認
識
を
以
て
こ
れ
を
聞
い
た
と
憶
測
す
る
。
人
物
名
を
こ
と
さ

ら
に
挙
げ
な
い
こ
と
は
、
実
例
た
ち
が
周
知
で
あ
る
こ
と
と
禍
々
し
い
こ
と
に
依
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
言
葉
の
⽛
男
だ
に

云
々
⽜
と
い
う
表
現
は
言
外
に
⽛
況
や
女
は
⽜
の
意
を
含
む
が
、
当
時
女
性
で
漢
才
を
誇
示
し
た
代
表
は
伊
周
の
母
や
姉
妹
、
つ

ま
り
高
階
氏
と
中
関
白
家
の
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
女
た
ち
は
長
徳
の
政
変
後
六
年
の
間
に
母
と
三
人
の
娘
が
死
亡
、
残
る
一

人
の
姉
妹
も
不
遇
の
人
生
を
送
っ
た
。
男
女
と
も
に
漢
才
を
誇
示
し
、
男
子
た
ち
は
失
脚
、
女
た
ち
は
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
た
の
が
、

高
階
氏
と
中
関
白
家
の
末
路
で
あ
っ
た
。
後
年
⽝
大
鏡
⽞
は
伊
周
に
つ
い
て
⽛
御
才
日
本
に
は
余
ら
せ
給
へ
り
し
か
ば
、
か
か
る

こ
と
(引
用
者
注
・
流
刑
の
禍
)も
お
は
し
ま
す
に
こ
そ
侍
り
し
か
⽜
と
評
し
、
彼
の
母
に
つ
い
て
⽛⽛
女
の
あ
ま
り
に
才
か
し
こ
き

は
、
も
の
悪
し
き
⽜
と
人
の
申
す
な
る
に
、
こ
の
内
侍
、
後
に
は
い
み
じ
う
堕
落
せ
ら
れ
に
し
も
、
そ
の
故
と
こ
そ
は
お
ぼ
え
侍

り
し
か
⽜
と
評
す
る
。
中
関
白
家
の
漢
才
を
災
禍
に
結
び
付
け
る
見
方
を
鮮
明
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。⽝
大
鏡
⽞
は
院
政
期
の

成
立
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
の
種
は
夙
に
囁
か
れ
て
お
り(25
)、⽝
紫
式
部
日
記
⽞
の
人
の
言
葉
は
そ
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

も
し
も
こ
の
憶
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
の
漢
詩
文
素
養
関
係
の
記
述
は
、
さ
き
に
定
子
と
清
少
納

言
を
批
判
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
伊
周
を
も
加
え
た
中
関
白
家
一
家
の
在
り
方
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
っ
ぽ
う
漢

詩
文
素
養
関
係
記
述
の
最
終
部
分
で
あ
る
Ⅵ
の
末
に
は
、
彰
子
の
た
め
に
⽛
新
楽
府
⽜
の
豪
華
本
を
進
上
す
る
道
長
の
姿
が
描
か
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れ
て
い
る
。
こ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、
漢
詩
文
素
養
関
係
の
記
述
は
、
紫
式
部
と
彰
子
の
み
な
ら
ず
道
長
を
も
含
め
た
、
つ
ま
り
道

長
家
の
文
化
的
在
り
方
を
是
と
し
て
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、⽝
紫
式
部
日
記
⽞
の
漢
詩
文
素
養
に
関
わ
る
主
張
は
、

一
条
朝
の
文
化
を
、
そ
の
前
半
期
を
担
っ
た
中
関
白
家
の
も
の
か
ら
現
在
の
道
長
家
の
も
の
へ
と
質
的
に
転
換
さ
せ
よ
う
と
い
う
、

極
め
て
政
治
的
な
主
張
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
基
本
的
に
は
紫
式
部
個
人
の
信
念
を
記
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
こ
に
は
同
時
に
、
現
在
の
政
治
状
況

を
反
映
し
た
、
女
房
と
し
て
の
政
治
意
識
が
見
て
取
れ
る
と
考
え
る
。

文
中
に
引
用
し
た
作
品
お
よ
び
史
料
の
本
文
は
、
次
に
依
っ
た
。

⽝
内
裏
歌
合

天
徳
四
年
⽞
…
新
編
国
歌
大
観

⽝
紫
式
部
日
記
⽞⽝
和
泉
式
部
日
記
⽞
…
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫

⽝
枕
草
子
⽞⽝
源
氏
物
語
⽞⽝
大
鏡
⽞
…
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

⽝
小
右
記
⽞
…
大
日
本
古
記
録

注(
1
)
⽛⽛
真
名
書
き
散
ら
し
⽜
と
い
う
こ
と
⽜
(⽝
国
語
国
文
⽞
一
九
九
四
年
四
月
)。

(
2
)
関
口
裕
子
氏
⽛
平
安
時
代
の
男
女
に
よ
る
文
字
(文
体
)使
い
分
け
の
歴
史
的
前
提
ᴷ
九
世
紀
の
文
書
の
署
名
を
手
が
か
り
に
ᴷ
(笹
山

晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
⽝
日
本
律
令
制
論
集
⽞
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
九
月
)、
佐
藤
宗
諄
氏
⽛
女
流
文
学
形
成
の
社
会
的

背
景
⽜
(⽝
日
本
女
性
生
活
史
⽞
1
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
)、
小
松
登
美
氏
⽛
和
泉
式
部
と
漢
学
⽜
(⽝
跡
見
学
園
短
期
大
学

紀
要
⽞
13
、
一
九
七
七
年
三
月
⽜、
志
村
緑
氏
⽛
平
安
時
代
女
性
の
真
名
漢
籍
の
学
習
ᴷ
一
一
世
紀
ご
ろ
を
中
心
に
ᴷ
⽜
(⽝
日
本
歴
史
⽞
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一
九
八
六
年
六
月
)等
に
よ
る
。

(
3
)
⽝
河
海
抄
⽞
引
用
の
藤
原
穏
子
の
日
記
⽝
大
后
御
記
⽞
の
原
形
は
仮
名
書
き
か
漢
文
か
不
明
と
さ
れ
る
。
(石
原
昭
平
氏
⽛
日
記
文
学
の

発
生
と
暦
⽜⽝
平
安
文
学
研
究
⽞
三
一
、
一
九
六
三
年
)。

(
4
)
⽛
そ
れ
は
ま
こ
と
し
き
文
者
に
て
、
御
前
の
作
文
に
は
、
文
奉
ら
れ
し
は
と
よ
。⽜
(道
隆
伝
)

(
5
)
注
2
小
松
氏
論
文
。

(
6
)
⽛⽝
枕
草
子
大
事
典
⽞
(勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
一
年
)⽛
第
78
段
⽜
三
三
二
頁
。

(
7
)
写
経
等
に
も
こ
う
し
た
所
謂
⽛
場
の
許
し
⽜
が
あ
り
女
性
も
躊
躇
な
く
真
名
を
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
8
)
他
の
理
由
と
し
て
は
、
作
者
に
作
詩
の
能
力
が
な
い
か
不
足
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(
9
)
萩
谷
朴
氏
⽛
枕
草
子
を
意
識
し
す
ぎ
て
い
る
紫
式
部
日
記
ᴷ
反
発
に
よ
る
近
似
、
比
較
文
学
の
一
命
題
⽜
(⽝
二
松
学
舎
大
学
論
集
⽞
一

九
六
七
年
)な
ど
。

(
10
)
⽝
白
氏
文
集
⽞
巻
十
六
⽛
香
炉
峰
下
に
新
た
に
山
居
を
卜
し
て
草
堂
初
め
て
成
り
、
偶
東
の
壁
に
題
す
、
五
首
⽜
の
第
四
首
。

(
11
)
中
島
和
歌
子
⽛
枕
草
子
⽛
香
炉
峯
の
雪
⽜
の
段
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

白
詩
受
容
の
一
端

⽜
(神
戸
大
学
⽛
研
究
ノ
ー
ト
⽜
の

会
⽝
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
⽞
第
二
五
号

一
九
九
一
年
三
月
)。

(
12
)
⽝
白
氏
文
集
を
読
む
⽞
(勉
誠
社
、
一
九
九
六
年
)前
篇
第
五
章
⽛
白
居
易
と
江
州
⽜
二
一
三
頁
。

(
13
)
⽝
紫
式
部
日
記
の
表
現
世
界
と
方
法
⽞
(武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
六
年
)Ⅰ
⽝
紫
式
部
日
記
⽞
の
表
現
世
界

第
二
章

消
息
的
部
分
の

展
開
と
方
法

三
⽛
い
わ
ゆ
る
三
才
女
批
評
の
方
法
⽜
一
四
三
頁
。

(
14
)
⽝
源
氏
物
語
⽞⽛
帚
木
⽜
で
、
漢
詩
文
素
養
に
秀
で
た
博
士
の
女
が
恋
人
の
藤
式
部
に
捨
て
ら
れ
る
こ
と
も
、
現
実
の
才
女
蔑
視
の
一
端

を
戯
画
的
に
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
15
)
箇
所
Ⅱ
に
つ
い
て
は
、
注
1
拙
稿
で
も
詳
細
に
考
察
し
た
。

(
16
)
詳
細
に
は
拙
稿
⽛
拒
絶
と
順
応
ᴷ
女
房
紫
式
部
へ
の
自
己
陶
冶
ᴷ
⽜
(南
波
浩
編
⽝
紫
式
部
の
方
法
⽞
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二
年
)で
考

察
し
た
。
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(
17
)
い
ず
れ
も
⽝
読
む
源
氏
物
語

読
ま
れ
る
源
氏
物
語
⽞
(森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
)第
二
十
八
章
⽛⽝
紫
式
部
日
記
⽞
論
ᴷ
ᴷ
⽛
女
／
男
⽜

へ
の
ま
な
ざ
し
⽜
四
六
二
頁
。

(
18
)
⽛⽝
紫
式
部
日
記
⽞
消
息
体
の
主
張

漢
詩
文
素
養
を
め
ぐ
っ
て

⽜
(⽝
紫
式
部
日
記
の
新
研
究

表
現
の
世
界
を
考
え
る
⽞
新
典

社
、
二
〇
〇
八
年
)。

(
19
)
注
1
拙
稿
。

(
20
)
旧
稿
(注
1
拙
稿
)で
は
、
こ
の
箇
所
は
漢
詩
文
を
⽛
自
分
が
自
発
的
に
学
習
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
⽜
で
あ
り
⽛
父
が
薫
陶
し

た
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
⽜
で
あ
り
、
父
と
自
分
は
女
性
が
漢
詩
文
に
疎
遠
で
あ
る
べ
き
と
い
う
⽛
社
会
通
念
の
埒
内
の
も
の
だ
っ

た
⽜
と
言
お
う
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

(
21
)
⽛
彰
子
の
学
び
ᴷ
⽝
紫
式
部
日
記
⽞⽛
新
楽
府
⽜
進
講
の
意
味
ᴷ
⽜
(⽝
国
語
国
文
⽞
二
〇
〇
七
年
一
月
)。

(
22
)
注
1
拙
稿
。

(
23
)
⽝
本
朝
文
粋
⽞
巻
十
一
。

(
24
)
伊
周
の
外
祖
父
高
階
成
忠
や
、
そ
の
男
の
信
順
、
道
順
な
ど
。

(
25
)
⽝
小
右
記
⽞
(寛
弘
八
年
十
二
月
十
五
日
)は
伊
周
の
息
子
道
雅
に
つ
い
て
⽛
成
長
自
禍
殃
家
、
必
又
有
凶
歟
、
万
人
所
推
也
⽜
と
記
し
、

中
関
白
家
を
家
ぐ
る
み
禍
々
し
い
存
在
と
見
て
い
る
。
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