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序
　
章

一
　
故
事
を
用
い
る
と
い
う
こ
と

故
事
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
本
書
の
問
題
意
識
を
輪
郭
化
す
る
た
め
、
い
さ
さ
か
抽
象
的
で
取

り
止
め
の
な
い
論
か
ら
始
め
た
い
。
故
事
は
、
特
定
の
人
物
や
場
所
や
動
植
物
な
ど
を
め
ぐ
る
、
事
績
や
事
象

や
出
来
事
な
ど
を
指
す
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
事
実
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
故
事
の
中
に
は
、
あ
ま

り
に
荒
唐
無
稽
で
信
じ
難
い
内
容
の
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
は
い
っ
て
も
前
提
と
し
て
は
、
そ
れ
は
現

実
に
起
こ
っ
た
出
来
事
と
し
て
、
実
際
に
存
在
す
る
事
象
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
人
が
何
か
を
判
断
す
る
際
の

拠
り
所
と
し
て
故
事
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の
前
提
が
あ
っ
て
こ
そ
、
で
あ
る
。
い
か
に
荒
唐
無

稽
な
事
柄
で
も
、
事
実
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
規
範
と
し
て
機
能
し
得
る
。

一
方
で
故
事
は
、
一
定
の
人
々
の
間
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
、
広
く
知
ら
れ

る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
形
で
表
現
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
表
現
」
と
は
、

そ
れ
が
文
字
で
書
か
れ
た
か
、
口
で
語
ら
れ
た
か
、
或
い
は
絵
画
の
よ
う
な
形
で
描
か
れ
た
か
を
問
わ
ず
、
な
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況
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
現
実
は
往
々
に
し
て
過
去
の
と
お
り
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
日
本
人
が
日
本

社
会
に
お
い
て
、
中
国
の
故
事
を
用
い
よ
う
と
す
れ
ば
尚
更
で
あ
る
。

二
　
中
国
故
事
を
用
い
る
と
い
う
こ
と

日
本
人
に
と
っ
て
中
国
の
故
事
や
表
現
は
、
倣
う
べ
き
規
範
で
あ
り
先
例
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
詩
文
の
作

成
に
当
た
っ
て
は
、
典
故
と
な
り
得
る
漢
語
表
現
は
規
範
と
し
て
、
故
事
に
等
し
い
機
能
を
持
ち
得
る
。
本
書

は
、
平
安
期
を
中
心
と
し
て
、
日
本
で
作
ら
れ
た
作
品
あ
る
い
は
表
現
に
、
中
国
故
事
や
漢
語
表
現
が
用
い
ら

れ
た
場
合
の
そ
の
有
り
様
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
、
九
つ
の
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
故
事
を
用
い
よ
う
と
す
る
と
き
の
実
際
の
状
況
と
故
事
の
状
況
と
は
、
お
お
よ
そ
の
場
合
、

異
な
る
。
特
に
、
日
本
の
実
際
と
中
国
の
故
事
と
の
隔
た
り
は
、
決
し
て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
日

本
人
が
中
国
故
事
を
用
い
る
際
、
ま
ず
は
そ
う
し
た
隔
た
り
を
埋
め
る
必
要
が
あ
る
。
ど
う
す
る
か
。
最
も

手
っ
取
り
早
い
方
法
は
、
故
事
を
改
変
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
原
則
と
し
て
そ
れ
は
で
き
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
故
事
は
事
実
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
殊
に

日
本
人
に
は
、
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
人
に
と
っ
て
中
国
故
事
は
倣
う
べ
き
規

範
で
あ
り
、
規
範
と
し
て
の
規
制
の
度
合
い
は
日
本
の
故
事
に
優
先
す
る
。
中
国
故
事
は
、
日
本
社
会
に
お
い

て
権
威
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
し
ば
し
ば
、
日
本
に
お
け
る
制
度
や
慣
習
、
行
事
や
発
想
な
ど

の
由
緒
が
中
国
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
る
。
こ
の
と
き
、
実
際
に
中
国
に
由
来
す
る
か
否
か
は
問
題

ん
ら
か
の
形
で
表
現
さ
れ
た
も
の
を
す
べ
て
含
ん
で
の
謂
い
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
表
現
に
は
、
多
か
れ
少
な

か
れ
虚
構
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
に
お
け
る
虚
構
の
度
合
い
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
可
能
な
限
り
事

実
に
沿
っ
て
記
述
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
作
ら
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
最
初
か
ら
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
企
図
し

た
も
の
も
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
現
実
の
世
界
を
寸
分
違
わ
ず
写
し
出
す
と
い
う
の
は
不
可
能
な
行
為

な
の
で
あ
っ
て
、
ど
ん
な
に
事
実
に
忠
実
に
記
録
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
虚
構
を
含
む
も
の
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
故
事
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
虚
構
性
と
も
関
わ
り
つ
つ
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
の
問
題

を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
故
事
が
表
現
さ
れ
て
広
く
伝
え
ら
れ
れ
ば
、
多
く
の
人
の
手
を
経
る

そ
の
間
に
、
改
変
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
故
事
は
、
事
実
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
一
方
で
、
変
化
を
被
り
や
す
い
性
質
を
本
来
的
に
内
包
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
故
事
を
規
範
と
し
て
用
い
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
未
体
験
の
出
来
事
に
遭
遇

し
た
と
き
、
自
分
の
身
の
振
り
方
を
決
め
る
の
に
、
同
様
の
出
来
事
に
遭
遇
し
た
人
物
の
故
事
を
拠
り
所
と
す

る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
行
き
詰
ま
っ
た
状
況
に
い
る
相
手
に
打
開
案
を
提
案
す
る
場
合
、
そ
の
相

手
を
説
得
す
る
の
に
同
様
の
状
況
に
い
る
人
物
の
故
事
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
逆
に
、
相
手
の
意

見
を
否
定
す
る
た
め
、
こ
と
さ
ら
に
状
況
の
異
な
る
故
事
を
取
り
上
げ
て
違
い
を
強
調
す
る
場
合
と
い
う
の
も

想
定
し
得
る
。
こ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
設
定
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
故
事
を
用

い
る
側
が
行
う
実
質
的
な
作
業
と
は
、
適
当
な
故
事
を
選
び
出
し
、
実
際
の
状
況
と
故
事
の
状
況
と
を
比
較
し
、

両
者
を
擦
り
合
わ
せ
る
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
実
際
の
状
況
と
故
事
の
状
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あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
貞
観
八
年
の
上
表
時
点
で
は
、
天
皇
元
服
に
伴
っ
て
辞
職
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど

も
で
き
な
か
っ
た
、
と
説
明
さ
れ
て
い
た
の
が
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
復
辟
し
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

周
公
旦
の
事
跡
と
良
房
の
事
跡
と
を
可
能
な
限
り
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
故
事
に
則
し

て
事
実
の
ほ
う
が
曲
げ
ら
れ
た
事
例
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
　
重
層
と
連
関

前
述
の
よ
う
に
、
日
本
人
が
中
国
故
事
を
故
意
に
改
変
す
る
と
い
う
の
は
想
定
し
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

故
意
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
用
い
方
に
は
自
然
と
日
本
人
ら
し
さ
が
現
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
言
語
に

よ
っ
て
記
さ
れ
た
記
述
を
別
の
言
語
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ

が
、
漢
詩
文
（
こ
こ
で
は
訓
読
と
い
う
行
為
を
念
頭
に
置
か
ず
に
作
ら
れ
た
も
の
を
い
う
）
が
訓
読
さ
れ
、
い
わ
ば
日
本
語

に
翻
訳
さ
れ
る
時
点
で
、
も
と
の
漢
詩
文
と
訓
読
文
と
の
間
に
は
極
め
て
微
細
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

何
ら
か
の
差
異
が
生
ま
れ
る
。
そ
う
し
た
差
異
、
す
な
わ
ち
漢
文
を
和
文
に
言
い
換
え
た
場
合
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
違
い
、
あ
る
い
は
変
換
可
能
な
語
彙
同
士
の
隠
微
な
意
味
の
違
い
で
す
ら
、
そ
れ
が
日
本
人
の
言
語
や
発
想

に
お
け
る
日
本
人
ら
し
さ
か
ら
発
し
て
い
る
の
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
中
古
中
世
の
日
本
で
用
い
ら
れ
た
故
事

や
表
現
の
中
に
は
、
日
本
に
お
い
て
醸
成
さ
れ
、
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
本

書
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
、
辞
表
に
お
け
る
「
鶴
」
の
表
現
、
第
五
章
の
「
蜀
龍
」
の
ご
と
き
表
現
、
あ
る
い

は
第
四
章
の
「
月
の
都
」
の
造
型
や
、
第
七
章
の
楊
貴
妃
譚
の
有
り
様
な
ど
は
、
日
本
で
醸
成
さ
れ
、
中
国
で

に
な
ら
な
い
。
重
視
さ
れ
る
の
は
、
中
国
に
由
来
す
る
と
説
く
こ
と
で
、
そ
こ
に
権
威
が
生
ず
る
点
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
事
実
の
ほ
う
が
故
事
に
則
し
て
曲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
第
一
章
で
は
、
平
安
期
の
摂
政
の
辞
表
に
お
け
る
、
周
公
旦
の
摂
政
の
故
事
の
様
相
に
つ
い
て
考
察

し
た
。
周
公
旦
の
摂
政
は
、
藤
原
良
房
を
濫
觴
と
す
る
日
本
の
摂
政
制
度
の
先
蹤
と
さ
れ
る
。
就
中
、
天
皇
の

元
服
後
に
摂
政
が
辞
職
す
る
復
辟
の
慣
例
は
、
周
公
旦
の
復
辟
の
故
事
に
基
づ
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
実
際
の
と
こ
ろ
、
周
公
旦
の
摂
政
は
、
日
本
の
摂
政
制
度
と
同
じ
で
は
な
い
。
第
二
章
で
は
、
貞

観
八
年
（
八
六
六
）
上
表
の
藤
原
良
房
の
辞
表
を
分
析
し
、
こ
の
辞
表
が
周
公
旦
の
摂
政
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
作

ら
れ
た
こ
と
、
清
和
天
皇
が
九
歳
で
即
位
し
た
天
安
二
年
（
八
五
八
）
か
ら
良
房
が
摂
政
の
ご
と
き
職
掌
（
政
務

決
裁
を
中
心
と
す
る
天
皇
大
権
代
行
と
い
う
職
掌
）
を
担
っ
て
い
た
こ
と
、
十
五
歳
に
な
っ
た
天
皇
が
元
服
し
た
貞
観
六

年
に
は
、
周
公
旦
の
復
辟
の
故
事
に
倣
っ
て
摂
政
を
辞
そ
う
と
し
た
こ
と
（
た
だ
し
こ
の
と
き
は
辞
職
で
き
な
か
っ
た

と
説
明
し
て
い
る
）
を
確
認
し
た
が
、
天
皇
即
位
当
時
か
ら
始
ま
る
良
房
の
摂
政
の
ご
と
き
職
掌
が
周
公
旦
の
故

事
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
果
た
し
て
い
つ
の
こ
と
な
の
か
は
、
実
は
定
か
で
は
な
い
。
第

二
章
で
は
明
確
に
言
及
し
得
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
天
皇
元
服
の
貞
観
六
年
に
摂
政
を
辞
そ
う
と
し
た
と
い
う

の
が
事
実
で
な
く
、
貞
観
八
年
の
辞
摂
政
表
作
成
の
時
点
で
、
良
房
の
職
掌
と
周
公
旦
の
摂
政
の
故
事
が
結
び

付
け
ら
れ
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。
た
と
え
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
天
皇
即
位
当
時
か
ら
良
房
が
太
政
大
臣
以
外

の
職
に
つ
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
職
と
は
、
後
世
摂
政
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
職
だ
と
考
え
る
以
外
に

は
な
さ
そ
う
だ
が
、
当
初
か
ら
そ
の
職
が
周
公
旦
の
摂
政
に
倣
っ
て
企
図
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
は
不
分
明
で
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一
方
、
如
上
の
重
層
性
は
、
語
彙
や
表
現
、
故
事
が
互
い
に
関
わ
り
を
持
つ
、
そ
の
結
び
つ
き
（
＝
連
関
）
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
結
び
つ
き
と
は
す
な
わ
ち
、
作
品
の
製

作
者
が
、
あ
る
語
彙
か
ら
別
の
語
彙
を
、
あ
る
い
は
あ
る
表
現
か
ら
特
定
の
故
事
を
、
と
い
う
よ
う
に
、
語
彙

や
表
現
、
故
事
や
作
品
な
ど
の
う
ち
の
あ
る
も
の
か
ら
あ
る
も
の
を
連
想
す
る
、
そ
の
道
筋
（
本
書
あ
る
い
は
前
著

に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
連
想
の
糸
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
）
の
こ
と
で
あ
る（
１
）。
例
え
ば
、
先
に
も
言
及
し
た
、
辞
表
に

お
け
る
「
鶴
」
の
表
現
は
、
鶴
に
関
わ
る
表
現
や
故
事
同
士
が
連
関
し
、
互
い
に
連
想
さ
れ
て
重
ね
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
「
月
の
都
」
の
背
景
と
な
っ
た
「
月
宮
」
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
章

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
竹
取
物
語
』
の
「
月
の
都
」
の
造
型
に
際
し
て
、「
月
宮
」
か
ら
霓
裳
羽
衣
曲
へ
、
霓

裳
羽
衣
曲
か
ら
楊
貴
妃
へ
と
連
想
が
働
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
白
居
易
の
「
酔
後
題
二
李
馬
二
妓
一
」（『
白
氏

文
集
』
巻
十
五
、

0906
）
の
「
雲
髻
花
鈿
」「
霓
裳
羽
衣
」「
月
中
仙
」
の
語
を
媒
介
と
し
て
「
月
宮
」
と
楊
貴
妃
と

が
、
互
い
に
連
想
さ
れ
る
も
の
同
士
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
（
連
関
し
て
い
た
こ
と
）
を
想
定
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
う
し
た
想
定
は
『
竹
取
物
語
』
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
の
構
成
や
成
立
に
密
接
に
関
わ
る
問
題
と
な
ろ

う
。
連
想
の
糸
で
結
ば
れ
れ
ば
、
互
い
が
互
い
を
引
き
寄
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

次
に
日
本
人
の
表
現
の
志
向
と
し
て
挙
げ
た
い
の
が
（
恐
ら
く
は
上
述
の
重
層
性
と
い
う
こ
と
と
も
関
わ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
）、
対
偶
表
現
（
対
句
）
に
対
す
る
、
拘
泥
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
、
強
い
愛
着
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
対
偶
表
現
は
、
中
国
文
学
に
お
い
て
高
度
に
発
達
し
た
、
中
国
文
学
の
中
核
と
も
い
わ
れ
る
修
辞
法
で
あ

る
。
日
本
人
は
、
こ
の
修
辞
法
の
整
然
と
し
た
美
し
さ
に
大
い
に
魅
せ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
中

の
元
の
形
と
は
違
っ
た
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
中
国
故
事
や
漢
語

表
現
の
有
り
様
か
ら
帰
納
す
る
こ
と
で
、
中
国
に
由
来
す
る
故
事
や
表
現
が
、
日
本
に
お
い
て
は
中
国
と
は
別

の
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
そ
の
背
景
に
つ
い
て
、
特
に
日
本
人
の
表
現
の
志
向
あ
る
い
は
傾
向
と
い
っ

た
側
面
か
ら
俯
瞰
し
て
み
た
い
。

ま
ず
挙
げ
た
い
の
は
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
た
「
鶴
」
の
表
現
や
第
四
章
の
「
月
の
都
」
の
造
型
に
特
に
顕

著
に
窺
わ
れ
る
、
典
拠
と
し
て
の
故
事
や
表
現
の
重
層
性
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、『
竹
取
物
語
』
や

『
源
氏
物
語
』
に
描
か
れ
る
「
月
の
都
」
の
造
型
は
、
中
国
の
「
月
宮
」
を
背
景
に
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、「
月
宮
」
は
、
姮
娥
の
居
所
と
さ
れ
る
一
方
で
、
月
天
子
の
宮
殿
と
も
さ
れ
、
玄
宗
訪
月
譚
の
舞
台
と
し

て
も
知
ら
れ
る
。「
月
の
都
」
の
造
型
は
、
こ
う
し
た
多
面
的
な
「
月
宮
」
の
属
性
の
そ
れ
ぞ
れ
の
面
を
重
層

的
に
反
映
さ
せ
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
平
安
期
の
辞
表
に
お
い
て
、
上
表
者
自

身
を
「
鶴
」
の
語
で
表
す
「
鶴
歎
」「
鶴
望
」
と
い
っ
た
表
現
は
、『
毛
詩
』「
鶴
鳴
」
を
典
拠
と
す
る
一
方
で
、

鶴
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
や
故
事
、
さ
ら
に
は
典
型
と
さ
れ
る
鶴
の
造
型
な
ど
を
複
合
的
に
踏
ま
え
つ
つ

用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
七
章
で
取
り
上
げ
た
延
慶
本
平
家
物
語
の
楊
貴
妃
譚
は
、
そ

の
構
成
に
お
い
て
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
注
釈
書
、「
長
恨
歌
」、「
長
恨
歌
伝
」
の
ほ
か
、
新
楽
府
「
驪
宮
高
」、

同
「
上
陽
白
髪
人
」
と
い
っ
た
複
数
の
典
拠
が
重
層
的
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
う
し

て
一
つ
の
典
拠
に
別
の
故
事
や
表
現
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
で
、
も
と
の
典
拠
に
は
何
ら
か
の
改
変
や
新
味
が
加

え
ら
れ
、
新
た
な
表
現
が
生
ま
れ
る
契
機
と
な
ろ
う
。
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て
い
た
。
句
題
詩
に
つ
い
て
は
前
著
に
お
い
て
も
言
及
し
た
が
、
こ
こ
で
も
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
を
確
認
し
て

お
き
た
い（
３
）。
句
題
詩
と
は
、
漢
字
五
文
字
か
ら
成
る
句
題
を
題
と
す
る
詩
の
こ
と
を
い
う
。
公
的
な
詩
宴
で
は

句
題
詩
が
作
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
さ
ら
に
そ
の
多
く
が
七
言
律
詩
で
あ
っ
た
。
句
題
詩
（
七
言
律
詩
）
は
、
対

句
や
平
仄
な
ど
、
律
詩
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
上
で
、
独
特
の
構
成
方
法
に
則
し
て
作
ら
れ
る
。
そ
の
際
に

重
要
な
の
が
詩
題
で
あ
る
。
詩
題
に
は
、
中
国
で
作
ら
れ
た
古
句
を
用
い
る
場
合
と
新
た
に
考
案
し
た
題
（
新

題
）
を
用
い
る
場
合
と
が
あ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
詩
宴
が
行
わ
れ
る
時
期
や
場
に
見
合
っ
た
景
物
や
年

中
行
事
を
盛
り
込
ん
で
題
が
立
て
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
句
題
詩
の
醍
醐
味
は
、
こ
の
詩
題
の
文
字
を

如
何
に
言
い
換
え
る
か
に
あ
る
。
以
下
に
句
題
詩
の
構
成
方
法
を
示
す
。

①
首
聯
　
題
目
＝
詩
題
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
詠
み
込
む
。

②
頷
聯
　
破
題
（
本
文
）
＝
詩
題
の
文
字
を
別
の
文
字
で
言
い
換
え
て
題
意
を
敷
衍
す
る
。

③
頸
聯
　
破
題
（
本
文
）
＝
詩
題
の
文
字
を
別
の
文
字
で
言
い
換
え
て
題
意
を
敷
衍
す
る
。

④
尾
聯
　
述
懐
＝
詩
題
に
即
し
て
思
い
の
た
け
を
述
べ
る
。

詩
題
の
五
文
字
の
う
ち
、
二
〜
三
字
は
実
字
（
具
体
的
な
事
物
を
指
し
示
す
）
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
虚
字
で
あ

る
。
こ
れ
ら
五
文
字
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
実
字
に
つ
い
て
、
願
わ
く
は
虚
字
を
含
む
五
文
字
す
べ
て
に
つ
い

て
、
首
聯
で
は
そ
れ
ら
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
詠
み
込
み
、
頷
聯
、
頸
聯
で
は
そ
れ
ら
の
文
字
を
別
の
文
字
で
言

国
の
詩
文
の
聴
覚
的
な
美
し
さ
を
実
感
し
に
く
い
日
本
人
に
と
っ
て
、
韻
を
踏
ん
だ
り
平
仄
を
そ
ろ
え
た
り
す

る
こ
と
よ
り
も
、
そ
の
美
し
さ
を
視
覚
的
に
実
感
で
き
る
対
偶
表
現
を
作
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
遣
り
甲
斐
の

あ
る
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
既
に
『
懐
風
藻
』
に
お
い
て
、
対
句
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
問
題
な
く
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
律
詩
の
頷
聯
、
頸
聯
ば
か
り
で
な
く
、
首
聯
、

尾
聯
さ
え
も
対
句
に
作
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
見
え
る
こ
と
か
ら
興
膳
宏
氏
は
、
こ
う
し
た
日
本
人
の
志
向
を

「
過
剰
と
も
い
え
る
対
句
愛
好
」
と
呼
ん
で
い
る（
２
）。
平
安
期
を
通
じ
て
、
詩
か
文
か
を
問
わ
ず
、
典
故
を
駆
使

し
た
流
麗
な
対
句
表
現
が
好
ま
れ
、
高
い
評
価
を
得
た
。
後
述
す
る
句
題
詩
の
構
成
方
法
に
お
い
て
、
破
題
で

あ
る
頷
聯
、
頸
聯
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
破
題
が
対
句
に
作
ら
れ
る
こ
と
は
、
対
偶
表

現
に
対
す
る
日
本
人
の
志
向
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
本
書
第
三
章
の
鶴
の
表
現
に
つ
い
て
、
辞
表
に
お
い

て
上
表
者
自
身
を
称
し
て
「
鶴
」
の
語
を
用
い
る
背
景
に
は
、「
龍
渙
未
収
、
鶴
歎
逾
切
。（
龍
渙
未
だ
収
ま
ら
ず
、

鶴
歎
逾
よ
切
な
り
。）（『
本
朝
文
粋
』
巻
四
「
為
二
入
道
前
内
大
臣
一
辞
二
関
白
一
表
106
」
大
江
匡
衡
）
」
や
、「
龍
渙
難
返
、
五
雲
之

衢
弥
高
、
鶴
唳
未
休
、
九
皐
之
声
欲
竭
。（
龍
渙
返
し
難
し
、
五
雲
の
衢ち

ま
た 

弥
よ
高
し
、
鶴
唳
未
だ
休
ま
ず
、
九
皐
の
声 

竭
き
な

ん
と
す
。）（『
本
朝
続
文
粋
』
巻
四
「
同
（
関
白
）
第
三
表
」
大
江
匡
房
）
な
ど
の
よ
う
に
、
天
皇
を
意
味
す
る
「
龍
」
の
対

語
と
し
て
「
鶴
」
が
極
め
て
自
然
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

四
　
句
題
詩
の
破
題

と
こ
ろ
で
、
村
上
朝
に
定
着
し
た
句
題
詩
に
は
、
中
国
の
近
体
詩
に
は
な
い
、
独
特
の
構
成
方
法
が
定
ま
っ
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場
合
、
梅
↓
雪
↓
管
馬
と
い
っ
た
連
想
か
ら
「
梅
」
を
「
管
馬
」
と
言
い
換
え
る
の
は
句
題
詩
の
破
題
（「
本

文
」）
に
お
い
て
は
常
套
的
で
あ
り
、
こ
う
し
た
連
想
が
詩
題
の
文
字
の
言
い
換
え
を
支
え
る
の
で
あ
る
。
句
題

詩
の
破
題
の
製
作
に
あ
た
っ
て
、
題
字
の
言
い
換
え
が
必
須
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
し
た
言
い
換
え
が
連
想
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
連
想
す
る
こ
と
自
体
が
必
須
の
事
柄
と
な
る
。
そ
し
て
、
当
然
な
が
ら
こ
う

し
た
連
想
と
は
、
前
節
で
「
連
関
」
と
呼
ん
だ
結
び
つ
き
を
前
提
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
句
題
詩
の
製
作
に
あ

た
っ
て
は
、
他
の
詩
体
や
文
体
を
作
る
場
合
に
く
ら
べ
て
一
段
と
、
連
関
（
語
彙
、
表
現
、
故
事
な
ど
の
間
の
結
び
つ

き
）
の
重
要
性
が
高
く
、
作
者
は
そ
れ
を
切
に
希
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
句
題
詩
製
作
の
初
心
者

が
破
題
を
作
る
た
め
に
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
連
関
を
学
ぶ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
し
、
習
熟
し
た
者
が
優

れ
た
破
題
を
作
る
た
め
に
は
、
新
た
な
連
関
を
作
り
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
作
者
の
頭
の
中
で
は
連

想
の
糸
が
（
決
し
て
整
然
と
で
は
な
く
）
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
、
立
体
的
な
布
か
網
の
ご
と
く
に
拡
が
り
、
そ
う
し

た
中
で
作
ら
れ
た
表
現
が
新
た
な
連
想
の
糸
に
よ
っ
て
特
定
の
語
彙
や
表
現
、
故
事
な
ど
に
結
び
つ
け
ら
れ
る（
５
）。

そ
う
し
た
結
び
つ
き
は
決
し
て
一
対
一
で
は
な
い
。
句
題
詩
の
製
作
は
、
半
ば
強
制
的
に
、
そ
う
し
た
連
関
の

網
を
作
者
の
中
に
作
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ
を
作
ら
な
け
れ
ば
句
題
詩
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
そ
れ
を
あ
る
程
度
作
り
さ
え
す
れ
ば
、
比
較
的
簡
単
に
詩
が
作
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
公
家
社
会
に

お
け
る
句
題
詩
の
隆
盛
は
、
そ
う
し
た
連
関
が
個
人
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
意
味
す
る
。

い
換
え
て
題
意
を
敷
衍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
破
題
で
詩
題
を
言
い
換
え
る
際
、
頷
聯
、
頸
聯

の
い
ず
れ
か
で
故
事
や
典
拠
を
踏
ま
え
た
表
現
を
用
い
る
の
が
望
ま
し
い
。
こ
の
場
合
、
故
事
を
踏
ま
え
た
破

題
を
特
に
「
本
文
」
と
呼
ぶ
（
以
下
、「
本
文
」
と
し
た
場
合
は
句
題
詩
の
構
成
方
法
に
お
け
る
「
本
文
」
を
指
す
）。
そ
し
て
、

尾
聯
に
お
い
て
は
作
者
の
思
い
を
述
べ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
も
詩
題
に
即
し
て
表
現
す
る
必
要

が
あ
る
。

句
題
詩
の
破
題
に
お
い
て
は
、
限
ら
れ
た
字
数
で
故
事
の
内
容
を
表
現
す
る
た
め
、
極
端
に
刈
り
込
ん
だ
語

を
用
い
る
場
合
が
あ
る（
４
）。
例
え
ば
、
嵆
康
の
住
居
を
「
嵆
宅
」、
陶
淵
明
の
家
の
門
を
「
陶
門
」、
李
膺
の
登

龍
門
を
「
李
門
」
と
表
現
す
る
も
の
、
さ
ら
に
は
、
管
仲
が
老
馬
に
従
え
ば
帰
還
で
き
る
と
説
き
、
果
た
し
て

そ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
い
う
故
事
（『
世
俗
諺
文
』
巻
上
「
老
馬
智
」）
を
踏
ま
え
る
「
管
馬
」
の
語
、
王
徽
之
（
字
は

子
猷
）
が
友
人
の
戴
安
道
に
会
い
た
く
な
っ
て
出
か
け
た
が
、
そ
の
居
所
の
門
に
い
た
っ
て
興
尽
き
、
会
わ
ず

に
帰
っ
た
と
い
う
故
事
（『
蒙
求
』「
子
猷
尋
戴
（
176
）」
な
ど
）
を
踏
ま
え
る
「
王
船
」
の
語
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

こ
う
し
た
語
彙
は
、
句
題
詩
の
破
題
（「
本
文
」）
に
多
く
用
い
ら
れ
、
中
国
の
作
品
に
は
例
が
見
え
な
い
も
の
が

多
い
。
こ
う
し
た
語
彙
の
う
ち
、
第
五
章
で
取
り
上
げ
た
「
蜀
龍
」
は
、
そ
の
背
景
に
司
馬
相
如
を
「
龍
」
と

す
る
理
解
を
持
つ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
理
解
が
日
本
に
お
い
て
案
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の

誘
因
は
、
や
は
り
破
題
（「
本
文
」）
の
作
成
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
「
本
文
」
を
含
む
破
題
の
表
現
は
、
作
者
の
連
想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
前
掲
の

「
管
馬
」
の
語
は
、「
雪
」
を
言
い
換
え
る
表
現
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
が
、
詩
題
に
「
梅
」
が
あ
っ
た
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な
い
。

詩
の
表
現
を
学
ぶ
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
親
し
ん
だ
人
々
は
、
例
え
ば
摘
句
の
中
の

一
つ
の
語
彙
を
見
た
だ
け
で
も
、
そ
こ
か
ら
摘
句
の
全
体
を
容
易
に
連
想
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
っ
て
、
詩
の
表
現
に
そ
う
し
た
語
彙
を
二
つ
三
つ
と
用
い
る
こ
と
で
、
そ
の
背
景
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
摘
句

が
重
層
的
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
学
習
は
、
そ
う
し
た
連
想
が
多

く
の
人
々
の
間
で
共
有
さ
れ
る
と
い
う
面
に
お
い
て
、
よ
り
一
層
際
立
つ
。
儒
者
を
除
け
ば
、
詩
の
作
る
側
に

し
て
も
そ
れ
を
読
む
側
に
し
て
も
、
そ
の
多
く
が
、『
和
漢
朗
詠
集
』
の
ご
と
き
幼
学
書
に
は
馴
染
ん
で
い
て

も
、
中
国
の
経
書
や
史
書
の
表
現
を
深
く
理
解
す
る
に
は
及
ば
な
か
っ
た
に
違
い
な
い（９
）。
そ
こ
で
、『
和
漢
朗

詠
集
』
の
表
現
を
媒
介
と
し
た
表
現
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
で
も
即
座
に
、
そ
の
重
層
性
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
平
家
物
語
』
や
『
太
平
記
』
と
い
っ
た
軍
記
物
語
や
『
三
国
伝
記
』
な
ど
の
説
話
集
に
引
用

さ
れ
る
中
国
故
事
説
話
の
記
述
の
背
景
に
、
黒
田
彰
氏
が
〈
中
世
史
記
〉
と
名
付
け
た
中
国
史
理
解
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
）
（1
（

。
そ
う
し
た
〈
中
世
史
記
〉
の
一
つ
、
蘇
武
譚
に
つ
い
て
、
黒
田
氏

が
「
恰
も
灯
火
に
惹
か
れ
た
蛾
の
如
く
、
多
彩
な
蘇
武
伝
承
の
集
散
が
綾
を
成
す
）
（（
（

」
と
表
現
し
た
こ
と
が
端
的

に
示
す
よ
う
に
、〈
中
世
史
記
〉
と
は
ま
さ
し
く
、
連
想
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
重
な
り
合
う
典
拠
の
総

体
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
黒
田
氏
が
取
り
上
げ
た
中
国
故
事
説
話
の
様
態
か
ら
も
、
そ
し
て
本
書

第
七
章
に
お
い
て
考
察
し
た
楊
貴
妃
譚
の
様
態
か
ら
も
、
顕
著
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
黒

五
　
幼
学
書
の
機
能

幼
学
書
と
は
、
十
歳
前
後
の
児
童
が
学
習
す
る
書
籍
の
意
で
あ
る（
６
）。
平
安
期
か
ら
鎌
倉
南
北
朝
に
か
け
て
の

幼
学
書
と
し
て
、『
千
字
文
』『
蒙
求
』『（
李
嶠
）
百
二
十
詠
』『
和
漢
朗
詠
集
』（
あ
る
い
は
『
新
楽
府
』
を
加
え
る
）

の
四
つ
の
書
（「
四
部
の
書
」
と
呼
ば
れ
る
）、『
千
字
文
』『
蒙
求
』『（
胡
曾
）
詠
史
詩
』
そ
れ
ぞ
れ
の
注
（
三
注
と
呼
ば

れ
る
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
太
田
晶
二
郎
氏
は
、「
幼
学
の
書
は
、
程
度
は
低
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

根
柢
的
な
影
響
を
広
範
囲
に
及
ぼ
す
」
と
述
べ
た（
７
）。

こ
こ
で
は
、
典
拠
の
連
関
お
よ
び
そ
の
重
層
性
と
い
う
こ

と
を
め
ぐ
っ
て
、
幼
学
書
の
機
能
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

佐
藤
道
生
氏
は
、
特
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
幼
学
書
と
し
て
学
ば
れ
た
背
景
に
、
こ
の
書

物
が
句
題
詩
の
破
題
の
表
現
を
獲
得
す
る
の
に
有
効
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（
８
）。
佐
藤
氏
は
、
句
題
詩

の
詩
題
の
実
字
の
多
く
が
朗
詠
題
と
一
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
朗
詠
題
ご
と
に
詩
歌
が
配
列
さ
れ
る
と
い
う

『
和
漢
朗
詠
集
』
の
構
成
は
、
実
字
を
言
い
換
え
る
た
め
の
語
彙
が
そ
の
実
字
ご
と
に
集
成
さ
れ
て
い
る
の
も

同
然
で
、
し
た
が
っ
て
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
学
ぶ
こ
と
で
、
破
題
の
作
成
（
詩
題
の
実
字
の
言
い
換
え
）
の
た
め
に

必
要
な
基
本
的
な
語
彙
を
容
易
に
習
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
佐
藤
氏
は
、
特
に
朗
詠
題
と
詩
歌
の
表

現
と
の
関
係
、
い
わ
ば
こ
の
両
者
の
「
連
関
（
結
び
つ
き
）
」
に
注
目
し
て
、『
和
漢
朗
詠
集
』
が
幼
学
書
と
し
て

学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
の
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
い
っ
た
ん
幼
学
書
と
し
て
学
ば
れ
る
こ
と
と
な

れ
ば
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
連
想
を
働
か
せ
る
、
そ
の
足
が
か
り
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
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れ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
書
物
の
内
容
を
理
解
す
る
と
い
う
目
的
を
超
え
た
知
識
の
集
積
で
あ
る

と
し
、
初
学
（
幼
学
）
書
が
一
種
の
類
書
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
つ
つ
、
初
学
の
段
階
を
過
ぎ
て
も
用
い
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
（1
（

。
本
書
第
八
章
、
第
九
章
で
も
少
し
く
言
及
し
た
よ
う
に
、『
和
漢
朗
詠
集
』

の
注
釈
書
の
通
時
的
な
様
相
を
再
考
す
る
こ
と
は
、
幼
学
書
と
注
釈
書
を
め
ぐ
る
問
題
を
見
直
す
手
が
か
り
と

な
ろ
う
。

以
上
、
中
国
故
事
や
漢
語
表
現
を
め
ぐ
る
、
本
書
の
問
題
意
識
の
輪
郭
を
大
雑
把
に
な
ぞ
り
、
以
下
の
論
考

の
な
か
で
言
及
し
得
な
か
っ
た
事
柄
に
い
さ
さ
か
言
及
し
て
序
章
と
す
る
。
本
書
は
、
個
別
に
発
表
し
た
論
考

を
集
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
ご
と
に
一
章
を
あ
て
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
可
能
な
限
り
体
裁
の
統
一
に
努

め
た
が
、
及
ば
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
。
章
と
章
と
の
間
で
内
容
が
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
旨

と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
多
く
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
大
方
の
寛
恕
を
請
い
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
擱
く
。

注（
1
）　
本
章
で
「
連
関
」
あ
る
い
は
「
連
想
の
糸
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
堀
川
貴
司
氏
は
「
漢
文
学
の
伝
統
の
中
で
培
わ

れ
た
連
想
関
係
（
こ
と
ば
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）」
と
呼
ん
で
い
る
。（『
詩
の
か
た
ち
・
詩
の
こ
こ
ろ

│
中
世

日
本
漢
文
学
研
究

│
』「
総
説
　
中
世
漢
文
学
概
観

│
詩
を
中
心
に

│
」
若
草
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出

は
一
九
九
六
年
十
一
月
）。

（
2
）　
興
膳
宏
『
古
代
漢
詩
選
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

田
氏
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、〈
中
世
史
記
〉
は
し
ば
し
ば
、
幼
学
書
の
注
釈
の
中
に
姿
を
表
す
。
こ
の

点
に
つ
い
て
黒
田
氏
は
「
概
し
て
幼
学
は
、
注
釈
（
及
び
、
先
行
注
）、
類
書
、
原
典
と
い
う
多
層
構
造
か
ら
成
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
原
料
の
如
き
注
釈
に
対
応
す
る
本
文
（
定
数
有
韻
句
が
多
い
）
が
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
機
能
、

種
々
の
意
味
空
間
を
形
作
り
、
突
起
を
な
し
て
文
学
と
接
触
し
、
原
質
的
注
釈
を
文
学
へ
と
流
入
さ
せ
て
い
る

よ
う
だ
」）
（1
（

と
説
明
す
る
。
こ
う
し
た
黒
田
氏
の
指
摘
を
稿
者
の
問
題
意
識
に
即
し
て
言
い
換
え
れ
ば
、〈
中
世

史
記
〉
に
お
い
て
は
、
幼
学
書
の
本
文
が
連
関
の
機
能
を
、
注
釈
が
重
層
性
の
機
能
を
、
主
に
担
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
句
題
詩
の
破
題
の
表
現
を
獲
得
す
る
た
め

に
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
学
習
す
る
場
合
に
は
、
朗
詠
題
が
連
関
の
機
能
を
、
詩
歌
の
本
文
が
重
層
性
の
機
能
を

担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
破
題
の
作
成
に
お
い
て
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
が
果
た
す
機
能

は
主
に
詩
歌
の
本
文
が
担
っ
て
い
る
の
に
対
し
、〈
中
世
史
記
〉
の
形
成
に
お
い
て
は
、
幼
学
書
が
果
た
す
機

能
の
多
く
を
注
釈
の
ほ
う
が
担
っ
て
い
る
と
い
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
詩
の
表
現
の
学
習
に
お
い
て
は
、
学
習

の
対
象
が
『
和
漢
朗
詠
集
』
や
『
百
二
十
詠
』
の
本
文
で
あ
り
、
注
釈
は
そ
の
補
助
的
な
機
能
を
担
う
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、〈
中
世
史
記
〉
の
形
成
に
お
い
て
は
、
注
釈
こ
そ
が
学
習
の
対
象
で
あ
り
、
本
文

は
い
わ
ば
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（
見
出
し
）
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

堀
川
貴
司
氏
は
、
石
川
県
立
図
書
館
川
口
文
庫
蔵
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
頃
写
『
和
漢
朗
詠
集
私
注
』
の

行
間
や
欄
上
に
、
蘇
東
坡
や
黄
山
谷
、『
三
体
詩
』
な
ど
の
詩
集
や
『
韻
府
群
玉
』『
詩
学
大
成
』
な
ど
の
韻
書

や
類
書
、『
碧
巌
録
』
の
よ
う
な
禅
籍
を
含
む
中
世
五
山
に
お
い
て
読
ま
れ
た
書
物
群
か
ら
の
引
用
が
書
き
入

sam
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（
10
）
黒
田
彰
『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
七
年
）、『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
　
続
』

（
和
泉
書
院
、
一
九
九
五
年
）。
牧
野
和
夫
『
中
世
の
説
話
と
学
問
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
年
）
ほ
か
。

（
11
）　
黒
田
彰
「
蘇
武
覚
書

│
中
世
史
記
の
世
界
か
ら

│
」（
前
掲
注
（
10
）
書
（
正
編
）、
初
出
は
一
九
八
四
年

十
一
月
）。

（
12
）　
黒
田
彰
「
注
釈
の
展
開
│
宝
物
集
の
場
合
│
」（
前
掲
注
（
10
）
書
（
続
編
）、
初
出
は
一
九
八
五
年
三
月
）。

（
13
）　
前
掲
注
（
1
）
書
第
一
五
章
「『
新
選
集
』『
新
編
集
』『
錦
繍
段
』」（
初
出
は
一
九
九
八
年
三
月
、
一
九
九
九
年

三
月
、
二
〇
〇
一
年
三
月
）。

（
3
）　
句
題
詩
お
よ
び
そ
の
構
成
方
法
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
柳
澤
良
一｢

『
本
朝
麗
藻
』『
新
撰

朗
詠
集
』
に
つ
い
て｣

（『
和
漢
比
較
文
学
』
第
九
号
、
一
九
九
二
年
七
月
）。
谷
口
孝
介｢

天
暦
期
の
詩
人
と
白
詩

│
句
題
詩
の
生
成｣

（『
白
居
易
研
究
講
座
』
第
三
巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
）。
本
間
洋
一
「
平
安
朝
句
題
詩

考
」（『
王
朝
漢
文
学
表
現
論
考
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
は
一
九
九
三
年
十
一
月
）。
小
野
泰
央｢

平
安

朝
句
題
詩
の
制
約

│
題
字
を
発
句
に
載
せ
る
こ
と

│｣

（『
平
安
朝
天
暦
期
の
文
壇
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
八

年
、
初
出
は
一
九
九
四
年
一
月
）。
堀
川
貴
司
『
詩
の
か
た
ち
・
詩
の
こ
こ
ろ

│
中
世
日
本
漢
文
学
研
究

│
』

（
若
草
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。
佐
藤
道
生｢

句
題
詩
詠
法
の
確
立

│
日
本
漢
学
史
上
の
菅
原
文
時｣

（『
平
安
後

期
日
本
漢
文
学
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）。
蒋
義
喬｢

詠
物
詩
か
ら
句
題
詩
へ

│
句
題
詩
詠
法
の
生

成
を
め
ぐ
っ
て｣

（『
和
漢
比
較
文
学
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
〇
五
年
八
月
）。
佐
藤
道
生
編
『
句
題
詩
研
究
』（
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）。
井
上
和
歌
子
「『
善
秀
才
宅
詩
合
』
律
詩
群
の
検
討

│
句
題
詩
の
詠
法

の
安
定
化
」（『
和
漢
比
較
文
学
』
第
四
十
四
号
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）。

（
4
）　
佐
藤
道
生
「
第
六
章
　
漢
詩
文
・
漢
文
学
」（
小
峯
和
明
編
著
『
日
本
文
学
史
　
古
代
・
中
世
編
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
一
三
年
）、
同
「
第
十
二
章
　
漢
と
和
の
「
文
」
①

―
秀
句
の
方
法
」（
河
野
貴
美
子
、W

iebke 
D

EN
EC

K
E

、
新
川
登
亀
男
、
陣
野
英
則
編
『
日
本
「
文
」
学
史
　
第
一
冊
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）。
拙
稿

「
新
味
と
継
承

│
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
故
事
の
表
現
を
め
ぐ
っ
て

│
」（『
中
国
故
事
受
容
論
考
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
九
年
、
初
出
は
二
〇
〇
七
年
六
月
）。

（
5
）　
拙
稿
「『
詩
序
集
』
の
破
題
表
現
と
『
和
漢
朗
詠
集
』」（
前
掲
注
（
4
）
書
、
初
出
は
二
〇
〇
七
年
六
月
）
に
お

い
て
、『
詩
序
集
』
所
収
の
詩
序
を
め
ぐ
っ
て
、
破
題
表
現
の
重
層
性
と
題
材
の
連
関
に
つ
い
て
少
し
く
言
及
し
た
。

（
6
）　『
礼
記
』
曲
礼
上
に
「
人
生
十
年
曰
幼
。
学
。（
人
生
ま
れ
て
十
年
を
幼
と
曰
ふ
。
学
ぶ
。）」
と
あ
る
の
に
拠
る
。

（
7
）　
太
田
晶
二
郎
「「
四
部
ノ
読
書
」
考
」（『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』
第
一
冊
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
初
出

は
一
九
五
九
年
七
月
）。

（
8
）　
佐
藤
道
生
「『
和
漢
朗
詠
集
』、
幼
学
書
へ
の
道
」（『
三
河
鳳
来
寺
旧
蔵
暦
応
二
年
書
写
和
漢
朗
詠
集
　
影
印
と

研
究
　
研
究
篇
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
は
二
〇
〇
六
年
二
月
）。

（
9
）　『
文
鳳
抄
』
や
『
擲
金
抄
』
な
ど
の
対
句
語
彙
集
の
製
作
は
こ
う
し
た
事
実
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

sam
ple




