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「和
文
体
」
形
成
の
構
想
に
つ
い
て

山

人

一

和
文
体
と
は

一
体
何
か
。
和
文
体
の

「和
文
」
と
は
、
漢
文
体
の
漢
語
に
対
す
る

「和
語
」
の
意
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

は

「和
語
を
用
い
た
文
章
様
式
」
と

一
応
は
そ
う
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
漢
語
を
抜
き
に
し
た
日
本
語
文
な
ど
元
か
ら
あ
り

え
な
い
は
ず
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
現
代
語
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

一
方
、
表
記
態
度
と
し
て
の
文
字
使
用
に
着
日
し
、
平
仮
名
で
記

さ
れ
た
形
態
が
和
文
体
と
言
え
る
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
漢
文
の
訓
み
下
し
を
す
べ
て
平
仮
名
だ
け
で
書
き
記
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
変
種

の
漢
文
で
あ
っ
て
固
有
の
文
体
と
は
言
い
難
い
し
、
あ
る
い
は
古
く
奈
良
時
代
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
仮
借
の
用
法
、
す
な
わ
ち

漢
字
の
音
を
借
り
て
日
常
の
話
し
言
葉
を
書
き
写
し
え
た
と
し
て
も
、
確
か
に
意
識
と
し
て
は
和
文
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
漢
文
を
基
盤
に

し
た
発
想
が
強
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
ど
の
み
ち
和
漢
混
交
文
と
い
う
縛
り
を
抜
け
出
せ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
七
三



一
七
四

蓋
聞
、
上
古
之
世
、
未

レ
有

二
文
字

Ｌ

貴
賤
老
少
、
日
口
相
伝
。
前
言
往
行
、
存
而
不
レ
忘
。
（斎
部
広
成

『古
語
拾
遺
』
八
〇
七
）

を
引
く
ま
で
も
な
く
、
古
く
我
が
国
の
言
語
は
文
字
と
い
う
も
の
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
。
後
に
漢
字
漢
文
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
で
、
は
じ

め
て
無
文
字
社
会
か
ら
の
脱
脚
を
可
能
に
し
た
。
『古
事
記
』
『日
本
書
紀
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
応
神
天
皇
の
時
代
、
す
な
わ
ち
時
に
四
世
紀

末
と
も
五
世
紀
始
め
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
見
よ
う
見
ま
ね
で
漢
文
を
綴
つ
て
い
た

一
時
期
も
あ
っ
た
が
、
固
よ
り
文
字
を
も
つ
て
書
き
表
し

た
か
っ
た
も
の
は
、
日
本
語
と
し
て
の
和
歌
で
あ
り
文
章
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
漢
字
を
拠
り
所
に
し
て
、
そ
の
道
を
切
り
開
く
こ
と
は
、
至
難

の
わ
ざ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
太
安
万
侶
を
し
て
言
わ
し
め
た
、
あ
の

『古
事
記
』
（七

一
二
）
序
文
に
お
い
て
切
実
に
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ

Ｔヽ

然
、
上
古
之
時
、
言
意
並
朴
、
敷
レ
文
構
レ
句
、
於
レ
字
即
難
。
己
因
レ
訓
述
者
、
詞
不
レ
逮

レ
心
。
全
以
レ
音
連
者
、
事
趣
更
長
。
是

以
、
今
、
或

一
句
之
中
、
交

二
用
音
訓

■

或

一
事
之
内
、
全
以

レ
訓
録
。

淋
あ
れ
ド
モ
、
麟
部
之ノ囀
は
ヽ
訂
卜
．ぎ
ド
建
」
様
ぽ
し
て
ヽ
対
を
敷し
き
価
を
榊
ふ
る
コ
ト
、製
ぽ
輝
て
は
慇
し
。
醸
に
調
に
因ョリ
て
述ノ

ベ
た
る
は
、コ詰
償
ぽ
選
ば
夕
。
鋭
く
ま
以モち
て
進
ね
た
る
は
、
事
ノぉ越
難
ぽ
島
し
。
選
を
以モち
て
ヽ
年
ヽ
■
年
之ノ」
に
モ
あ
れ
、
ま
ト

調
卜
を
燿
へ鵬
ゐ
、
ィ
事
之ノ配
に
モ
あ
れ
、
鋭
く
調
を
以モち
て
銑
し
ぬ
。

「
已
因
訓
述
者
、
詞
不
逮
心
」
に
つ
い
て
は
種
々
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
悦
、
お
そ
ら
く
日
本
語
特
有
の
敬
語
や
助
詞

・
助
動

詞
な
ど
、
漢
字
で
は
ど
う
し
て
も
表
し
に
く
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
か
と
言

っ
て
、　
一
音

一
字
を
連
ね
た
と
し
て
も
、

冗
漫
な
文
章
に
な
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
も
言
う
。

『古
事
記
』
の
、
こ
の
み
ご
と
な
四
六
群
個
体
で
綴
ら
れ
た
上
表
文
を
見
る
限
り
、
あ
る
い
は
正
格
な
漢
文
を
以
て
し
て
も

『古
事
記
』
は

出
来
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
あ
く
ま
で
日
本
語
固
有
の
文
法
に
基
づ
く
表
記
法
に
こ
だ
わ

つ
た
。
安
万
侶
の
悩
み
は
尽
き
る
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。



平
安
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
漢
字
を
母
体
と
し
た
平
仮
名
が
、
草
体
化
の
段
階
を
何
度
と
な
く
経
る
こ
と
で
出
来
上
っ
た
。
平
安
中

・
後
期
、

女
性
社
会
で
は
、
平
仮
名
の
持
つ
流
麗
な
筆
致
に
芸
術
的
な
価
値
を
見
出
し
、
日
常
の
話
し
言
葉
で
自
己
の
内
面
の
微
妙
な
感
情
の
変
化
や
揺

れ
動
く
心
情
な
ど
を
自
由
に
表
現
し
う
る
こ
の
文
字
が
賞
揚
さ
れ
、
『源
氏
物
語
』
『蜻
蛉
日
記
』
『枕
草
子
』
等
、
女
性
の
筆
の
遊
び
ご
と
と

し
て
、
文
学
史
上
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
盛
隆
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
『古
今
和
歌
集
』
の
勅
撰
は
、
平
仮
名
が
公
の
文
字
と
し
て
認
め

ら
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
も
意
味
が
あ
る
こ
と
を
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
は
、
つ
ま
り
公
の
文
字
と
し
て
認
め
ら
れ
る
前
は
、
男

性
社
会
に
あ
っ
て
実
用
的
な
文
字
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
『土
佐
日
記
』
に
し
て
も

『伊
勢
物
語
』
に
し
て
も
、

平
安
初
期
の
、
い
わ
ゆ
る
和
文
体
と
よ
ば
れ
る
資
料
は
、
お
そ
ら
く
男
性
の
手
に
な
る
も
の
で
あ

っ
て
、
男
性
が
漢
文
の
発
想
に
導
び
か
れ
な

が
ら
、
そ
の
素
養
を
生
か
し
て
新
た
な
る
文
章
様
式
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

平
仮
名
が
誕
生
し
た
時
か
ら
、
実
は
和
文
の
歴
史
は
始
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
で
は
元
々
ど
の
よ
う
に
し
て
、
い
や
、
ど
う
い
う
構
想

の
も
と
に
、
和
文
体
が
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
和
文
体
と
は
何
か
を
考
え
る
布
石
と
し
て
考
え
て
お
か
な
ぐ
て
は
な
ら
な
い
、

重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
思
う
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が

『土
佐
日
記
』
の
存
在
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
紀
貫
之
の

『土
佐
日
記
』
（九
三
五
か
）
は
、
普
通
、
草
創
期
の
仮
名
文
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
に
異
を
唱
え
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
い
。
が
、
日
記
文
学
研
究
の
第

一
人
者

。
玉
井
幸
助
が
、

土
佐
日
記
に
は
、
日
記
文
学
の
開
祖
と
呼
ば
れ
る
よ
り
も
、
仮
名
文
章
の
創
造
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
大
き
な
功
績
が
認
め
ら
れ
る
。

と
言
う
よ
う
に
、
私
は

『土
佐
日
記
』
が

一
つ
の
文
学
作
品
と
い
う
よ
り
、
和
文
体
に
対
す
る
独
自
の
構
想
を
前
に
、
作
品
と
い
う
形
式
を
通

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
そ
の
理
念
的
な
試
み
を
、
い
わ
ば
強
か
に
繰
り
返
す
こ
と
で
、
仮
名
文
の
実
例
を
示
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
実

は
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
以
下
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
論
で
あ
る
。

一
七
五



一
七
六

二

０

を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
を
む
な
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り

の

一
吏
は
、
女
性
に
仮
託
し
て
和
文
体
の
形
成
を
試
み
よ
う
と
い
う
、
作
者
の
宣
言
と
み
る
べ
き
だ
が
、
簡
略
な
が
ら
非
常
に
難
解
な

一
文
で

あ
る
。
従
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
議
を
か
も
し
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
の
所
在
は
、
概
ね
次
の
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

Ｉ

「男
も
」
「女
も
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
世
間

一
般
に
い
う
男
性

・
女
性
で
よ
い
の
か
。

Ｉ
　
「男
も
す
な
る
日
記
」
と
は
ど
の
よ
う
な
形
態
の
日
記
か
。

Ⅲ
　
「し
て
み
ん
」
と
は
具
体
的
に
何
を
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
か
。

と
こ
ろ
で
、
「男
も
」
の

「も
」
（係
助
詞
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
が

「男
の
」
で
な
い
こ
と
に
、
ひ
ど
く
重
要
な
意
味
を
認
め
る
説
が
多
く
見

ら
れ
る
。
が
、
私
に
は
何
故
か
、
そ
の
真
意
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
。

萩
谷
朴
は
、
現
代
語
の

「僕
も
ゆ
く
か
ら
君
も
ゆ
け
」
を
こ
こ
で
の
類
例
と
し
て
挙
げ
、
「前
に
用
い
た

『も
』
に
強
い
牽
引
力
が
あ
っ
て
、

後
者
を
誘
い
出
す
」
用
法
と
し
て
い
る
が
、
他
者
に
対
し
て

「行
け
」
と
い
う
命
令
や
願
望
を
伴
わ
な
い
、
こ
の
場
合
の
類
例
に
は
あ
た
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
「男
も
」
と

「女
も
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
た
だ
単
純
に
事
柄
を
並
立
さ
せ
た
、

②

武
蔵
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
者
の
妻
も
籠
れ
り
我
も
籠
れ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『伊
勢
物
語
』

一
二
）

０

草
も
木
も
色
変
は
れ
ど
も
わ
た
つ
海
の
浪
の
花
に
ぞ
秋
な
か
り
け
る
　
　
　
（『古
今
和
歌
集
』
秋
下
二
五
〇
）

と
同
じ
構
文
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

「男
の
」
だ
っ
た
ら
、
日
記
と
は
当
時
の
価
値
意
識
か
ら
し
て
、
男
の
読
み
書
き
す
る
漢
文
体
の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
だ
が



実
際
に
は
、
平
仮
名
を
主
体
に
し
て
綴
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
事
実
に
反
し
て
正
し
く
な
い
。
原
文
通
り

「男
も
」
「女
も
」
を
生
か

せ
ば
、
男
性
の
す
る
こ
と
は
同
時
に
女
性
の
す
る
こ
と
で
も
あ
る
は
ず
で
、
だ
と
し
た
ら

「し
て
み
ん
」
と
は

一
体
何
を
す
る
と
い
う
の
か
、

何
故
女
性
に
仮
託
す
る
と
断

つ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る

一
つ
の
案
と
し
て
、
こ
の

「男
も
」
「女
も
」
を
世
間

一
般
の
男
性

・
女
性
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
「女
」
は

「女

文
字
」
、
す
な
わ
ち
平
仮
名
と
解
釈
す
べ
き
説
が
あ
る
。
古
く
は
、
橘
守
部
の

『土
佐
日
記
舟
の
直
路
』
２

八
四
二

自
序
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

〔
昔
ヨ
リ
日
記
卜
云
ヘ
バ
、
重
日
記
、
平
仲
日
記
ナ
ド
ヤ
ウ
ニ
、
漢
文
ノ
〕
男
も
Ｏ
υ
Ｏ
す
イ
な
る
と
い
ふ
、
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、

〔
コ
タ
ビ
ハ
、
仮
名
文
ノ
〕
女
も
じ
じ
て
、
こ
ゝ
ろ
み
ん
と
て
す
る
な
り
。

〔
コ
ヽ
ニ
カ
ク
漢
文
ヲ
男
文
字
、
仮
名
文
を
女
文
字
ト
シ
モ

云
ナ
シ
テ
、
男
卜
女
ト
ワ
取
合
セ
タ
ル
ハ
、
次
々
ノ
文
二
、
彼
ノ
舟
路
ナ
レ
ド
馬
ノ
ハ
ナ
ム
ケ
ス
、
ト
ヤ
ウ
ニ
、
ア
ヤ
シ
キ
ロ
合
ヒ
ノ
、

戯
レ
ゴ
ト
ド
モ
ヲ
追
々
二
云
ン
ト
テ
、
先
ヅ
其
イ
ト
グ
チ
ヲ
発
キ
オ
ク
筆
法
ゾ
カ
シ
〕

こ
こ
で
は
、
平
仮
名
を
指
し
て
女
文
字
と
言
い
、
そ
れ
を
漢
字
の
男
文
字
と
対
比
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
戯
れ
の
表
現
を
先
駆
け
る

も
の
だ
と
も
言
う
。
今
日
で
も
、
こ
の
説
に
拠
っ
て
立
つ
見
解
も
少
な
く
な
い
。

確
か
に
、
平
仮
名
の
こ
と
を
古
く

「女
手
」
と
は
言
っ
て
い
た
。

一
方
、
た
だ
文
字
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
男
文
字
、
す
な
わ
ち
漢
字
を
指
す

の
で
あ

っ
て
、
平
仮
名
は
女
手
と
は
い
う
が
、
女
文
字
と
は
い
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
献
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
れ
ぐ
ら
い
だ
か
ら
、
ま
し
て
サ
変
動
詞
と
し
て

「女
文
字
す
」
と
読
む
例
な
ど
見
出
せ
る
は
ず
も
な
い
。
も

っ
と
も
、
文
暦
二
年

（
一
二
三
五
）
書
写
の
定
家
本

『土
佐
日
記
』
は
、

を
と
こ
も
す
と
い
ふ
日
記
と
い
ふ
物
を

ヽ
む
な
も
し
て
心
み
む
と
て
す
る
な
り

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「女
文
字

（し
）
て
試
み
む
」
と
読
め
な
く
も
な
い
。
が
、
「し
」

一
字
を
補
え
ば
の
話
で
あ
っ
て
、
ど
の
み
ち

珍
説
と
い
う
他
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
七
七



一
七
八

『土
佐
日
記
』
全
体
を
読
め
ば
わ
か
る
通
り
、
こ
こ
に
登
場
す
る

「あ
る
人
」
「あ
る
女
」
コ
日
土
佐
と
い
ふ
所
に
住
み
け
る
女
」
「
ゆ
く
人
」

「船
の
長
し
け
る
翁
」
「船
君
」
「あ
る
童
」
コ
日
へ
人
の
母
」
な
ど
、
姿

ｏ
形
を
変
え
て
は
い
る
が
、
貫
之
自
身
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
察
し
が

つ
く
。
い
や
、
察
し
が
つ
く
こ
と
自
体
、
す
で
に
作
者
の
綿
密
な
構
想
に
よ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
述

べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
、
こ
の

「男
」
も
、
世
間

一
般
に
い
う
男
性
で
は
な
く
、
貫
之
自
身
を
朧
化
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

２０
。男

の
読
み
書
き
す
る
漢
文
体
の
記
録
が
前
提
に
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
貫
之
も
そ
れ
を
経
験
し
て
お
り
熟
知
し
て
い
た
。
だ
が
自
己
を
朧
化
さ

せ
、
敢
え
て

「男
」
に
置
き
換
え
た
。
人
言
な
が
ら
、
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
旨
を
伝
え
る
べ
く
、
伝
聞
推
定
の

「な
り
」
も
置
い
た
。
つ

ま
り
、
そ
の
日
記
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
は
よ
く
把
握
で
き
て
い
な
い
ス
タ
ン
ス
を
と
る
。
作
者
が
女
性
と
い
う
建
前
に
し
た

い
か
ら
で
あ
る
。
「し
て
み
ん
と
て
」
と
は
、
そ
う
い
う
日
記
を
女
性
に
仮
託
し
て
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
意
味
。
こ
れ
は
通
説
の
通
り
。
読

者
は
そ
の
一
言
だ
け
で
漢
文
体
の
記
録
と
は
違
う
、
女
性
に
仮
託
し
た
男
性
の
平
仮
名
で
綴
ら
れ
た
難
新
し
い
形
態
か
何
か
を
容
易
に
想
像
も

し
、
期
待
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
動
機
付
け
こ
そ
こ
の
一
文
の
命
で
あ
る
は
ず
で
、
読
者
を
引
き
付
け
る
に
は
出
来
過
ぎ
た

一
文
と
捉
え
ら

れ
る
に
違
い
な
い
。
強
か
さ
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
従
来
の
議
論
の
多
く
は
、
女
性
仮
託
す
る
こ
と
の
文
学
的
意
味
に
終

始
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
冒
頭
の

一
文
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
、
過
も
な
く
不
過
も
な
く
、
た
だ
に

「女
性
が
書
く
」
と
断

つ
た
こ
と
に

尽
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

『土
佐
日
記
』
は
、
あ
る

一
つ
の
理
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、　
一
方
で
そ
れ
と
対
峙
す
る
ま
っ
た
く
異
種
の
理
念
を
整
合
的
に
置
き
、



作
品
全
体
を
均
質
化
す
る
と
い
う
独
特
の
手
法
を
と
る
こ
と
で
、
和
文
体
の
構
想
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
貫
之
す
ご
い
と
こ
ろ
は
、
そ

の

「虚
」
な
る
も
の
も

「実
」
な
る
も
の
も
、
み
ご
と
に
融
和
し
て
い
て
、
少
し
の
違
和
感
も
生
じ
さ
せ
て
い
な
い
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
い
く

つ
か
を
述
べ
て
み
た
い
。

①

ま
ず
、
そ
の
典
型
的
な
例
が
、
和
語
に
対
し
て
置
か
れ
た
漢
文
訓
読
語
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、

０

エハ
日
。
き
の
ふ
の
ご
と
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（承
平
五
年

一
月
六
日
）

同

こ
の
あ
ひ
だ
に
、
つ
か
は
れ
ん
と
て
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同

一
月
二
十

一
日
）

０

し
か
れ
ど
も
、
ひ
ね
も
す
に
な
み
か
ぜ
た
ヽ
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
二
月
四
日
）

”

か
ぢ
と
り
、
ふ
な
こ
ど
も
に
い
は
く
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
二
月
五
日
）

０

よ
ろ
こ
び
に
た
へ
ず
し
て
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
二
月
七
日
）

の
類
を
い
う
の
だ
が
、
そ
の
混
入
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
説
あ
つ
て
、
こ
れ
ま
た
定
説
を
み
る
も
の
で
は
な
い
。
も
つ
と
も
、
概
ね
そ
の
拠
る
と
こ

ろ
は
、
そ
れ
が
作
者
の
意
図
的
な
使
用
か
ど
う
か
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、　
一
体
何
を
目
的
と
し
た
使
用
と
考
え
る
べ
き
か
。
お
そ
ら
く

そ
の
辺
り
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
沌
。

漢
文
訓
読
語
を
使
う
こ
と
は
、
平
素
の
公
務
に
お
い
て
熟
達
し
て
い
る
は
ず
の
貫
之
に
と
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
問
題
で
な
か
っ
た
に
違

い
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
逆
に
排
除
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
十
分
可
能
で
あ
つ
た
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
実

際
に
は
排
除
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
文
語
と
で
も
言
い
得
べ
き
漢
文
訓
読
語
を
、
ま
つ
た
く
異
質
の
、
話
し
言
葉
を
基
盤
と
し
た
そ

の
和
語
の
中
に
対
置
し
、
結
果
的
に
和
文
で
は
言
い
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
、
荘
重
的
な
表
現
効
果
を
さ
え
巧
み
に
や
っ
て
の
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
『土
佐
日
記
』
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
和
文
体
の

一
つ
の
典
型
を
作
り
上
げ
た
こ
と
は
確
か
で
は
な
い
だ
ろ

一
七
九



一
八
〇

う
か
。

こ
れ
に
敷
行
し
て
言
え
ば
、
『土
佐
日
記
』
に
お
け
る
敬
語
も
ま
た
特
殊
な
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『土
佐
日
記
』
の
敬
語
は
、
動
詞
で
は

「ま
す
」
「お
は
す
」
「給
ふ
」
（補
助
）
「給
ぶ
」
（補
助
）
「奉
る
」
（本

・
補
助
）
「申
す
」
の
、
全

六
種
類

・
延
べ
に
し
て
二
四
語
を
数
え
純
。
翁

。
妻
女

。
大
御
な
ど
の
、
年
配
格
へ
の
敬
語
は
別
と
し
て
、
そ
の
人
割
以
上
は
、
構
取
が
神
に

願
い
上
げ
る
、
次
の
二
つ
の
場
面
に
集
中
し
て
表
れ
て
い
る
。

０

か
ぢ
と
り
し
て
ぬ
さ
た
い
ま
つ
ら
す
る
に
、
ぬ
さ
の
ひ
む
が
し
へ
ち
れ
ば
、
か
ぢ
と
り
の
ま
う
し
て
た
て
ま
つ
る
こ
と
は
、
「
」
の
ぬ
さ

の
ち
る
か
た
に
、
み
ふ
ね
す
み
や
か
に
こ
が
し
め
た
ま
へ
。」
と
劃
引
日
て
潤
ｄ
劃
つ‐
引
。
　
　
　
　
　
（承
平
五
年

一
月
二
十
六
日
）

ω

さ
て
、
「ぬ
さ
を
た
て
ま
つ
り

た
ま
へ
。」
と
い
ふ
。
い
ふ
に
し
た
が
ひ
て
、
ぬ
さ
た
い
ま
つ
る
。
か
く
た
い
ま
つ
れ
れ
ど
も
、
も
は
ら

か
ぜ
や
ま
で
、
い
や
ふ
き
に
、
い
や
た
ち
に
、
か
ぜ
な
み
の
あ
や
ふ
け
れ
ば
、
か
ぢ
と
り
ま
た
い
は
く
、
「ぬ
さ
に
は
み
こ
ゝ
ろ
の
い
か

ね
ば
、
み
ふ
ね
も
ゆ
か
ぬ
な
り
。
な
ほ
う
れ
し
と
お
も
ひ
た
ぶ
べ
き
も
の
た
い
ま
つ
り

た
べ
。」
と
い
ふ
。
　

（承
平
五
年
二
月
五
日
）

文
体
は
極
め
て
祝
詞
的
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
こ
こ
で
揖
取
と
い
う
の
は
、
奇
し
く
も

ω

か
ぢ
と
り
の
こ
ゝ
ろ
は
、
か
み
の
み
こ
ヽ
ろ
な
り
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
二
月
五
日
）

と
あ
る
よ
う
に
、
船
に
あ
る
者
に
と
っ
て
は
命
を
預
け
る
こ
と
の
で
き
る
神
に
等
し
い
。
そ
の
揖
取
が
祝
詞
の
格
式
に
則
っ
て
誓
願
す
る
。
い

う
な
れ
ば
、
和
文
体
に
お
け
る
祝
詞
そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
の
敬
語
は
、
神
に
対
す
る
絶
対
的
な
敬
意
と
み
る
べ
き
で
な
く
、
敬

語
を
形
式
的
に
使
う
こ
と
で
、
揖
取
を
神
格
化
し
、
改
ま
っ
た
厳
粛
な
状
況
を
形
成
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
因
に
、

こ
こ
で
の
敬
語
が
敬
意
と
は
本
質
的
に
関
与
し
な
い
こ
と
は
、
同
じ
く
神
に
対
し
て
敬
語
の
つ
か
な
い
、
次
の
例
か
ら
も
容
易
に
察
せ
ら
れ
よ

ｎヽ′。



０

廿
三
日
。
ひ
て
り
て
く
も
り
ぬ
。
こ
の
わ
た
り
、
か
い
ぞ
く
の
お
そ
れ
あ
り
と
い
へ
ば
、

０

を
と
こ
を
ん
な
、
か
ら
く
か
み
ほ
と
け
を
い
の
り
て
、
こ
の
み
と
を
わ
た
り
ぬ
。

と
こ
ろ
で
、
和
文
体
は
基
本
的
に
平
仮
名
と
漢
字
の
混
交
に
よ
つ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
漢
語
の
使
用
を
免
れ
な
い
日
本
語
に
お
い
て
は
、

そ
の
方
が
読
み
易
く
、
時
と
し
て
文
脈
理
解
の
助
け
に
も
な
り
え
る
か
ら
で
あ
る
。
平
仮
名
を
基
調
に
し
た

『土
佐
日
記
』
も
、
趣
旨
は
概
ね

こ
れ
に
変
わ
り
な
い
。

小
林
芳
規
の
調
査
に
よ
る
と
、
青
籍
書
屋
本
の
漢
字
使
用
は
、
全
二
三
種
類

。
延
べ
に
し
て
四
二
語
と
い
範
。
但
し
、
こ
れ
に
月
日
を
表
す

漢
字
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
漢
字
表
記
さ
れ
て
い
る
語
の
大
半
は
、

五
色
‐”
　
　
一
文
字

‐
　
　
十
文
字
‐　
　
　
故

２　
　
　
　
宇
多

‐　
　
　
子
日
２　
　
　
人
‐　
　
　
　
子
２

千

と

せ

‐
　

　

日

２
　

　

　

　

一
一月

一
日

１
　

　

二

日

２
　

　

　

三

日

２
　

　

　

四

日

２
　

　

　

五

日

２
　

　

　

エ
ハ
日

２

七
日
２
　
　
　
八
日
２
　
　
　
九
日
２
　
　
　
　
十
日
２
　

　

十

一
日
２
　
　
十
二
日
２
　
　
十
三
日
２

十
四
日
２　
　
十
五
日
２　
　
十
六
日
２
　
　
　
十
七
日
１　
　
十
八
日
１　
　
十
九
日
１　
　
廿
日
１
　
　
　
廿

一
日
１

廿
二
日
２
　
　
廿
三
日
２　
　
廿
四
日
２　
　
　
廿
五
日
２　
　
十
六
日
２　
　
廿
七
日
２
　
　
廿
八
日
２　
　
廿
九
日
２

対
日
１

と
い
っ
た
日
付
け

。
数
詞
等
で
あ
る
。
そ
の
他
、
「仮
名
で
表
記
す
る
習
慣
の
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
」
拗
音

。
入
声
音

。
三
内
撥
音
を
含
む

漢
語
に
も
見
出
せ
る
。
次
に
そ
の
す
べ
て
を
挙
げ
よ
う
。

一
人

一

か
み
ほ
と
け
を
い
の
る
。

（承
平
五
年

一
月
二
十
三
日
）

（同
三
十
日
）



一
人
三

［拗
　
立昌

　

願
２例
　
　
一九
日
１　
　
京
認　
　
　
　
白
散
２　
　
病
者
‐
　
　
明
神
‐
　
　
中
将
‐

［入
声
音
］
　

日
記
‐

［撥
　
土二

　

郎
等

‐
　
　
講
師
２　
　
相
応
寺
‐　
　
不
用
‐　
　
院
２

こ
れ
ら
は
、
ま
た
地
名

・
職
名

。
色
彩
名
お
よ
び
宗
教
上
の
用
語
等
、
非
日
常
語
と
思
わ
れ
る
も
の
ば
か
り
で
も
あ
る
。

漢
字
の
使
用
を
極
力
抑
え
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
の
が
、
す
べ
て
を
平
仮
名
で
表
記
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
表
記
方

法
の
確
定
し
て
い
な
い
漢
語
や
表
記
す
る
必
要
も
な
い
日
付
け
の
類
を
無
理
や
り
仮
名
表
記
す
る
こ
と
の
不
利
益
を
考
え
れ
ば
、
『土
佐
日
記
』

の
漢
字
は
、
最
低
限
度
の
使
用
と
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
漢
字
を
使
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
和
文
体
が
形
成
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
同
じ

『土
佐
日
記
』
で
も
、
松
本
宗
綱
本
で
は
青
籍
書
屋
本
の
四
倍
以
上
、
三
条
西
実
隆
本
で
は
十
倍
以
上
、

定
家
本
に
至
っ
て
は
実
に

一
五
倍
以
上
の
部
分
を
漢
字
に
改
め
て
い
る
ら
し
い
。
表
記
方
法
が
確
立
し
、
和
文
体
が
固
有
の
文
体
と
し
て
定
着

し
て
く
る
と
、
読
み
易
さ
を
何
よ
り
優
先
さ
せ
て
、
結
果
的
に
漢
字
の
使
用
を
か
な
り
自
由
に
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
が
、
と
に
か
く
青

籍
書
屋
本
で
は
、
如
上
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②

次
に
こ
れ
と
関
連
し
て
、
漢
詩
に
対
し
て
和
歌
五
九
首
を
置
く
こ
と
を
挙
げ
よ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、
漢
字
に
対
し
て
平
仮
名
の
持

つ

価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
試
み
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

貫
之
は
、
虚
構
と
し
て
の
人
物
に
仮
託
し
て
次
々
に
和
歌
を
詠
む
。
そ
の
時
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
漢
詩
を
置
く
。

０

十
七
日
。
く
も
れ
る
く
も
な
く
な
り
て
、
あ
か
つ
き
づ
く
よ
い
と
も
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
ふ
ね
を
い
だ
し
て
こ
ぎ
ゆ
く
。
こ
の
あ
ひ
だ

に
、
く
も
の
う

へ
も
う
み
の
そ
こ
も
、
お
な
じ
ご
と
く
に
な
ん
あ
り
け
る
。
む
べ
も
む
か
し
の
を
と
こ
は
、
「さ
を
は
う
が
つ
、
な
み
の

う
へ
の
つ
き
を
。
ふ
ね
は
お
そ
ふ
う
み
の
う
ち
の
そ
ら
を
。」
と
は
い
ひ
け
ん
。
き

ヽ
さ
れ
に
き
け
る
な
り
。
ま
た
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め



る

つヽ
た
、

み
な
そ
こ
の
つ
き
の
う

へ
よ
り
こ
ぐ
ふ
ね
の
さ
を
に
さ
は
る
は
か
つ
ら
な
る
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（承
平
五
年

一
月
十
七
日
）

０

十
八
日
。
な
ほ
お
な
じ
と
こ
ろ
に
あ
り
。
う
み
あ
ら
け
れ
ば
、
ふ
ね
い
だ
さ
ず
。
こ
の
と
ま
り
、
と
ほ
く
み
れ
ど
も
、
ち
か
く
み
れ
ど

も
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。
か
か
れ
ど
も
く
る
し
け
れ
ば
、
な
に
ご
と
も
お
も
ほ
え
ず
。
を
と
こ
ど
ち
は
、
こ
ゝ
ろ
や
り
に
や
あ
ら
ん
、

か
ら
う
た
な
ど
い
ふ
べ
し
。
ふ
ね
も
い
だ
さ
で
い
た
づ
ら
な
れ
ば
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
、

い
そ
ふ
り
の
よ
す
る
い
そ
に
は
と
し
つ
き
を
い
つ
と
も
わ
か
ぬ
ゆ
き
の
み
ぞ
ふ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（承
平
五
年

一
月
十
八
日
）

ω

十
七
日
。
か
ぜ
ふ
き
、
な
み
あ
ら
け
れ
ば
、
ふ
ね
い
だ
さ
ず
。
こ
れ
か
れ
、
か
し
こ
く
な
げ
く
。
を
と
こ
た
ち
の
こ
ゝ
ろ
な
ぐ
さ
め
に
、

か
ら
う
た
に
、
「
日
を
の
ぞ
め
ば
み
や
こ
と
ほ
し
。」
な
ど
い
ふ
な
る
こ
と
の
さ
ま
を
き

ヽ
て
、
あ
る
を
ん
な
の
よ
め
る
う
た
、

ひ
を
だ
に
も
あ
ま
ぐ
も
ち
か
く
み
る
も
の
を
み
や
こ
へ
と
お
も
ふ
み
ち
の
は
る
け
さ
　
　
　
　
　
　
　
（承
平
五
年

一
月
二
十
七
日
）

当
時
の
価
値
意
識
を
反
映
し
て
、
漢
詩
を
回
遊
ぶ
の
は
、
コ
日
の
男
」
で
あ
り

「男
ど
ち
」
「男
た
ち
」
で
あ
る
。
そ
う
殊
更
め
い
て
断
つ
た

上
で
、
そ
れ
に
対
時
す
る
形
で

「あ
る
人
」
「あ
る
女
」
が
和
歌
を
詠
む
。
形
式
は
至
っ
て
単
純
で
あ
る
。

紀
貫
之
が
土
佐
守
に
赴
任
す
る
直
前
に
醍
醐
天
皇
の
勅
名
を
受
け
た

『新
撰
和
歌
集
』
（九
三
一
）
序
の
終
わ
り
の
方
に
、

貫
之
、
秩
罷
帰
日
、
将
三
以
上
二
献
之

一、
橋
山
晩
松
、
愁
雲
之
影
已
結
、
湘
浜
秋
竹
、
悲
風
之
声
忽
幽
。
伝
レ
勅
納
言
亦
已
売
逝
。
空

貯
二
妙
辞
於
箱
中

一、
独
屑
二
落
涙
子
襟
上

一。
若
貫
之
逝
去
、
歌
亦
散
逸
。
恨
、
使
三
絶
艶
之
草
復
混
二
部
野
之
篇

一。
故
柳
記
二
本

源

一
以
伝
二
末
代

Ｌ
ム
レ
爾
。

貫
之
、
秩
罷
み
て
帰
る
日
、
将
に
以
て
之
を
上
献
せ
ん
と
す
る
に
、
橋
山
の
晩
松
、
愁
雲
の
影
已
に
結
び
、
湘
浜
の
秋
竹
、
悲
風
の
声
忽

ち
幽
か
な
り
。
勅
を
伝
ふ
る
納
言
も
亦
已
に
売
逝
す
。
空
し
く
妙
辞
を
箱
中
に
貯
へ
て
、
独
り
落
涙
を
襟
上
に
屑
ぐ
。
若
し
貫
之
逝
去
せ

一
人
三



一
八
四

ば
、
歌
も
亦
散
逸
せ
ん
。
恨
む
ら
く
は
、
絶
艶
の
草
を
し
て
復
び
部
野
の
篇
に
混
ぜ
じ
め
ん
こ
と
を
。
故
に
柳
か
本
源
を
記
し
て
以
て
末

代
に
伝
ふ
と
爾
云
ふ
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
任
地
で
完
成
し
た

『新
撰
和
歌
』
を
持
っ
て
帰
る
も
、
勅
を
下
し
た
帝
も
、
ま
た
そ
れ
を
伝
え
た

「納
言
」
（
＝
藤
原
兼

輔
）
も
既
に
売
し
て
お
り
、
独
り
涙
し
た
。
私
、
貫
之
も
ま
た
こ
こ
で
死
ん
だ
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
せ
つ
か
く
選
定
し
た
和
歌
も
部
野
の
ご
と

く
埋
も
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
恐
れ
て
正
統
の
和
歌
と
な
り
を
末
代
に
伝
え
よ
う
と
思
う
、
と
い
う
も
の
。
「橋
山
晩
松
」
か
ら

「独
屑
落
涙

干
襟
上
」
あ
た
り
は
、　
一
種
の
詩
文
と
も
言
い
得
べ
き
み
ご
と
な
漢
文
で
あ
る
。
貫
之
に
は
、
和
歌
に
対
す
る
独
自
の
信
念
の
ご
と
き
も
の
が

存
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
拠
り
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
『土
佐
日
記
』
執
筆
の
動
機
を
、
歌
学
の
理
念
を
披
涯
し
な
が
ら
種
々
の
観
点

か
ら
実
例
を
挙
げ
て
、
作
歌
の
実
際
を
説
こ
う
と
し
た
と
み
る
萩
谷
朴
の
説
噸
、
賛
否
は
あ
る
も
の
の
、　
一
面
に
お
い
て
は
容
認
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
と
思
う
。

和
歌
を
連
ね
た
だ
け
で
は
、
そ
の
真
価
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
方
で
漢
詩
を
置
い
て
こ
そ
、
そ
の
存
在
が
強
調
さ
れ
、
和
歌
を
そ
れ

と
同
等
の
位
置
に
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
貫
之
が
意
図
し
た
こ
と
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
な
お
私
は
、
「実
録
体
と
し
て
の
漢

文
が
対
置
さ
れ
、
乗．
り。
越．
え。
ら。
れ．
る。
べ。
き．
も．
の。
「
と
か
、
「和
歌
を
唐
詩
に
対
比
し
て
和．
歌．
の。
優．
位．
性。
を
示
そ
う
と
し
た
」
と
か
と
は
考
え
て

い
な
い
。
作
者
は
、　
一
方
で
漢
文
体
の
優
れ
た
面
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
し
和
文
体
の
形
成
に
お
い
て
は
、
和
歌
の
存
在
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
と
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
三
井
幸
助
は
、

貫
之
は
歌
を
作

っ
て
自
ら
楽
し
む
と
い
う
単
な
る
風
流
詩
人
で
な
く
、
和
歌
を
漢
詩
と
対
立
せ
し
め
て
日
本
文
化
の
荷
担
者
た
ら
し
め
る

こ
と
を
理
想
と
し
た
歌
学
者
で
あ
る
。

と
言
拠
が
、
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。



③

次
に
、
朧
化
の
問
題
に
つ
い
て
及
ん
で
お
き
た
い
。

繰
り
返
し
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
私
は

「土
佐
日
記
』
の
冒
頭
の
一
文
、

を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
を
む
な
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り

の

「男
」
も
、
そ
し
て
仮
託
の
資
格
た
る

「女
」
も
、
貫
之
自
身
を
朧
化
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
後
に
続
く
所
だ
が
、

０

そ
れ
の
と
し
の
し
は
す
の
は
つ
か
あ
ま
り
ひ
と
ひ
の
ひ

と
、
日
付
け
を
漠
然
と
提
示
し
た
り
、

０

け
ふ
、
わ
り
ご
も
た
せ
て
き
た
る
ひ
と
、
そ
の
な
な
ど
ぞ
や
、
い
ま
お
も
ひ
い
で
ん
。

等
の
、
い
わ
ば
悦
け
た
記
述
を
し
て
み
せ
た
り
す
る
試
み
は
、
あ
る
面
で
事
実
を
記
録
す
る
建
前
の
日
記
と
し
て
、

の
を
感
じ
る
。
も
っ
と
も
、

０

四
日
。
か
ぜ
ふ
け
ば
、
え
い
で
た
ヽ
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（承
平
五
年

一
月
四
日
）

の

五
日
。
か
ぜ
な
み
や
ま
ね
ば
、
な
ほ
お
な
じ
と
こ
ろ
に
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
（同

一
月
五
日
）

０

六
日
。
き
の
ふ
の
ご
と
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同

一
月
六
日
）

の

十
二
日
。
あ
め
ふ
ら
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同

一
月
十
二
日
）

０

十
三
日
の
あ
か
つ
き
に
、
い
さ
ゝ
か
あ
め
ふ
る
。
し
ば
し
あ
り
て
や
み
ぬ
。
（同

一
月
十
三
日
）

等
の
日
付
け
の
記
載
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
い
て
天
候
を
述
べ
る
あ
た
り
は
、
一言
う
ま
で
も
な
く
、
記
録
と
し
て
の
漢
文
体
の
日
記
、
例
え
ば

②

承
平
四
年
正
月
五
日
、
丙
子
、
朝
間
雨
降
、
午
時
天
晴
。
　

　

（群
書
類
衆
本

『九
条
殿
記
し

の

〔
寛
弘
元
年
二
月
〕
六
日
、
雪
深
。　
　
　
　
　
　
　
　
（大
日
本
古
記
録
本

『御
堂
関
白
記
し

の

〔
安
貞
元
年

〕
入
月
十
八
日
、
天
晴
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（時
雨
亭
文
庫
本

『明
月
記
し

一
人
五

（承
平
五
年

一
月
七
日
）

詢
に
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
も



一
人
六

な
ど
の
形
式
を
受
け
継
い
だ
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
「明
ら
か
に
わ
ざ
わ
ざ
日
附
け
を
書
い
て
項
目
を
起
す
必
要
な
ど
認
め
ら
れ
な
い
に
も

拘
ら
ず
、
丹
念
に
記
録
し
て
い
る
」
の
と
は
少
し
違
う
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
実
記
と
し
て
の
日
記
の
性
格
を
残
す
た

め
に
は
実
に
巧
み
な
手
法
だ
か
ら
で
あ
つ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
記
述
の
事
実
関
係
を
疑
う
余
地
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

登
場
人
物
に
お
け
る
記
述
方
法
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
「
ふ
ぢ
は
ら
の
と
き
ざ
ね
」
「
や
ぎ
の
や
す
の
り
」
「は
せ
べ
の
ゆ
き
ま
さ
」
「た
ち
ば

な
の
す
ゑ
ひ
ら
」
と
い
つ
た
、
具
体
的
に
実
在
す
る
者
と
し
て
の
名
前
を
挙
げ
て
実
録
ら
し
い
ス
タ
ン
ス
を

一
方
で
置
き
、
「あ
る
人
」
「船
君
」

「あ
る
女
」
「心
知
れ
る
人
」
「
ゆ
く
人
」
「あ
る
童
」
な
ど
が
資
格
的
に
は
何
れ
も
ま
つ
た
く
同
じ
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朧
化
し
た

人
物
と
し
て
作
品
中
に
登
場
さ
せ
、
こ
れ
と
対
置
さ
せ
る
。
要
す
る
に
、
作
者
は
事
実
の
中
に
、
そ
れ
と
相
い
対
す
る
虚
構
を
置
い
て
、
そ
の

「虚
」
と

「実
」
が
織
り
成
す

一
つ
の
作
品
世
界
を
構
築
せ
ん
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
菊
池
靖
彦
は
、

虚
実
混
交
に
よ
る
仮
名
文
の
特
質
は
、
漢
文
の
客
観
的
事
実
性
に
対
す
る
主
観
的
真
実
性
に
あ
る
。

と
開
陳
し
て
い
る
樋
、
詢
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
ま
ず
動
か
な
い
説
と
言
う
他
な
い
。

④

最
後
に
も
う

一
つ
だ
け
、
事
実
に
対
す
る
虚
構
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。
具
体
的
な
例
と
し
て
、
次
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。

０

八
日
。
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
、
な
ほ
お
な
じ
と
こ
ろ
な
り
。
Ｊ
川
洲
＝
つ―
剖
国
引
引
―こ―
刻
劇
引
。
こ
れ
を
み
て
、
な
り
ひ
ら
の
き
み
の
、

。
「や
ま
の
は
に
げ
て
い
れ
ず
も
あ
ら
な
ん
。」
と
い
ふ
う
た
な
ん
お
も
ほ
ゆ
る
。
も
し
う
み
べ
に
て
よ
ま
ま
し
か
ば
、
「
な
み
た
ち
さ
へ

て
い
れ
ず
も
あ
ら
な
ん
。」
と
も
よ
み
て
ま
し
や
。
い
ま
こ
の
う
た
を
お
も
ひ
い
で
て
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
り
け
る
、

コ
“
彼
３
ヨ
９
郵
欲
“
電
¨
郷
蠍
（
電
螢
ぶ
戦
噺
α
“
あ
な
る
は
”
那
は
当
嘱
崚
“
と
や
。　
　
　
　
　
　
　
（承
平
五
年
一月
八
日
）

文
中
に

「今
宵
、
月
は
海
に
ぞ
入
る
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
こ
の
日
の
停
泊
地
か
ら
海
側
に
沈
む
月
な
ど
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
明



ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
そ
の
考
証
が
誤
り
だ
っ
た
と
し
て
も
、
海
を
同
じ
方
角
に
見
る

一
月
二
十
日
の
地
で
は
、

の

は
つ
か
の
、
よ
の
つ
き
い
で
に
け
り
。
や
ま
の
は
も
な
く
て
、
う
み
の
な
か
よ
り
ぞ
い
で
ぐ
る
。
か
う
や
う
な
る
を
み
て
や
、
む
か
し
、

あ
べ
の
な
か
ま
ろ
と
い
ひ
け
る
ひ
と
は
、
も
ろ
こ
し
に
わ
た
り
て
、
か
へ
り
き
け
る
と
き
に
、
ふ
ね
に
の
る
べ
き
と
こ
ろ
に
て
、
か
の

く
に
ひ
と
、
む
ま
の
は
な
む
け
し
、
わ
か
れ
を
し
み
て
、
か
し
こ
の
か
ら
う
た
つ
く
り
な
ど
し
け
る
。
あ
か
ず
や
あ
り
け
ん
、
は
つ
か

の
、
よ
の
つ
き
い
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
の
つ
き
は
う
み
よ
り
ぞ
い
で
け
る
。
こ
れ
を
み
て
ぞ
、
な
か
ま
ろ
の
ぬ
し
、
「わ
が
く
に

に
か
か
る
う
た
を
な
む
、
か
み
よ
よ
り
か
み
も
よ
ん
た
び
、
い
ま
は
か
み
な
か
し
も
の
ひ
と
も
、
か
う
や
う
に
わ
か
れ
を
し
み
、
よ
ろ

こ
び
も
あ
り
、
か
な
し
び
も
あ
る
と
き
に
は
よ
む
。」
と
て
、
よ
め
り
け
る
う
た
、

あ
を
う
な
ば
ら
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
か
す
が
な
る
み
か
さ
の
や
ま
に
い
で
し
つ
き
か
も
と
ぞ
よ
め
り
け
る
。
・・・―
，共
中
略
）
…
…

み
や
こ
に
て
や
ま
の
は
に
み
し
つ
き
な
れ
ど
な
み
よ
り
い
で
て
な
み
に
こ
そ
い
れ

（承
平
五
年

一
月
二
十
日
）

と
全
く
逆
の
、
つ
ま
り
海
側
か
ら
月
の
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。

②
の
場
面
で
作
者
は
、
在
原
業
平
の
、

飽
か
な
く
に
ま
だ
き
の
月
の
隠
る
る
か
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
　
　
　
　
　
　
　
　
（『古
今
和
歌
集
』
雑
歌
上
　
八
八
四
）

を
思
い
出
し
、
当
地
で
な
ら
差
し
詰
め

「波
立
ち
さ
へ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
ん
」
と
で
も
詠
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
と
言
う
。

一
種
の
諸
譴
さ
を
披

涯
す
る
た
め
に
は
、
月
は
山
側
で
な
く
ど
う
し
て
も
海
の
方
に
沈
ん
で
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

の
も
、
本
質
的
に
は
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
旅
の
直
中
に
あ
る
作
者
は
、
自
分
の
今
の
身
の
上
を
阿
部
仲
麻
呂
の
婆
に
ダ
ブ
ら
せ
て
、
彼
が

唐
土
で
詠
ん
だ

青
海
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『古
今
和
歌
集
』
轄
旅
歌
　
四
〇
六
）

一
人
七



一
八
八

の
和
歌
に
因
ん
で
、
こ
こ
は
敢
え
て
月
が
海
の
中
か
ら
出
る
と
い
う
設
定
に
し
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
思
い
は
更
に
発
展
し
、
共
に

「あ
る
人
」
に
仮
託
し
て
、
貫
之
自
ら
が

一
首
詠
む
。

要
す
る
に
、
事
実
と
し
て
の
月
の
出
、
若
し
く
は
月
の
入
り
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
実
録
と
し
て
の
和
歌
③

が
想
起
さ
れ
、
そ
れ
が
動
機

と
な
っ
て
和
歌
⑤

が
生
じ
る
。
展
開
と
し
て
は
至
っ
て
単
純
だ
が
、
何
れ
に
し
て
も
和
歌
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
で
、
そ
の
た
め
の
状
況
設

定
は
自
由
に
改
め
ら
れ
、
事
実
で
あ
る
か
虚
構
で
あ
る
か
は
、
も
は
や
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
問
う
必
要
も
な
い
。
和
歌
を
中
心
に
し
た

「虚
」
に
対
す
る

「実
」
の
混
交
は
、
和
文
体
を
形
成
す
る
た
め
に
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
『土
佐
日
記
』
の
ね
ら
い
は
そ
こ
に
こ
そ
あ
っ

た
と
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

四

紀
貫
之
は
、
和
文
体
形
成
の
前
に
あ
っ
て
常
に
漢
文
体
を
意
識
し
て
い
た
。
『土
佐
日
記
』
で
は
、
漢
文
体
に
お
け
る
漢
字

・
漢
語
と
漢
文

の
措
辞
法
が
、
和
文
体
に
お
け
る
平
仮
名

・
和
語
と
固
有
の
文
法
に
対
置
さ
れ
、
漢
詩
と
同
じ
位
置
に
引
き
上
げ
る
べ
く
和
歌
を
中
心
に
据
え

た
。
漢
文
訓
読
語
や
敬
語
の
使
用
が
、
和
文
体
に
お
い
て
特
殊
な
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
た
。
実
記
と
し
て
の
日
記
の
性
格
を
残
す
た

め
、
記
録
に
あ
る
よ
う
な
日
付
け
や
天
候
の
状
況
お
よ
び
具
体
的
な
人
名

。
地
名
を
置
き
な
が
ら
、
そ
う
し
た
も
の
を
朧
化
し
た
面
も
露
出
さ

せ
る
。
さ
ら
に
、
事
実
の
記
事
や
偽
ら
ざ
る
心
情
を
述
べ
、　
一
方
で
作
り
物
語
と
質
的
に
同
じ
レ
ベ
ル
で
の
虚
構
を
置
く
。
諧
諺
性
や
社
会
風

刺
も
ま
た
、
言
う
な
れ
ば
そ
の
一
環
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
試
み
か
ら

「和
文
体
」
形
成
に
対
す
る
彼
の
構
想
は
、
ひ
と
ま
ず

完
結
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
仮
名
文
の
実
例
と
し
て
の
成
功
を
み
た
の
で
あ
る
。



注
（
１
）
『古
事
記
』
の
訓
読
文
は
、
小
林
芳
規
に
よ
る

（『日
本
思
想
大
系
１
　
古
事
記
』
８
田

・
２
月
）。

（２
）
亀
井
孝

「古
事
記
は
　
よ
め
る
か
―
―
散
文
の
部
分
に
お
け
る
字
訓
お
よ
び
い
は
ゆ
る
訓
読
の
問
題
―
―
」
翁
古
事
記
大
成
　
３
』
８
瑠

ｏ
ｌ２
月
）
・
山

口
佳
紀

『古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』
貧
８
ｏ
ｏ
９
月
）
１３
‐
６６
頁
。
そ
の
他
。

（３
）
三
井
幸
助

『日
記
文
学
の
研
究
』
貧
８
凱
・
１０
月
）
８．
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
４
）
以
下

『土
佐
日
記
』
の
引
用
は
、
青
籍
書
屋
本
を
底
本
に
し
て
い
る

『日
本
古
典
文
学
大
系
２０
』
に
拠
る
。
た
だ
し
編
者
が
他
本
を
参
照
し
て
加
除
等

の
処
理
を
し
て
い
る
場
合
は
、
元
の
通
り
戻
し
て
底
本
の
通
り
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
５
）
萩
谷
朴

『土
佐
日
記
全
注
釈
』
貧
８
一
ｏ
８
月
）
５２
頁
。

（６
）
『橘
守
部
全
集
　
第
七
巻
』
含
０
ド

・
１０
月
）
田
伽
頁
。

（
７
）
清
水
泰

「土
佐
日
記
の
女
性
仮
託
説
を
排
す
」
翁
立
命
館
大
学
』第
７０
７‐
７２
号
、
いＲ
ｏ
。
１０
月
）

。
津
本
信
博

「
『土
佐
日
記
』
の
俳
諧
歌
的
文
体
」

翁
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１３
　
土
佐
日
記
』
Ｈ８
ｏ
・
９
月

「月
報
し

そ
の
他
。

（８
）
無
意
識
的
な
使
用
と
考
え
る
説
と
し
て
、
築
島
裕

「土
佐
日
記
と
漢
文
訓
読
」
翁
新
註
国
文
学
叢
書
　
土
佐
日
記
』
８
望

・
１２
月
）そ
の
他
。
意
図
的
な

使
用
と
考
え
、
そ
の
目
的
を
①

「お
か
し
さ
」
の
表
現
と
み
る
遠
藤
嘉
基

「貫
之
の

『文
体
と
表
現
意
識
Ｌ

（『京
都
大
学
文
学
部
五
十
周
年
記
念
論
集
』

８
８

。
１１
月
）

②
堅
苦
し
さ
、
勿
体
ぶ
っ
た
言
動
、
荘
重
な
ど
、
叙
述
描
写
の
必
要
に
応
じ
た
有
効
な
表
現
と
み
る
萩
谷
朴

『
土
佐
日
記
全
注
釈
』

【８
一
・
８
月
）
そ
の
他
。

（９
）
「仰
す
」
は
数
え
て
い
な
い
。

（
１０
）
小
松
英
雄

『仮
名
文
の
原
理
』
貧
０
田

・
８
月
）

（
１１
）
小
林
芳
規

「平
安
時
代
の
平
仮
名
文
の
表
記
様
式
―
―
語
の
漢
字
表
記
を
主
と
し
て
―
―
」
亀
国
語
学
』
第
４
、

４５
集

【８
い
。
３
、
６
月
）

（
‐２
）
注

（
■
）
文
献
。

（
‐３
）
日
本
大
学
文
理
学
部
国
文
学
研
究
室

『土
佐
日
記
総
索
引
』
８
Ｑ

・
７
月
）
ら
０
頁
以
下
。
た
だ
し
、
数
値
は
私
が
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
‐４
）
「樟
は
穿
つ
波
の
上
の
月
を
。
船
は
圧
ふ
海
の
仲
の
空
を
」
は
、
『詩
人
玉
屑
』
巻
十
五
に
ひ
く
買
島
の
詩

「悼
穿
波
底
月
、
肛
圧
水
中
夫
」
で
あ
り
、

「
日
を
望
め
ば
都
遠
し
」
は
、
『李
太
白
詩
集
』
巻
十
五
に
み
る
李
自
の
詩
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
‐５
）
萩
谷
朴

「土
佐
日
記
は
歌
論
書
か
」
翁
国
語
と
国
文
学
』
第
２５
巻
、
いＲ
∞
・
６
月
）

（
‐６
）
菊
池
靖
彦

「
『土
佐
日
記
』
解
説
」
翁
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１３
　
土
佐
日
記
』
８
８

・
９
月
）

一
人
九



一
九
〇

（・７
）
渋
谷
孝

「土
佐
日
記
に
お
け
る
和
歌
―
―
そ
の
意
義
と
機
能
―
―
」
翁
文
芸
研
究
』
第
２９
号
、
８
８

ｏ
７
月
）

（・８
）
注

（３
）
文
献
、

９９
頁
。

（
・９
）
近
藤

一
一
「
日
記
文
学
に
於
け
る
時
間
の
問
題
―
―
蜻
蛉
日
記
を
中
心
に
―
―
」
翁
国
語
国
文
学
報
』
【Ｒ
Ｎ
・
５
月
、
『日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
平

安
朝
日
記
Ｉ
』
い鶏
ド
・
３
月
に
拠
る
。
）

（２０
）
注

（１６
）
文
献
。


