
漢
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日
記
の
中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て

︱
﹃
小
右
記
﹄
を
中
心
に

︱

滝

沢

優

子

は
じ
め
に

三
十
年
近
く
﹃
小
右
記
﹄
を
読
ん
で
き
て
な
お
︑
や
は
り
苦
痛
で
あ
る
の
は
︑

儀
式
記
事
で
あ
る
︒

平
安
時
代
を
研
究
す
る
際
の
基
本
史
料
と
し
て
有
名
な
﹃
小
右
記
﹄
が
︑
記

主
小
野
宮
実
資
の
養
子
資
平
系
の
後
継
者
と
し
て
の
正
当
性
を
語
ら
せ
る
為
に

﹃
右
府
暦
記
﹄
を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
た
物
語
だ
と
い
う
の
が
︑
筆
者
の
立
場
で

あ
る
が①

︑
そ
の
中
で
少
な
か
ら
ぬ
分
量
を
占
め
る
儀
式
記
事
の
扱
い
は
難
し
い
︒

感
情
表
現
の
乏
し
さ
︑
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
記
述
︑
無
味
乾
燥
︑
と
言
う
の
が
も

っ
ぱ
ら
の
評
価
で
︑
こ
れ
が
中
核
を
成
す
が
故
に
長
く
漢
文
日
記
は
﹁
文
学
﹂

の
範
疇
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
た②

原
因
で
も
あ
る
︒
漢
文
日
記
を
初
め
て
文
学

作
品
と
し
て
扱
う
べ
く
主
張
し
た
石
田
吉
貞
氏③

も
︑﹁
朝
儀
典
礼
を
主
と
し
た

記
録
が
︑
は
た
し
て
文
学
で
あ
り
得
る
か
と
い
う
点
﹂
を
問
題
視
さ
れ
︑﹁
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
か
ら
慎
重
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
い
︑

そ
の
扱
い
の
難
し
さ
を
吐
露
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
﹁
お
よ
そ
漢
文
日
記
は
︑

朝
儀
典
礼
と
そ
れ
以
外
の
部
分
と
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
文

学
性
の
考
察
も
︑
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
別
々
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
し
て
︑
ま
ず
朝
儀
典
礼
以
外
の
部
分
を
文
学
と
認
め
た
上
で
︑﹁
朝
儀
こ
そ

公
家
貴
族
に
と
っ
て
︑
も
っ
と
も
真
剣
な
生
活
﹂
で
︑
﹁
貴
族
と
し
て
の
誇
り

と
生
き
が
い
と
を
感
じ
る
ほ
ど
の
意
義
あ
る
生
活
で
あ
っ
た
﹂
と
し
て
︑
こ
れ

を
﹁
真
の
文
学
で
あ
る
﹂
と
断
じ
る
に
至
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
石
田
氏
は

朝
儀
が
衰
退
し
︑
典
範
意
識
が
稀
薄
に
な
っ
た
中
世
の
漢
文
日
記
の
方
が
︑
後

代
の
典
範
と
し
て
朝
儀
や
宮
廷
生
活
を
記
録
し
た
︑
家
の
記
録
と
し
て
の
態
度

が
強
い
中
古
の
漢
文
日
記
よ
り
も
︑
生
活
を
記
録
す
る
故
に
文
学
性
が
強
い
︑

と
い
う
矛
盾
と
も
取
れ
る
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
お
ら
れ
る
︒
石
田
氏
の
後
に
︑

漢
文
日
記
の
文
学
性
を
認
め
る
論
を
出
さ
れ
た
位
藤
邦
生
氏④

は
︑
認
定
の
基
準

漢
文
日
記
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中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て
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を
読
者
の
感
動
に
置
き
︑
具
体
的
に
儀
式
記
事
を
扱
う
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒

い
づ
れ
も
中
世
の
漢
文
日
記
を
中
心
に
論
じ
て
い
て
︑﹃
小
右
記
﹄
が
含
ま
れ

る
中
古
の
漢
文
日
記
は
︑
異
な
る
体
質
を
持
つ
と
い
う
見
解
で
あ
る
︒
で
は
︑

中
古
の
代
表
的
な
漢
文
日
記
﹃
小
右
記
﹄
の
儀
式
記
事
に
文
学
性
は
あ
る
の
だ

ろ
う
か
︒
筆
者
自
身
は
感
動
し
た
こ
と
は
無
い
の
だ
が
︑
感
動
以
外
の
基
準
も

あ
っ
て
然
る
べ
き
か
と
思
う
の
で
︑
文
学
性
を
認
め
る
方
法
を
模
索
し
て
み
た

い
︒

一
︑

﹃
小
右
記
﹄
を
史
料
︵
資
料
︶
や
デ
ー
タ
と
し
て
で
な
く
︑
個
人
の
一
回
性

の
経
験
と
し
て
通
読
す
る
う
ち
に
︑
面
白
い
と
感
じ
る
記
事
が
い
く
つ
か
あ
っ

た
︒﹃
大
日
本
古
記
録

小
右
記
﹄
を
用
い
︑
具
体
例
を
紹
介
し
て
説
明
を
試
み

た
い
︒長

和
元
年
五
月
十
五
日
条
︑
今
日
朝
座
堂
童
子
春
宮
亮
道
雅
・
少
納
言
能

信
﹇
已
上
四
位
︑
東
方
﹈︑
右
馬
頭
兼
綱
・
侍
従
資
平
﹇
已
上
四
位
︑
西

方
﹈︑
以
雲
上
四
品
被
宛
堂
童
子
︑
不
可
然
歟
︑
抑
道
雅
置
笏
︑
能
信
解

釼
︑
欲
着
座
︑
而
卿
相
指
示
︑
令
把
笏
帯
釼
後
着
座
︑
資
平
遥
目
︑
仍
示

不
可
解
釼
之
由
︑
已
得
此
色
︑
兼
綱
相
共
同
乍
帯
釼
着
座
︑
無
誤
失
︑

東
方
の
堂
童
子
を
務
め
る
道
雅
と
能
信
は
︑
笏
を
置
い
た
り
釼
を
解
い
た
り

し
て
座
ろ
う
と
し
て
い
た
︒
ど
ち
ら
も
実
資
の
有
職
故
実
の
知
識
に
照
ら
せ
ば

先
例
に
外
れ
た
行
為
で
あ
る
︒
こ
れ
を
見
た
実
資
は
同
じ
く
堂
童
子
と
し
て
西

方
に
い
る
養
子
の
資
平
が
気
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
資
平
の
方
を
見
る
と
︑

資
平
が
遥
か
に
目
で
確
認
を
求
め
て
い
る
︒
釼
を
解
く
べ
き
で
な
い
と
仕
草
で

示
し
た
と
こ
ろ
︑
直
ぐ
に
了
解
し
た
様
子
で
一
緒
に
い
た
兼
綱
と
共
に
釼
を
帯

び
た
ま
ま
座
に
着
し
た
︒
誤
失
は
無
か
っ
た
︒

距
離
の
あ
る
実
資
と
資
平
と
の
ア
イ
コ
ン
タ
ク
ト
が
印
象
的
な
記
事
で
あ
る
︒

見
え
て
い
る
の
に
声
に
し
て
指
示
を
仰
げ
な
い
資
平
の
も
ど
か
し
さ
︑
指
示
し

た
も
の
の
伝
わ
る
の
か
心
許
な
い
実
資
︒
﹁
色
﹂
と
表
現
す
る
ほ
か
な
い
彼
我

の
隔
た
り
︒
緊
張
感
か
ら
一
転
し
て
訪
れ
る
安
堵
感
︑
と
緩
急
が
絶
妙
で
あ
る
︒

身
内
同
士
が
朝
廷
に
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
当
時
︑
こ
う
し
た
経
験
は
広

く
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
儀
式
記
事
を
書
く
人
々
の
根
本
に
は
︑
押
し

並
べ
て
こ
の
よ
う
な
感
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
伺
わ
せ
る
︒
事
実
の
羅

列
を
し
て
い
る
意
識
は
無
く
て
︑
感
情
の
起
伏
が
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
記
述

も
し
︑
読
み
も
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

治
安
元
年
七
月
廿
五
日
条
︑
実
資
の
任
右
大
臣
大
饗
の
後
に
行
わ
れ
た
教
通

の
任
内
大
臣
大
饗
に
於
い
て
︑
経
通
︵
実
資
甥
︑
実
資
の
養
子
資
平
の
実
兄
︶

と
資
平
の
行
動
が
良
い
評
価
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
︒

余
自
南
階
退
下
間
︑
両
宰
相
︵
経
通
・
資
平
︶
従
地
下
進
出
︑
分
居
足
下
︑

後
聞
︑
上
達
部
云
︑
太
有
威
光
事
也
者
︑

実
資
が
殿
舎
か
ら
階
梯
を
降
り
南
庭
に
到
る
時
︑
経
通
と
資
平
の
二
人
が
地

漢
文
日
記
の
中
の
儀
式
記
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に
つ
い
て
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上
か
ら
進
み
出
て
実
資
の
左
右
に
分
か
れ
て
控
え
た
︒
そ
の
振
る
舞
い
に
よ
っ

て
実
資
の
威
光
が
強
く
感
じ
ら
れ
た
︑
と
或
る
人
か
ら
聞
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

﹃
西
宮
記
﹄﹃
北
山
抄
﹄
を
見
て
も
︑
主
人
の
所
作
や
尊
者
が
階
を
降
っ
て
庭
に

立
つ
等
の
事
は
書
い
て
あ
る
が
︑
付
き
従
う
者
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
べ

き
か
ま
で
は
筆
が
及
ん
で
い
な
い
︒﹃
小
右
記
﹄
の
書
き
振
り
か
ら
し
て
︑
口

伝
や
教
命
に
従
っ
た
と
い
う
よ
り
も
︑
実
資
や
経
通
︑
資
平
が
工
夫
し
相
談
し

た
結
果
の
演
出
方
法
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
実
の
子
を
朝
廷
に
送
る
こ
と

の
無
か
っ
た
実
資
が
︑
共
に
公
卿
に
列
せ
ら
れ
た
甥
二
人
を
左
右
の
足
下
に
控

え
さ
せ
て
い
る
光
景
は
︑
確
か
に
威
厳
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

盛
儀
の
演
出
と
し
て
好
意
的
に
批
評
さ
れ
︑
実
資
も
そ
れ
に
満
足
し
て
日
記
に

記
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
各
人
の
工
夫
が
新
た
な
先
例
を
生
み
出
し
︑
そ

う
し
た
情
報
を
求
め
て
日
記
が
珍
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

万
寿
四
年
七
月
廿
六
日
条
︑
実
資
が
上
卿
を
務
め
た
﹁
擬
近
奏
﹂
の
儀
式
の

最
中
に
︑
版
位
︵
官
人
の
立
ち
位
置
を
示
す
標
︶
を
撤
収
す
る
指
示
を
出
す
の

を
忘
れ
て
次
に
進
ん
で
し
ま
っ
た
︒

左
大
将
︵
教
通
︶
先
取
奏
披
見
︑
了
不
取
杖
挿
奏
状
︑
例
事
也
︑
禅
閤
教

訓
云
々
︑
更
取
書
杖
参
上
︑
付
内
侍
着
座
︑
余
搢
笏
取
奏
披
見
︑
了
取
杖

目
録
挿
参
上
︑
頗
屈
行
跪
居
︑
膝
行
従
簾
下
指
入
︑
内
侍
待
取
︑
余
退
去

抜
笏
小
揖
復
座
︑
内
侍
排
御
屏
風
示
気
色
︑
余
起
座
着
簾
下
座
︑
不
取
版

位
︑
目
宰
相
令
催
仰
︑
頃
之
左
将
監
良
信
取
版
位
︑
良
久
無
事
︑
令
催
出

居
并
円
座
等
事
︑

傍
に
控
え
て
い
た
資
平
に
目
く
ば
せ
し
︑
下
部
へ
の
指
示
を
出
さ
せ
た
と
こ

ろ
︑
左
将
監
良
信
が
頃
合
い
を
見
計
ら
っ
て
版
位
を
取
り
に
行
き
︑
無
事
に
儀

式
を
終
え
た
の
で
あ
る
︒
衆
人
環
視
の
儀
式
中
に
言
葉
に
し
て
直
接
指
示
を
出

す
の
は
見
苦
し
い
︒
か
と
い
っ
て
放
置
す
れ
ば
失
儀
と
な
り
︑
無
能
の
誹
り
を

免
れ
な
い
︒
こ
ん
な
時
に
役
立
つ
の
は
気
脈
を
通
じ
た
家
人
や
ミ
ウ
チ
で
あ
る
︒

儀
式
を
無
事
に
行
い
済
ま
す
た
め
に
は
︑
先
例
に
通
じ
た
身
内
や
下
部
が
必
須

だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

二
︑

こ
う
し
た
あ
る
種
の
離
れ
技
を
可
能
に
す
る
の
は
︑
日
頃
の
人
間
関
係
が
重

要
で
あ
る
︒
京
楽
真
帆
子
氏
に
牛
車
へ
の
同
車
と
人
間
関
係
の
研
究
が
あ
り⑤

︑

そ
れ
に
拠
れ
ば
実
資
と
資
平
の
同
車
率
の
高
さ
は
︑
三
二
〇
例
中
二
三
六
例
と

群
を
抜
い
て
多
い
︒
こ
れ
を
京
楽
氏
は
︑
﹁
後
見
し
︑
さ
れ
る
関
係⑥

﹂
と
い
い
︑

乗
せ
ら
れ
る
方
の
政
治
的
な
メ
リ
ッ
ト
を
強
調
さ
れ
る
の
だ
が
︑
乗
せ
る
方
に

も
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
緊
密
な
連
携
が
緊
急
事
態
へ
の
円

滑
な
対
応
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
猶
︑
実
資
の
車
に
養
子
の
資
平
が
同

車
す
る
の
は
︑
資
平
が
後
継
者
と
目
さ
れ
る
人
物
だ
っ
た
故⑦

と
い
う
よ
り
は
︑

そ
れ
が
彼
の
役
割
︵
業
務
︶
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
資
平
の
実
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兄
の
経
通
が
実
資
の
車
に
同
乗
す
る
例
は
九
例
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
四
例
は
資

平
自
身
の
触
穢
や
家
族
の
病
気
に
よ
っ
て⑧

︑
同
乗
の
職
務
を
果
た
せ
な
か
っ
た

理
由
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
︑
こ
れ
の
穴
を
埋
め
る
形
で
の
奉
仕
と
思
わ
れ
る
︒

他
の
五
例
に
つ
い
て
は
全
て
︑
行
き
先
が
摂
関
家
か
︑
摂
関
家
が
主
催
す
る
行

事
へ
の
参
入
時
で
あ
る
︒
彰
子
の
宮
司
を
務
め
︑
摂
関
家
と
近
し
か
っ
た
経
通

を
同
車
さ
せ
る
こ
と
で
︑
事
前
に
先
方
の
情
報
を
得
る
ほ
か
に
︑
取
次
ぎ
を
ス

ム
ー
ズ
に
進
め
得
る
等
の
利
が
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
︒
実
資
と
資
平
は
︑
主

従
関
係
に
近
い
関
係
性
を
持
ち
︑
不
断
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
事
で
︑

公
事
の
円
滑
な
運
営
に
役
立
て
て
い
た
と
考
え
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
う
︒

そ
し
て
官
僚
・
官
人
内
に
息
の
か
か
っ
た
人
間
が
多
数
い
た
方
が
有
利
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
︒
儀
式
を
成
功
さ
せ
ら
れ
る
能
力
と
は
︑
官
人
ら
を
支
配
す

る
能
力
で
あ
っ
た
と
も
言
い
換
え
得
る
︒
儀
式
の
成
否
は
︑
人
望
の
有
無
や
下

部
の
統
率
力
と
も
無
関
係
で
は
無
か
っ
た
は
ず
で
︑
日
頃
の
仕
事
ぶ
り
の
表
れ

と
し
て
見
ら
れ
か
ね
な
い
以
上
︑
神
経
を
尖
ら
せ
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で

あ
っ
た
︒

三
︑

ま
た
︑
有
職
故
実
が
重
要
視
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
︑
儀
式
の
進
め
方

が
﹁
目
﹂
や
﹁
気
色
﹂
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
事
が
少
な
く
な
か
っ
た
事
を
挙
げ

て
お
き
た
い
︒

治
安
三
年
二
月
十
日
︑
実
資
が
執
り
行
う
除
目
の
儀
が
あ
っ
た
︒
残
念
な
が

ら
現
在
に
伝
わ
る
﹃
小
右
記
﹄
は
こ
の
日
の
記
録
を
失
っ
て
い
る
︒
た
だ
︑
後

の
世
代
の
日
記
や
儀
式
書
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
実
資
が
務

め
る
除
目
の
執
筆
を
︑
資
平
に
代
行
さ
せ
た
と
い
う
︒
﹃
大
日
本
古
記
録
﹄
が

逸
文
と
し
て
挙
げ
た
﹁
魚
魯
愚
別
録
﹂
に
は
﹁
中
山
抄
﹂
か
ら

次
候
関
白
気
色
ニ
ハ
︑
正
笏
︑
西
面
ニ
テ
召
参
議
︑
三
位
ナ
ラ
ハ
︑
参
議

藤
原
朝
臣
ト
召
︑
⁝
我
子
息
儀
︑
治
安
三
年
小
野
右
府
記
云
︑
只
示
気
色
︑

卿
相
伝
示
之
︑
召
資
平
也
︑

﹁
或
秘
抄
﹂
か
ら
は

参
議
参
執
筆
後
︑
仰
曰
︑
院
宮
御
申
文
﹇
顧
座
下
仰
之
︑
]／
参
議
退
者
⁝

／
召
子
息
参
議
︑
﹇
要
抄
︑
治
安
三
︑
小
野
記
︑
只
示
気
色
也
︑
伝
召
之
︑

召
資
平
﹈
︑

﹁
除
目
抄
﹂
に
も
︑
同
様
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
て
︑
こ
の
件
を
後
代
の
人
々

が
か
な
り
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
る
︒﹁
名
門
の
出
身
と
い

う
の
み
な
ら
ず
︑
公
事
に
通
暁
し
た
ベ
テ
ラ
ン
の
公
卿
が
﹂
つ
と
め
る
﹁
羨
望

の
役
﹂
だ
っ
た
と
い
い⑨

︑
こ
う
し
た
事
情
か
ら
﹃
小
右
記
﹄
の
治
安
三
年
二
月

十
日
条
が
切
り
取
ら
れ
る
な
ど
し
て
消
滅
し
︑
代
わ
り
に
多
く
の
儀
式
書
に
引

か
れ
て
伝
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
逸
文
が
異
口
同
音
に
伝
え
る
の
は
︑

実
資
が
資
平
を
召
す
時
に
︑
官
人
を
介
さ
ず
﹁
た
だ
気
色
に
よ
﹂
っ
て
召
し
た

と
い
う
点
で
あ
る
︒
親
子
の
間
で
は
言
語
化
さ
れ
な
い
指
示
で
行
動
す
る
と
い

漢
文
日
記
の
中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て
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う
点
が
重
要
ら
し
い
︒
そ
こ
に
同
席
し
た
卿
相
が
気
付
い
て
伝
え
た
と
い
う
か

ら
︑
身
内
以
外
の
人
で
も
そ
れ
に
気
づ
く
勘
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
視
線
の
動
か

し
方
一
つ
︑
さ
り
げ
な
い
仕
草
の
一
つ
で
意
を
察
し
て
動
く
阿
吽
の
呼
吸
︑
拈

華
微
笑
の
境
地
︒
究
極
の
チ
ー
ム
プ
レ
ー
が
目
標
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

﹃
北
山
抄
﹄﹃
江
家
次
第
﹄
な
ど
儀
式
書
を
見
て
も
︑﹁
目
﹂
や
﹁
気
色
﹂
と
い

う
字
が
頻
繁
に
登
場
す
る⑩

︒
不
要
な
音
声
を
極
力
避
け
る
儀
式
中
︑
粛
々
と
進

行
す
る
為
に
は
参
加
者
全
員
が
式
次
第
を
熟
知
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
︒
和
を

乱
す
の
を
恐
れ
︑
事
前
の
準
備
を
入
念
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

四
︑

中
世
に
隆
盛
を
極
め
る
漢
文
日
記
だ
が
︑
男
性
貴
族
が
何
故
そ
れ
を
書
き
継

い
だ
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
︑
既
に
﹁
古
記
録
学
﹂
が
提
唱
さ
れ
︑
論
究
さ

れ
て
久
し
い
︒
斎
木
一
馬
氏⑪

︑
桃
裕
行
氏⑫

を
始
め
︑
と
り
わ
け
日
記
に
関
し
て

は
松
薗
斉
氏
が⑬

︑
近
年
で
は
思
文
閣
出
版
か
ら
﹃
日
記
・
古
記
録
の
世
界⑭

﹄
が

出
て
︑
多
士
済
々
が
こ
れ
を
論
じ
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
諸
賢
の
一
致
す
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
︑
漢
文
日
記
の
流
行
は
先
例
主
義
の
横
行
が
そ
の
所
以
で
あ
る
と

い
う
︒
儀
式
を
滞
り
な
く
行
う
事
が
貴
族
の
務
め
と
認
識
さ
れ
︑
失
態
を
犯
せ

ば
無
能
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
か
ら
︑﹁
家
﹂
の
成
立
と
相
俟
っ
て
︑
儀
式
の
一

挙
手
一
投
足
に
至
る
ま
で
詳
細
な
進
行
を
書
き
留
め
︑
後
裔
の
参
看
に
備
え
た

と
言
う
︒
こ
れ
ら
の
説
明
に
何
ら
異
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
︑
文
学

作
品
と
し
て
読
ん
だ
場
合
に
は
︑
付
け
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
事
が
あ
る
︒
そ
れ

は
中
国
古
典
か
ら
の
影
響
で
あ
る
︒

﹃
小
右
記
﹄
長
和
五
年
二
月
七
日
条
︑
後
一
条
天
皇
の
即
位
の
記
事
を
見
て

み
る
︒辰

始
剋
御
輿
﹇
鳳
輦
﹈︑
持
候
西
中
門
外
︑
但
可
進
供
之
方
事
以
資
平
令

申
摂
政
︑
ゝ
ゝ
云
︑
入
自
南
門
︑
暫
可
候
東
橋
東
頭
者
︑
仰
大
外
記
文
義

朝
臣
︑
令
開
南
門
入
御
輿
︑
此
間
公
卿
参
入
﹇
可
着
礼
服
之
公
卿
先
参
八

省
︑
各
在
息
幕
﹈
︑
御
出
時
辰
二
点
︑
而
及
三
点
︑
︵
中
略
︶
召
入
小
臣
於

小
安
殿
﹇
天
皇
着
御
礼
服
之
所
︑
玉
佩
二
垂
左
右
︑
綬
垂
御
前
異
臣
下

也
﹈︑︵
中
略
︶
天
皇
未
二
点
着
礼
服
把
笏
着
御
高
座
︑
内
侍
二
人
着
礼
服
︑

執
御
劔
・
璽
筥
置
御
座
左
︑
次
太
后
登
給
﹇
太
后
御
座
設
西
幔
内
︑
摂
政

座
設
東
幔
内
﹈
︑
此
間
公
卿
臨
大
極
殿
東
壇
見
物
︑
内
弁
給
下
名
二
省
︑

次
給
位
記
筥
等
儀
云
々
﹇
二
省
輔
代
并
執
筥
者
︑
相
共
経
左
仗
後
︑
下
自

龍
尾
道
東
階
︑
輔
代
者
到
昌
福
堂
南
︑
更
折
東
退
出
︑
執
筥
者
相
従
︑
更

又
持
還
︑
経
昌
福
堂
後
︑
出
自
同
堂
南
︑
就
案
下
置
筥
︑
須
下
龍
尾
道
東

階
置
案
也
︑
更
不
可
経
昌
福
堂
後
歟
︑
又
輔
代
不
可
下
龍
尾
道
歟
︑
伝
筥

了
直
可
退
出
歟
﹈
︵
以
下
略
︶

何
時
に
御
輿
を
用
意
し
︑
ど
の
方
角
に
何
を
置
く
か
な
ど
︑
細
か
く
書
き
記

し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
く
似
た
も
の
が

﹃
書
経
︵
尚
書
︶
﹄
﹁
顧
命
篇
﹂
に
あ
る⑮

︒
死
期
を
悟
っ
た
成
王
が
遺
言
し
た
後

漢
文
日
記
の
中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て
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崩
御
し
︑
康
王
の
即
位
の
礼
の
設
営
︑
即
位
の
礼
︑
諸
臣
・
諸
侯
の
朝
見
が
書

か
れ
て
い
る
︒
こ
の
中
の
即
位
の
礼
と
そ
れ
に
至
る
前
の
設
営
︑
朝
見
の
儀
式

を
語
る
文
章
が
︑
漢
文
日
記
の
儀
式
記
事
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
︒
な
お
︑

こ
の
﹁
顧
命
篇
﹂
は
︑
大
嘗
会
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る⑯

︒
王
麻
冕
輔
裳
︑
由
賓
階
隮
︒
郷
士
・
邦
君
︑
麻
冕
蟻
裳
︑
入
即
位
︒
太

保
・
太
史
・
太
宗
︑
皆
麻
冕
彤
裳
︑
太
保
承
介
圭
︑
上
宗
奉
同
︵
瑁
︶︑

由
阼
階
隮
︒
太
史
秉
書
︑
由
賓
階
隮
︒
御
王
冊
命
︑︵
王
は
麻
冕
輔
裳
し

て
︑
賓
階
由
り
隮
る
︒
卿
士
・
邦
君
は
︑
麻
冕
蟻
裳
し
︑
入
っ
て
位
に
即

く
︒
太
保
・
太
史
・
大
宗
は
︑
皆
麻
冕
彤
裳
し
︑
太
保
は
介
圭
を
承
げ
︑

上
宗
は
同
を
奉
げ
︑
阼
階
由
り
隮
る
︒
太
史
書
を
秉
り
︑
賓
階
由
り
隮
る
︒

王
に
御
っ
て
冊
命
し
て
︑
⁝
︶

即
位
す
る
王
や
郷
士
・
邦
君
の
衣
裳
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
昇
る
階
の
違
い
を
説
明
す

る
︒こ

の
前
段
部
の
︑
即
位
の
礼
の
場
の
設
営
の
記
述
も
︑
漢
文
日
記
に
影
響
を

与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

丁
卯
︑
命
作
冊
度
︒
越
七
日
癸
酉
︑
伯
相
命
士
須
材
︒
狄
設
輔
扆
・
綴
位
︒

牖
間
南
嚮
︑
敷
重
篾
席
︑
輔
純
︒
華
玉
・
仍
几
︒
西
序
東
嚮
︑
敷
重
厎
席
︑

綴
純
︒
文
具
・
仍
几
︒
東
序
西
嚮
︑
敷
重
豊
席
︑
画
純
︒
雕
玉
・
仍
几
︒

西
夾
南
嚮
︑
敷
重
筍
席
︑
玄
紛
純
︒
漆
・
仍
几
︒
越
玉
五
重
陳
宝
︑
赤

刀
・
大
訓
・
弘
璧
・
琬
琰
︑
在
西
序
︒
大
玉
・
夷
玉
・
天
球
・
河
図
︑
在

東
序
︒︵
丁
卯
︑
作
冊
に
度
る
こ
と
を
命
ず
︒
七
日
癸
酉
に
越
ん
で
︑
伯

相
史
に
材
を
須
︵
頒
︶
す
る
を
命
ず
︒
狄
は
輔
扆
・
綴
位
を
設
く
︒
牖
の

間
に
南
向
に
︑
重
蔑
席
を
敷
き
︑
純
を
輔
に
す
︒
華
玉
・
仍
几
あ
り
︒
西

序
に
東
向
き
に
︑
重
底
席
を
敷
き
︑
純
に
綴
り
す
︒
文
具
・
仍
几
あ
り
︒

東
序
に
西
向
き
に
︑
重
豊
席
を
敷
き
︑
純
に
画
く
︒
雕
玉
・
仍
几
あ
り
︒

西
夾
に
南
向
き
に
︑
重
筍
席
を
敷
き
︑
純
を
玄
紛
に
す
︒
漆
・
仍
几
あ
り
︒

越
に
玉
の
五
重
と
陳
宝
と
︑
赤
刀
・
大
訓
・
弘
璧
・
琬
琰
は
︑
西
序
に
在

り
︒
大
玉
・
夷
玉
・
天
球
・
河
図
は
︑
東
序
に
在
り
︒︶

即
位
に
関
連
す
る
記
事
で
は
な
い
が
︑
実
資
の
任
右
大
臣
大
饗
の
準
備
の
記

述
に
︑
こ
れ
に
似
た
記
述
が
あ
る
︒

治
安
元
年
七
月
廿
五
日
条
︑
但
余
家
儀
﹇
寝
殿
南
庇
為
上
達
部
座
︑
東
第

一
間
敷
尊
者
座
︑
土
敷
二
枚
︑
東
京
錦
縁
茵
︑
横
座
西
面
︑
其
座
後
并
母

座
南
西
庇
北
隔
等
簾
前
︑
皆
立
四
尺
屏
風
︑
又
尊
者
赤
木
机
二
脚
︑
机
面

白
絹
云
々
﹈︑
簀
薦
二
枚
︑
大
納
言
已
下
参
議
円
座
︑
端
色
皆
異
︑
大
納

言
・
参
議
南
屋
︑
尊
者
・
納
言
・
参
議
座
不
敷
菅
円
座
︑
依
苦
熱
︑
正
月

大
饗
敷
也
︑
納
言
已
下
前
赤
木
机
﹇
ゝ
面
白
絹
﹈︑
一
脚
︑
簀
薦
︑
尊
者

及
已
下
兼
立
机
弁
備
︑
但
不
居
飯
︑
有
儀
先
所
立
也
︑
如
太
相
︑
蓋
是
正

暦
例
也
︑
弁
・
少
納
言
在
座
在
西
庇
︑
南
上
東
面
︑
両
端
錦
畳
︑
黒
柿
机

﹇
机
面
黄
絹
﹈
︑
不
敷
簀
薦
︑
机
面
等
絹
色
依
正
暦
例
︑
天
慶
例
︑
弁
・
少

漢
文
日
記
の
中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て
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納
言
以
上
尊
者
机
面
皆
白
絹
︑
外
記
・
史
机
面
黄
絹
云
々
︑
後
案
猶
可
依

天
慶
例
︑
正
暦
例
不
慥
歟
︑
計
宜
所
行
歟
︑
外
記
・
史
座
西
対
南
庇
︑
東

上
対
座
﹇
南
北
相
対
﹈︑
綠
端
畳
︑
朴
木
榻
足
机
︑
ゝ
面
押
紙
﹇
天
慶
例

机
面
赤
絹
︑
可
依
此
例
﹈︑︵
以
下
略
︶

ど
ち
ら
も
場
を
整
え
る
為
︑
何
を
何
処
に
ど
ち
ら
向
き
に
置
く
か
︑
畳
の
縁

の
種
類
︑
机
の
面
の
絹
の
色
の
違
い
を
煩
わ
し
い
ほ
ど
に
順
述
す
る
︒
典
拠
と

す
る
も
の
は
︑﹃
書
経
﹄
に
限
ら
な
い
だ
ろ
う
︒﹃
小
野
宮
年
中
行
事
﹄﹁
追
儺
﹂

の
説
明
に
﹃
論
語
﹄
が
引
か
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
︒

論
語
第
五
巻
︒
郷
党
篇
曰
︒
郷
人
儺
︒
朝
服
而
立
於
阼
階
﹇
孔
安
国
曰
︒

儺
︒
駈
逐
疾
疫
鬼
也
︒
恐
驚
先
祖
故
︒
朝
服
立
於
廟
之
阼
階
也
﹈︒

中
国
古
典
が
有
職
故
実
の
源
流
に
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
︒

正
直
な
と
こ
ろ
︑
こ
う
し
た
記
録
的
︑
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
記
事
を
読
ん
で
感

動
す
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
︑
否
と
答
え
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
︒
単
な
る
記
録
に

過
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
れ
ば
︑
確
か
に
記
録
で
あ
る
︒
だ
が
︑
中
古
・
中
世
の
貴

族
達
が
学
ん
だ
﹃
書
経
﹄
は
︑
古
代
中
国
の
王
朝
の
成
立
の
様
を
こ
の
よ
う
な

形
式
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
実
資
が
こ
の
よ
う
に
儀
式
を
書
き
留
め
る

時
に
︑
聖
典
の
跡
を
辿
る
自
負
が
無
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
た
だ
︑
そ
こ

に
表
れ
た
一
つ
一
つ
の
事
象
が
何
と
対
応
し
︑
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
︑
浅

学
の
身
に
は
詳
ら
か
に
し
難
く
︑
博
雅
の
御
教
示
を
乞
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
儀

式
の
先
例
を
目
的
と
し
た
記
録
の
他
に
も
︑
範
と
仰
ぐ
古
典
の
世
界
に
連
な
る

行
為
と
し
て
︑
儀
式
を
通
し
て
物
語
を
再
現
す
る
こ
と
︑
そ
れ
を
書
き
記
す
こ

と
に
︑
特
別
な
意
義
を
見
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
少
な
く
と
も
︑

中
古
の
男
性
貴
族
に
と
っ
て
︑
儀
式
を
書
く
行
為
の
動
機
と
し
て
思
想
的
な
背

景
の
存
在
を
想
定
し
た
方
が
︑
後
に
﹁
古
記
録
学
﹂
と
称
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
を

成
立
せ
し
め
る
膨
大
な
数
量
の
漢
文
日
記
が
書
か
れ
た
理
由
を
説
明
出
来
る
の

で
あ
る
︒

ま
た
︑﹃
書
経
﹄
に
儀
式
記
事
が
存
在
す
る
以
上
︑
貴
族
ら
は
自
分
達
が
書

か
れ
る
存
在
で
あ
る
事
を
前
提
で
︑
儀
式
に
臨
ん
で
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

歴
史
書
に
書
か
れ
る
後
代
を
想
定
し
て
︑
盛
儀
に
臨
む
際
に
日
記
や
儀
式
書
が

必
要
と
な
っ
た
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
中
世
に
至
り
︑

国
史
が
編
纂
さ
れ
る
見
込
み
ま
で
も
が
失
わ
れ
る
と
︑
貴
族
ら
が
意
識
す
る
記

録
媒
体
が
︑
歴
史
書
か
ら
儀
式
書
へ
と
移
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
漢
文
日
記
や

そ
こ
か
ら
派
生
し
た
別
記
・
部
類
記
な
ど
の
儀
式
書
の
流
通
が
︑
よ
り
正
し
い

行
動
を
要
求
し
︑
そ
れ
が
更
に
詳
し
い
記
述
を
要
求
す
る
ス
パ
イ
ラ
ル
を
惹
き

起
こ
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

五
︑

さ
て
︑
余
談
の
よ
う
だ
が
﹃
書
経
﹄
中
に
見
え
る
﹁
河
図
﹂﹁
大
訓
﹂
は
︑

書
物
や
図
録
で
あ
る
︒
特
に
﹁
河
図
﹂
は
︑
河
か
ら
現
れ
た
天
の
意
思
を
書
き

記
し
た
書
で
あ
る
︒
﹃
易
﹄
繋
辞
伝
上
に
﹁
河

図
を
出
だ
し
︑
洛

書
を
出
だ

漢
文
日
記
の
中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て
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し
て
︑
聖
人
之
に
則
る
﹂
と
あ
る
︑
所
謂
﹁
緯
書
﹂
と
呼
ば
れ
る
予
言
書
で
あ

る⑰

︒
中
世
に
流
行
す
る
﹁
未
来
記
﹂
も
﹁
緯
書
﹂
の
一
種
で
あ
る⑱

︒
空
海
撰
述

の
﹃
文
鏡
秘
府
論⑲

﹄
北
巻
﹁
帝
徳
録
﹂
に
も
︑﹁
河
洛
﹂
の
他
﹁
図
録
﹂﹁
玉
匱

書
﹂﹁
丹
書
﹂
等
︑
明
ら
か
に
書
︵
描
︶
か
れ
た
も
の
を
指
し
示
す
そ
れ
ら⑳

が
︑

帝
王
に
関
す
る
語
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
︒
予
言
書
と
聞
く
と
何
や
ら
い
か
が

わ
し
さ
が
漂
う
が
︑
要
は
血
縁
に
拠
ら
な
い
為
政
者
の
交
替
が
あ
っ
た
時
︑
新

し
い
為
政
者
が
そ
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
者
で
あ
る
と
証
明
す
る
文
書
と
考
え

れ
ば
良
い
だ
ろ
う
︒
仮
に
︑
権
力
の
交
代
劇
が
血
塗
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

し
て
も
︑﹁
河
図
洛
書
﹂
等
と
い
う
︑
天
の
意
思
が
記
さ
れ
た
物
を
持
つ
と
表

現
す
る
事
で
︑
国
・
民
が
あ
る
べ
き
未
来
へ
向
か
う
途
上
で
あ
る
旨
を
言
わ
ん

と
す
る
の
で
あ
る
︒
文
書
と
は
︑
精
神
性
の
表
象
で
あ
る
︒
即
位
に
際
し
︑
こ

の
文
書
を
傍
ら
に
置
く
意
味
は
︑
統
治
の
理
念
の
継
承
︵
改
正
︶
を
表
す
も
の

で
あ
ろ
う
︒

黒
滝
哲
哉
氏
に
よ
れ
ば
︑
十
世
紀
に
は
朝
廷
の
重
要
な
宝
物
と
し
て
︑
神
鏡

な
ど
と
並
ん
で
﹁
内
記
所
文
書
﹂
が
扱
わ
れ
て
い
る
事
︑
十
一
世
紀
に
は
摂
関

家
に
於
い
て
﹁
家
文
殿
﹂
が
造
作
さ
れ
て
︑
火
事
の
際
に
は
朱
器
台
盤
と
共
に

文
殿
文
書
が
運
び
出
さ
れ
た
事
を
挙
げ
︑
文
書
が
﹁
王
権
や
政
治
権
力
の
維
持

存
続
の
上
で
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い

る㉑

︒﹃
春
記
﹄
長
久
元
年
十
月
十
八
日
条
に
は
︑
前
月
九
日
に
焼
亡
し
た
内
裏

の
再
建
計
画
に
付
随
し
て
︑﹁
内
裏
式
﹂
の
複
製
に
あ
た
っ
て
証
本
を
求
め
た

事
が
見
え
る
︒

実
資
も
﹃
小
右
記
﹄
の
中
で
︑
日
記
と
有
職
故
実
の
継
承
を
以
っ
て
︑
自
身

が
実
頼
の
後
継
で
あ
る
と
正
統
性
を
主
張
す
る
︒
中
世
に
多
く
の
﹁
日
記
の

家
﹂
が
現
れ
た
の
も
︑
こ
う
し
た
﹁
文
書
﹂
と
﹁
継
承
﹂
の
親
和
性
故
で
は
な

か
っ
た
か
︒

儀
式
を
尊
重
し
有
職
故
実
を
偏
重
し
た
の
も
︑
淵
源
を
求
め
れ
ば
﹃
書
経

︵
尚
書
︶﹄
や
﹃
易
経
﹄
に
辿
り
着
く
の
か
も
し
れ
な
い
︒
勿
論
そ
の
作
用
機
序

に
つ
い
て
解
明
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
が
︑
中
古
の
漢
文
日
記
の
儀
式
記
事
に

は
︑
精
神
性
が
宿
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

六
︑

漢
文
日
記
は
︑
概
ね
日
記
文
学
の
範
疇
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
漢
文
日
記
を

文
学
作
品
と
す
る
の
に
消
極
的
な
福
田
秀
一
氏㉒

は
︑
作
品
認
定
の
基
準
と
し
て

﹁
主
題
﹂﹁
構
成
﹂﹁
表
現
﹂
の
三
要
素
を
挙
げ
る
前
提
に
︑
久
保
田
淳
氏
の

﹁
文
学
が
言
葉
を
表
現
手
段
と
す
る
芸
術
で
あ
る
と
い
う
︑
最
も
素
朴
な
公
理㉓

﹂

を
引
く
︒
漢
文
日
記
が
文
学
作
品
と
認
め
難
い
理
由
は
︑
文
学
＝
芸
術
と
の
観

念
が
あ
る
た
め
ら
し
い
︒

今
更
な
が
ら
今
井
源
衛
氏
の
﹁
源
氏
物
語
論
の
歴
史
︱
現
代㉔

﹂
に
よ
っ
て
知

っ
た
事
だ
が
︑
﹁
日
華
事
変
と
同
じ
昭
和
十
二
年
﹂
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
日
本
文

芸
学
﹄
に
よ
っ
て
﹁
日
本
文
芸
を
旧
来
の
国
学
者
間
の
史
学
・
文
献
学
︑
あ
る

漢
文
日
記
の
中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て
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い
は
故
実
・
有
職
等
の
雑
学
的
要
素
か
ら
解
放
し
て
︑
文
芸
の
科
学
と
し
て
確

立
し
よ
う
と
す
る
﹂
新
し
い
方
法
論
は
︑﹁
こ
れ
こ
そ
真
の
文
芸
研
究
の
方
法

で
あ
る
と
し
て
︑
歓
迎
さ
れ
た
﹂
と
い
う
︒﹁
作
品
の
文
芸
性
を
解
析
し
て
ゆ

き
︑
し
か
も
究
極
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ら
の
民
族
的
あ
る
い
は
歴
史
的
様
式
を
︑

普
遍
的
な
美
学
的
範
疇
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
︑
客
観
的
に
位
置
付
け
よ
う
と
﹂

し
た
新
し
い
潮
流
な
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
文
学
研
究
が
文
芸
作
品
に
対
す

る
研
究
を
指
す
概
念
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
︑
ま
だ
歴
史
が
浅

い
の
で
あ
る
︒﹁
客
観
的
﹂
と
は
い
い
な
が
ら
︑﹁
民
族
的
﹂﹁
歴
史
的
様
式
﹂

と
の
文
言
が
続
く
こ
と
か
ら
見
て
︑
そ
の
時
代
の
中
国
蔑
視
の
気
分
か
ら
︑
中

国
の
影
響
を
受
け
な
い
︵
こ
と
に
し
た
い
︶
日
本
ら
し
さ
を
求
め
て
い
た
こ
と

は
︑
容
易
に
想
像
が
つ
く
︒
そ
れ
ま
で
の
文
学
研
究
の
主
流
で
あ
っ
た
︑﹁
故

実
・
有
職
等
﹂
を
満
載
し
た
漢
文
日
記
は
︑
積
極
的
に
研
究
対
象
か
ら
排
除
さ

れ
る
と
い
う
よ
り
は
︑
意
図
す
る
以
前
に
零
れ
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
敗
戦
後
は
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
仮
名
文
字
に
見

出
し
︑
か
な
日
記
︵
女
流
文
学
︶
を
日
本
人
の
心
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
偏

重
す
る
あ
ま
り
︑
外
形
に
共
通
項
の
あ
る
漢
文
日
記
︵
男
性
貴
族
の
手
に
成

る
︶
は
否
定
さ
れ
る
役
割
を
負
わ
さ
れ
た
︒
先
の
昭
和
十
二
年
﹃
日
本
文
芸

学
﹄
は
ま
だ
良
心
的
な
方
で
︑﹁
文
学
﹂
で
は
な
く
﹁
文
芸
﹂
と
言
っ
て
︑﹁
美

学
的
範
疇
﹂
で
論
じ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
い
つ
し
か
文

芸
性
と
文
学
性
は
混
同
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
言
語
遊
戯
的
な
と
こ
ろ
の
乏
し

い
漢
文
日
記
は
︑
文
学
性
を
論
究
す
る
対
象
で
は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

各
作
品
研
究
を
経
た
上
で
の
評
価
で
は
な
く
︑
時
代
の
要
請
に
取
り
残
さ
れ
た

結
果
と
い
う
方
が
実
態
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

お
わ
り
に

小
論
で
取
り
上
げ
た
漢
文
日
記
中
の
儀
式
記
事
は
︑
一
見
す
る
と
無
味
乾
燥

な
記
録
で
あ
る
︒
だ
が
︑
中
国
古
典
と
の
繋
が
り
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
れ

ば
︑
漢
文
日
記
を
書
く
人
々
の
動
機
が
何
で
あ
っ
た
か
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見

え
て
く
る
重
要
な
部
分
で
あ
る
︒

故
三
橋
正
氏
は
﹃
小
右
記
﹄
を
︑
記
主
実
資
の
責
任
︵
意
思
︶
に
よ
っ
て
別

記
と
日
次
記
︵
身
辺
雑
記
︶
を
統
合
し
て
﹁
現
代
史
﹂
を
作
ろ
う
と
し
た
の
だ

と
説
明
さ
れ
た㉕

︒
資
平
︵
実
資
の
養
子
︶
や
そ
の
子
息
︵
資
房
・
資
仲
︶
が
︑

小
野
宮
家
の
後
継
者
と
し
て
の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
編
集
し
て
改
変
を

加
え
た
︑
資
平
系
の
家
の
物
語
と
見
る㉖

筆
者
に
は
受
け
入
れ
難
い
見
解
で
あ
る
︒

三
橋
氏
の
提
唱
さ
れ
る
﹁
古
記
録
文
化
﹂
と
い
う
用
語
に
も
︑
一
般
的
な
﹁
日

記
文
化
﹂
と
い
う
呼
称
と
︑
ど
れ
ほ
ど
の
有
意
差
が
あ
る
の
か
不
明
で
違
和
感

を
感
じ
て
い
る
︒
氏
が
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
今
︑
そ
れ
ら
を
論
う
の
も
詮
無
い
仕

儀
で
あ
る
が
︑
大
い
に
共
感
す
る
部
分
と
し
て
は
︑
作
品
化
の
意
図
が
あ
っ
た

と
い
う
点
で
あ
る
︒

実
資
が
自
身
の
日
記
を
書
く
に
あ
た
っ
て
中
国
古
典
を
意
識
し
︑
こ
れ
に
準

漢
文
日
記
の
中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て
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じ
る
も
の
を
書
い
て
い
る
自
負
が
あ
っ
た
場
合
︑
そ
れ
は
﹁
文
学
意
識
に
基
づ

い
て
﹂
書
か
れ
た
文
学
作
品
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
国
家
の
経
営

に
つ
い
て
語
り
︑
文
を
も
の
す
る
こ
と
が
平
安
時
代
の
男
性
貴
族
に
と
っ
て
は

真
の
文
学
活
動
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
漢
文
日
記
を
日
記
文
学
の
枠
の
中
だ

け
で
考
え
る
の
で
は
な
く
︑
況
し
て
や
現
代
の
文
学
概
念
を
そ
の
ま
ま
遡
ら
せ

る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
作
品
が
著
さ
れ
た
時
代
の
意
識
に
立
ち
戻
っ
て
追
究
す

る
事
も
必
要
で
は
な
い
か
︒

実
資
が
典
拠
と
し
た
中
国
古
典
を
特
定
す
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
が
︑
今
後
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
枕
草
子
﹄
の
よ
う
に
︑
漢
文
日
記
の
典
拠
研
究
も
盛
ん
に

な
れ
ば
︑
そ
の
思
想
が
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
文
学
﹂
の
範
疇
か

ら
長
く
拒
絶
さ
れ
て
き
た
漢
文
日
記
で
あ
る
が
︑﹁
文
芸
作
品
﹂
と
い
う
狭
義

の
文
学
か
ら
︑
本
来
の
﹁
文
学
﹂
に
視
野
を
広
げ
て
み
れ
ば㉗

︑
研
究
対
象
と
す

る
こ
と
に
異
見
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
小
論
で
は
︑
未
だ
手
付
か
ず

の
原
野
を
庭
園
と
す
べ
く
︑
整
地
へ
の
目
安
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
︒
推
論
に

次
ぐ
推
論
で
︑
実
証
的
な
論
に
な
ら
な
か
っ
た
憾
み
は
あ
る
︒
だ
が
︑﹁
雑
学

的
要
素
﹂
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
儀
式
記
事
に
︑
多
少
な
り
と

も
存
在
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒

注①

拙
論
﹁
立
身
報
国
の
物
語
﹃
小
右
記
﹄

︱
資
平
本
﹃
小
右
記
﹄
を
読
む

︱
﹂

︵
廣
田
收
編
﹃
日
本
古
典
文
学
の
方
法
﹄︵
新
典
社
研
究
叢
書
265
︑
新
典
社

平
成
二

十
七
年
一
月
二
十
二
日

初
版
発
行
︶

②

玉
井
幸
助
﹁
日
記
文
学
概
括
﹂︵﹁
解
釈
と
鑑
賞
﹂
昭
和
二
十
二
年
八
月
号
︑
の
ち

﹃
日
記
文
学
の
研
究
﹄
塙
書
房
︑
昭
和
四
十
年
十
月
十
日

初
版
発
行

所
収
︶

久
松
潜
一
﹁
日
記
文
学
の
本
質
﹂
︵
﹁
国
文
学
﹂
昭
和
四
十
年
十
二
月
号
︑﹁
日
記

文
学
の
系
譜
﹂
特
集
︶

木
村
正
中
﹁
日
記
文
学
の
方
法
﹂
︑
石
原
昭
平
﹁
日
記
文
学
の
発
想

︱
主
格
の

設
定
と
﹁
語
り
﹂
の
方
法

︱
﹂︑
宮
崎
荘
平
﹁
日
記
文
学
の
本
性
と
読
者
意
識
﹂︑

福
田
秀
一
﹁
日
記
記
録
と
日
記
文
学

︱
い
わ
ゆ
る
漢
文
日
記
の
文
学
性
を
め
ぐ
っ

て

︱
﹂︵
木
村
正
中
編
﹃
論
集

日
記
文
学

日
記
文
学
の
方
法
と
展
開
﹄
笠
間

書
院
︑
平
成
三
︵
一
九
九
一
︶
年
四
月
三
十
日
︑
第
一
刷
発
行
︶

③

石
田
吉
貞
﹁
漢
文
日
記
に
つ
い
て
﹂
︵
﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
昭
和
三
十
二
年
十
月

特
集
号
︑
の
ち
﹃
新
古
今
世
界
と
中
世
文
学
﹄
下
︑
北
沢
図
書
出
版
︑
昭
和
四
十
七

年
十
一
月
十
五
日
発
行

所
収
︶︑
ま
た
﹁
中
世
の
日
記
・
紀
行
文
学
﹂﹃
岩
波
講
座

日
本
文
学
史

中
世
Ⅰ
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
昭
和
三
十
三
年
四
月
二
十
四
日
発
行
︶

④

位
藤
邦
生
﹁
漢
文
日
記
研
究
序
説

︱
文
学
性
発
見
の
視
座

︱
﹂︵
広
島
中
世

文
芸
研
究
会
﹁
中
世
文
芸
﹂
五
十
号
前
集
︑
昭
和
四
十
七
年
六
月
一
日
発
行
︶

⑤

京
楽
真
帆
子
﹃
平
安
京
都
市
社
会
史
の
研
究
﹄
第
七
章

平
安
京
の
﹁
か
た
ち
﹂

︵
塙
書
房

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
日

第
一
版
第
一
刷
︶

⑥

注
⑤
論
文
︑
ｐ
	


�
ｌ
�
～
ｌ


⑦

注
⑤
論
文
︑
ｐ
	
�
�
ｌ


⑧

治
安
元
年
十
一
月
六
日
・
二
十
一
日
は
共
に
十
月
二
十
四
日
に
発
生
し
た
死
穢
の

影
響
︑
治
安
三
年
七
月
十
六
日
は
︑
資
平
の
息
・
資
房
の
病
気
︑
万
寿
四
年
十
月
二

十
八
日
は
︑
九
月
十
四
日
に
入
滅
し
た
皇
太
后
宮
姸
子
の
喪
で
あ
る
︒

⑨

松
薗
斉
﹃
日
記
に
魅
入
ら
れ
た
人
々

︱
王
朝
貴
族
と
中
世
公
家

︱
﹄
日
記
で

読
む
日
本
史
13
︑
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
七
年
四
月
三
十
日

初
版
発
行
︑
ｐ
�
�
ｌ

漢
文
日
記
の
中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て

三
五



	
～
ｌ
�
	

⑩

例
え
ば
﹃
北
山
抄
﹄
巻
第
一

年
中
要
抄
上

正
月

御
斎
会
終
事
等
﹁
一
献
之

後
︑
大
弁
起
座
︑
見
申
文
還
着
﹇
非
参
議
大
弁
者
︑
着
王
大
夫
座
﹈︑
目
上
卿
︒﹇
或

称
申
文
︑
非
也
﹈︑
上
卿
揖
了
︒
史
取
申
文
︑
出
自
南
幄
︑
跪
候
砌
上
︑
上
卿
目
之
︑

進
候
膝
着
奉
文
︒﹂
等
︒

⑪

斎
木
一
馬
﹃
古
記
録
学
概
論
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
〇
年
︵
平
成
二
︶
六
月
二

十
日

第
一
刷
発
行
︑
二
〇
〇
一
年
︵
平
成
十
三
︶
四
月
一
日

第
四
刷
発
行

⑫

桃
裕
行
﹃
古
記
録
の
研
究
︵
上
・
下
︶
桃
裕
行
著
作
集
﹄
一
九
八
八
年
九
月
二
十

日
発
行

⑬

松
薗
斉
﹃
日
記
の
家

︱
中
世
国
家
の
記
録
組
織

︱
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九

七
年
︵
平
成
九
︶
八
月
一
日

第
一
刷
発
行
︑
二
〇
〇
〇
年
︵
平
成
十
二
︶
十
月
一

日

第
二
刷
発
行

⑭

倉
本
一
宏
編
﹃
日
記
・
古
記
録
の
世
界
﹄
思
文
閣
出
版

二
〇
一
五
︵
平
成
二
十

七
︶
年
三
月
三
十
一
日
発
行

⑮

小
野
沢
清
一
﹃
書
経
︵
下
︶﹄
新
釈
漢
文
大
系

第
26
巻

明
治
書
院

昭
和
六

十
年
四
月
三
十
日
発
行

⑯

﹃
白
川
静
著
作
集
�

金
文
と
経
典
﹄
平
凡
社

二
〇
〇
〇
年
六
月
二
三
日

初

版
第
一
刷
発
行
︑
Ⅱ
尚
書
札
記

八
︑
即
位
典
礼
﹇
顧
命
﹈
篇
に
つ
い
て
﹇
顧
命
﹈

と
大
嘗
会

⑰

安
居
香
山
﹃
緯
書
﹄
明
徳
出
版
社

昭
和
四
十
四
年
八
月
三
十
日
初
版
︑
平
成
二

年
十
一
月
三
十
日
五
版

中
村
璋
八
﹁
陰
陽
道
に
受
容
さ
れ
た
﹁
緯
書
﹂
に
つ
い
て
﹂
村
山
修
一
・
下
出
積
與
・

中
村
璋
八
・
木
場
明
志
・
小
坂
眞
二
・
脊
古
真
哉
・
山
下
克
明
編
﹃
陰
陽
道
叢
書

⑷
特
論
﹄
名
著
出
版

一
九
九
三
年
︵
平
成
五
年
︶
四
月
九
日

第
�
刷

⑱

榊
原
史
子
﹁﹃
四
天
王
寺
縁
起
﹄
と
﹁
聖
徳
太
子
未
来
記
﹂︵﹃
変
貌
す
る
聖
徳
太

子
﹄
平
凡
社
︑
二
〇
一
一
年
十
一
月
二
五
日

初
版
第
一
刷
発
行
︶

⑲

興
膳
弘
訳
注
﹁
文
鏡
秘
府
論
・
文
筆
眼
心
抄
﹂﹃
弘
法
大
師
空
海
全
集

第
五
巻
﹄

筑
摩
書
房

昭
和
六
十
一
年
九
月
十
五
日

初
版
第
一
刷
発
行

⑳

間
嶋
潤
一
﹁
禅
譲
と
受
命

︱
緯
書
に
お
け
る
夏
禹
の
受
命
神
話

︱
﹂
中
村
璋

八
博
士
古
稀
記
念
﹃
東
洋
学
論
集
﹄
汲
古
書
院
︑
平
成
八
年
一
月
七
日
発
行
︑
ｐ
	

	
�
ｌ
	
～
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㉑

黒
滝
哲
哉
﹁
貴
族
社
会
に
お
け
る
﹁
家
文
殿
﹂
の
形
成
と
展
開
﹂︵
十
世
紀
研
究

会
編
﹃
中
世
成
立
期
の
政
治
文
化
﹄
東
京
堂
出
版

一
九
九
九
年
五
月
十
日

初
版

印
刷
︑
一
九
九
九
年
五
月
二
五
日
初
版
発
行
︶

㉒

注
②
︑
福
田
論
文

㉓

﹁
中
世
日
記
・
紀
行
・
随
筆
研
究
の
現
段
階
﹂
︵﹃
国
文
学
﹄
昭
和
四
二
年
・
五

﹁
文
学
史
研
究
の
現
段
階
﹂
特
集
︶

㉔

﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
・
研
究
二
﹄
今
井
源
衛
著
作
集

第
�
巻

笠
間
書
院

二

〇
一
八
年
九
月
二
十
五
日

初
版
第
一
刷
発
行
︑
初
出
﹃
解
釈
と
鑑
賞
﹄
昭
和
32
・

10
︑
原
題
﹁
源
氏
物
語
論
の
歴
史

こ
れ
ま
で
の
人
々
は
源
氏
物
語
を
ど
う
評
論
し

て
ど
う
み
て
き
た
か

現
代
ま
で
﹂

㉕

三
橋
正
﹁﹃
小
右
記
﹄
と
﹃
左
経
記
﹄
の
記
載
方
法
と
保
存
形
態

︱
古
記
録
文

化
の
確
立

︱
﹂︵
注
⑭
論
集
︶

㉖

注
①

㉗

渡
辺
秀
夫
﹃
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
﹄
勉
誠
出
版
︑
平
成
三
年
一
月
二
十
二
日

発
行
︑
ｐ
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漢
文
日
記
の
中
の
儀
式
記
事
に
つ
い
て

三
六


