
書

評

宮

崎

法
子
著

『花
鳥

･
山
水
童
を
謹
み
解
-

-

中
国
給
茎

の
意
味
-

』西

村

富
美
子

東

海
学
園
大
学

こ
の
書
物
は
'
著
者
が
目
頭
の

｢
は
じ
め
に
｣
の
と
こ
ろ
で
'

｢本
書
は
'
中
囲
線
量
を
代
表
す
る
分
野
で
あ
る
山
水
童
と
花
鳥
童

に
つ
い
て
､
中
国
の
人
々
が
そ
こ
に
な
に
を
求
め
'
な
に
を
見
､
な

に
を
託
し
た
か
謹
み
解
-
こ
と
を
通
じ
て
'
中
囲
給
童
と
い
う
な
じ

み
の
な
い
世
界
の
魅
力

へ
の
道
案
内
の
つ
も
-
で
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
｡
と
は
い
え
､
本
書
で
扱
い
き
れ
る
こ
と
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で

あ
-
､
彼
方
に
は
'
ず

っ
と
豊
か
な
世
界
が
簾
が
っ
て
い
る
こ
と
を

あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
｡｣

と
述
べ
る
よ
う
に
､
中
囲

書

評

線
香
だ

は
ま

っ
た
-
素
人
の
も
の
の
た
め
に
記
さ
れ
た
'
い
わ
ば
初

心
者
の
た
め
の
入
門
書
で
あ
る
と
い
う
｡

ま
た
著
者
が
嘆
-
よ
う
に
'
中
団
の
博
統
文
化
は
今
日
の
日
本
で

は
ほ
と
ん
ど
な
じ
み
の
薄
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
-
'
明
治
維
新
ま
で
の
日
本
文
化
が
中
国
か
ら
の
影
響
'
或

い
は
輸
入
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
識
す
ら
遠
い
か
な
た
の
こ

と
に
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
歴
史
の
歩
み
は
急
速
で
､
急
激
に
西
洋

化
し
た
日
本
の
融
合
､
文
化
も
'
二
十

一
世
紀
に
な
っ
て
韓
換
期
を

迎
え
へ
思
い
が
け
な
い
別
の
方
向
に
大
き
-
方
向
を
切
-
替
え
つ
つ

あ
る
時
代
に
入
っ
て
き
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
な
か
で
は
'
過
去
の

し
が
ら
み
と
は
無
関
係
に
中
国
籍
墓
を
語
る
こ
と
は
､
逆
に
意
外
さ

新
鮮
さ
の
再
認
識
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
t
と
い
う
著
者
の
思
い
は

説
得
性
が
あ
る
｡
著
者
が
説
き
進
め
る
の
に
従

っ
て
､

二
演
者
と
し

て
謹
み
進
め
て
み
た
結
果
'
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
て
み
る
こ
と
に
し

た
｡
が
文
学
に
比
べ
て
特
殊
な
専
門
性
の
濃
い
線
量
の
分
野
で

T
般

讃
者
を
封
象
に
し
た
も
の
は
評
者
の
見
る
限
り
で
は
数
多
い
と
は
い

え
ず
'
専
門
領
域
外
か
ら

一
投
石
の
よ
う
な
書
評
と
い
う
よ
-
紹
介

に
近
い
か
も
知
れ
な
い
｡
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中
国
槍
書
だ

封
す
る
専
門
的
な
知
識
は
ほ
と
ん
ど
と
言

っ
て
い
い

ほ
ど
持
ち
合
わ
せ
ず
､
確
た
る
鑑
賞
眼
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
が
､

中
国
給
書
房

一
般
的
愛
好
者
の
域
を
出
な
い
者
と

い
う
鮎
で
､
こ
の

書
の
適
格
な
讃
者
と
し
て
資
格
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
'

一
つ

の
出
費
鮎
と
し
た
ま

っ
た
-
個
人
的
な
小
批
評
文
で
あ
る
｡
そ
れ
と

と
も
に
'
中
国
給
童
は
書
を

詩
文
が
密
接
な
関
係
を
持

つ
と

い
う
漏

自
性
を
持
ち
､
毒
は
専
門
で
は
な
い
が
詩
文
の
方
は
多
少
縁
が
あ
る

者
t
と

い
っ
た
鮎
で
'
こ
の
書
の
讃
者
と
し
て
は
有
資
格
で
あ
ろ
う

か

｡さ
て
次
に
､
話
の
順
序
と
し
て
こ
の
書
物
の
内
容
の
構
成
を
示
し

て
お
-
｡
内
容
の
構
成
は
､

l
つ
に
は
著
者
の
中
囲
槍
書
看

い
か
に

｢読
み
解
-
｣
か
に
お
い
て
中
国
給
書
一に
野
す
る
著
者
の
見
解
を
示

す
も
の
で
も
あ
る
と
評
者
な
-
に
解
し
た
｡
著
者
は
自
ら
の
中
国
給

葦

へ
の
思
い
を
讃
者
に
ど
の
よ
う
に
適
切
に
か
つ
致
果
的
に
博
え
る

か
に
つ
い
て
ま
ず
苦
心
し
た
は
ず
で
あ
る
｡
著
者
濁
白
の
覗
鮎
と
考

察
は
､
こ
の
書
の
構
成
に
よ

っ
て
ま
ず
提
示
さ
れ
て
い
る
｡

内
容
は
'
Ⅰ

山
水
董
'
Ⅱ

花
鳥
葦
の
二
部
に
大
別
し
て
い
る

が
､
Ⅰ
.
の
第

一
章
は
､
中
国
給
董
全
般
の
歴
史
的
流
れ
に
つ
い
て

の
解
説
が
あ
-
'
山
水
善
一と
花
鳥
墓
の
関
連
､
ま
た
科
挙
制
度
と
水

墨
葦
の
結
び

つ
き
､
士
大
夫
の
世
界
か
ら
市
民
文
化

へ
の
給
書
一の
髪

蓮
の
あ
と
を
と
讃
者
に
理
解
し
や
す
い
内
容
を
心
が
け
て
い
る
｡
ま

た
､

Ⅱ
の
第
三
章
に
'
中
国
給
毒
に
特
有

の
描
き
手

で
あ
る

｢文

人
｣
の
給
著
者

と
り
あ
げ
て
お
-
､
Ⅰ
及
び

Ⅱ
の
こ
の
二
つ
の
章
は
､

本
書
の
特
徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

｡

ほ

じ

l

山

第

一
章

二三四
第
二
幸

二三

め

に

水

茎

中
国
線
葺
に
つ
い
て
の
長

い
序
章

近

代

を
超

え

て

山

水

と

花

鳥

科
挙
と
水
墨
山
水
葦

士
大
夫
の
蛮
術
か
ら
市
民
の
文
化

へ

山

水

墓

の
意

味

初
期

の
水
墨
山
水
董
と
そ
の
主
題

北
末
代
の
山
水
書
一

漁
師
の
意
味
'
漁
父
の
俸
統
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第
三
章

二三四
Ⅱ

花

第

一
章

▲二三
第
二
章

1二三
第
三
幸

二

文
人
山
水
董
と
そ
の
贋
が
-

末
代
文
人
山
水
書
一の
始
ま
-

文
人
の
交
流
と
賓
景
山
水

南
宋
以
後
の
山
水
茎
と
主
題
に
つ
い
て

文
人
山
水
童
の
展
開
と
主
題

鳥

董

花
鳥
毒
と
そ
の
意
味

花
鳥
葺

の
意

味

花

鳥

書
一
前

史

花
鳥
葦
の
成
立

唐
か
ら
末

へ

花
鳥
善
一の
課
題

藻

魚

囲

蓮

池

水

禽

園

芋

虫

園

文
人
の
書
一題
と
吉
祥
の
書
一題

そ
の
他
の
モ
チ
ー
フ
と
意
味
に
つ
い
て

結

び

囲
版
出
典

1
寛

書

評

あ

と

が

き

給
善
一論
で
あ
る
の
で
､
中
に
は
五
十
枚
に
及
ぶ
囲
版
が
使
用
さ
れ

て
い
る
｡
た
だ
惜
し
む
ら
-
は
､
水
墨
善
一で
あ
ろ
う
と
色
彩
童
で
あ

ろ
う
と
､
槍
葦
と
色
彩
と
が
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
'
扉
槍
の
'
北
宋

･
燕
文
責
の

｢江
山

桜
観
囲
巻
｣
'
明

･
呂
敬
甫
の

｢草
虫
固
｣
の
二
枚
以
外
'
五
十
枚

の
園
版
が
す
べ
て
モ
ノ
ク
ロ
調
な
の
は
も
の
足
-
ぬ
感
を
免
れ
な
い
｡

著
者
の
説
明
'
主
張
に

｢色
彩
｣
を
鉄
い
て
は
'
讃
者
に
博
え
た
い

思
い
と
感
情
が
十
分
と
は
い
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
物
理
的

な
事
情
の
察
し
は
つ
-
も
の
の
讃
者
と
し
て
は
満
足
と
は
い
か
な
い

思
い
が
残
る
｡

こ
う
し
た
構
成
の
も
と
に
著
者
は
中
国
給
童
に
つ
い
て
語
る
の
だ

が
､
先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
中
国
給
童
を
､
Ⅰ

山
水
書
｢

Ⅱ

花

鳥
書
房

二
種
類
あ
る
い
は
二
ジ
ャ
ン
ル
に
大
別
し
て
い
る
｡
山
水
と

花
鳥
を
漏
立
し
た
葦
題
と
し
て
扱
う
こ
と
に
封
す
る
多
少
の
疑
問
は

残
る
｡
善
一き
手
の
側
か
ら
い
え
ば
､
山
水
だ
け
を
ま
た
花
鳥
だ
け
を

董
題
に
す
る
者
は
ま
ず
存
在
し
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
｡
だ
が
解
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説
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
-
同
時
に
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
｡
Ⅰ
､
Ⅱ
は
分
量
的
に
も
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
が
'
そ
の
内

部
の
構
成
に
は
ち
が
い
が
あ
-
'
そ
れ
ぞ
れ
の
書
一の

｢意
味
｣
を
説

く
章
が
共
通
で
あ
る
の
を
除
け
ば
'
Ⅰ
'
Ⅱ
に
は
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
に

ふ
さ
わ
し
い
濁
白
の
章
を
立
て
て
い
る
｡

Ⅰ

山

水

董

そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
特
徴
に
つ
い
て
感
じ
た
と
こ
ろ
を
述
べ
て
お
-

な
ら
ば
､
第

一
章
の
は
じ
め
に
'
｢中
国
給
毒
に
つ
い
て
の
長
い
序

章
｣
は
'
初
心
者
に
は
有
数
な
内
容
だ
と
い
え
よ
う
｡
中
国
給
葦
に

封
す
る
最
小
限
の
知
識
'
歴
史
ま
た
垂
術
観
が
述
べ
ら
れ
'
｢
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
や
融
合
が
給
毒
に
求
め
た
も
の
を
追
い
'
人
々
の
思
い

を
映
す
存
在
と
し
て
槍
書
丁を
見
つ
め
た
い
｣
と
い
う
｡
そ
し
て

｢
そ

れ
ら
を
謹
み
解
-
た
め
に
'
整
術
作
品
と
融
合
を
直
接
に
つ
な
ぐ
手

が
か
り
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
の
は
'
ど
の
よ
う
に
措
か
れ
た
か
と

い
う

｢様
式
｣
よ
-
も
な
に
が
措
か
れ
て
い
る
か
と
い
う

｢主
題
｣

で
あ
る
こ
と
が
多
い
｣
と
述
べ
る
｡
そ
の
う
え
で
'
聾
術
作
品
は
濁

白
の
才
能
の
畿
露
だ
が
'
作
者
と
は
無
関
係
に
､
あ
る
大
き
な
流
れ

の
な
か
で
生
ま
れ
そ
の
融
合
と
深
-
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
と
解
樺

す
る
｡
だ
か
ら
､
｢主
題
｣
や

｢
モ
チ
ー
フ
｣
に
着
目
L
t
中
国
の

給
毒
の
な
か
に

｢ど
の
よ
う
な
人
々
の
思
い
や
夢
が
紡
が
れ
て
い
た

か
｣
を
謹
み
解
き
た
い
の
だ
と
い
う
｡
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
な
か
で
､

｢様
式
｣
よ
-
も

｢主
題
｣
に
注
目
し
た
著
者
の
姿
勢
に
は
共
感
を

覚
え
る
｡
共
感
の
理
由
は
と
問
わ
れ
れ
ば
'
こ
の
こ
と
は
文
学
の
世

界
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
｡

槍
書
lに
関
し
て
明
確
な
時
代
区
分
を
意
識
し
た
こ
と
の
無
い
者
に

は
'
書
一題
の
移
-
埜
わ
り
に
も
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
唐
代
以

前
は
人
物
塞
が
主
流
で
あ
り
､
山
水
葦
は
末
代
以
後
代
表
的
ジ
ャ
ン

ル
と
な
っ
た
も
の
で
､
花
鳥
童
の
饗
展
は
'
山
水
童
が
圭
花
鳥
童
が

従
の
形
で
､
長
ら
-
中
国
給
毒
の
中
心
と
な
-
つ
づ
け
て
き
た
の
だ

と
'
人
物
書
一
･
山
水
書
丁
花
鳥
葦
の
歴
史
の
流
れ
を
説
明
す
る
｡
た

だ
あ
-
ま
で
も
概
略
で
あ
-
'
異
端
の
現
象
を
常
に
伴
う
流
れ
だ
と

の
説
は
､
あ
る
種
の
例
外
的
な
給
毒
を
頭
に
ち
ら
つ
か
せ
な
が
ら
の

評
者
な
ど
に
は
理
解
で
き
る
内
容
で
あ
る
｡

末
代
か
ら
の
水
墨
書
房
登
場
は
'
槍
書
lの
世
界
の
書
一期
的
牽
化
で
'

そ
れ
以
前
の
顔
料
使
用
の
給
善
一と
は
異
な
-
特
に
山
水
書
一に
大
き
な
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愛
革
を
輿
え
た
｡
そ
の
背
後
に
は
社
食
の
愛
化
が
あ
-
､
末
代
の
科

挙
制
度
に
よ
る
士
大
夫
､
新
興
階
級
の
登
場
が
大
き
な
原
動
力
と
な

っ
た
と
の
指
摘
は
領
か
せ
る
も
の
が
あ
る
｡
や
は
-
文
学
の
世
界
で

も
､
唐
代
と
末
代
と
で
は

一
線
を
書
一す
同
じ
現
象
が
起
き
て
い
る
｡

士
大
夫
階
級
の
エ
リ
ー
ー
､
進
士
が
檎
童
に
求
め
る
の
は
､
自
身

の
存
在
と
精
神
性
を
持
つ
新
給
葦
で
あ
り
'
日
常
の
生
活
必
需
品
の

筆
墨
に
よ
る
水
墨
山
水
童
は
'
こ
の
二
つ
の
催
件
を
満
た
す
も
の
で

あ
る
｡
題
董
詩
が
捨
墓
と
文
学
の
両
方
の
世
界
で
重
要
な
位
置
を
占

め
た
こ
と
'
墨
竹

･
墨
梅
な
ど
の
給
量
､
書
の
世
界
の
聾
展
､
文
虜

四
賓
や
茶
や
琴
な
ど
の
生
活
の
中
に
浸
透
し
た
宋
文
化
の
持
つ
さ
ま

ざ
ま
な
様
相
は
や
は
-
唐
代
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
書
一す
る
も
の
と

い
う
が
､
こ
う
し
た
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
給
書
Tは
'
あ
る
意
味
で
は
'

｢給
書
一｣
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
新
聾
術
の
出
現
と
捉
え
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
の
か
と
問
う
て
み
た
い
気
が
す
る
｡

一
般
観
賞
者
の
評

者
と
し
て
'
宋
代
の
中
国
槍
童
に
は
ず
し
-
と
重
い
も
の
を
常
に
感

じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

Ⅰ
.
山
水
毒
の
第
二
章

｢山
水
童
の
意
味
｣
か
ら
第
三
章

｢文
人

山
水
葺
と
そ
の
贋
が
り
｣
に
か
け
て
､
山
水
書
房
歴
史
的
流
れ
を
説

書

評

-
に
普
た
っ
て
'
著
者
は
遼
墓
出
土
の
山
水
画
を
示
す
｡
十
世
紀
半

ば
の
作
品
で

｢深
山
棋
舎
園
｣
で
あ
る
｡
文
人
た
ち
の
集
い
だ
が
'

そ
の
源
は
六
朝
時
代
の

｢竹
林
七
賢
｣
に
あ
る
が
'
唐
ま
で
は

｢文

人
｣
が
主
で

｢山
水
｣
は
従
'
遼
墓
出
土
の
そ
れ
は
深
山
幽
谷
が
主

で
､
文
人
は
従
の
構
園
に
な
っ
て
い
る
｡
唐
ま
で
は
あ
-
ま
で

｢人

物
書
二
'
以
後
は

｢山
水
書
一｣
の
表
現
法
だ
と
解
説
す
る
｡
た
だ
し

文
人
ま
た
高
士
の
集
う
楽
し
み
と
い
う
博
続
は
'
｢琴
棋
書
墓
園
｣

な
ど
に
受
け
裾
が
れ
て
い
る
と
つ
け
加
え
て
'
博
続
の
継
承
と
時
代

の
愛
化
の
両
面
が
謹
み
と
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡

著
者
の
山
水
童
の
本
題
は

｢旗
人
と
漁
師
｣
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

著
者
は

｢族
人
｣
(行
旋
)
と

｢漁
師
｣
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
を
示
し
'
こ
れ
が
山
水
書
一を
謹
み
解
-
最
も
重
要
な
鍵
ま
た
山
水

書
一の
本
質
で
あ
る
と
い
う
｡
こ
れ
が
こ
の
書
の
最
大
の
論
鮎
で
あ
-

関
心
事
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
五
代
の
趨
幹
の

｢江
行
初
雪
囲

巻
｣
か
ら
陶
淵
明
の

｢桃
花
源
｣
に
至
る
約
三
十
頁
ほ
ど
が
'
評
者

の
最
も
興
味
を
惹
か
れ
た
箇
所
で
も
あ
っ
た
｡
特
に

｢漁
師
｣
の
饗

想
が
古
-
さ
か
の
ぼ
れ
ば

｢屈
原
｣
あ
る
い
は
古
代
の
太
公
望
に
基

づ
-
も
の
で
あ
り
､
中
で
も
陶
淵
明
の
影
響
が
強
い
と
の
説
は
安
富

1_15-I--



中
国
文
筆
報

第
六
十
八
筋

性
が
あ
る
｡

中
囲
槍
室
に
は
な
ぜ
深
山
渓
谷
が
大
規
模
に
描
か
れ
､

そ
こ
に
鮎
景
物
と
し
て
人
物
'
族
人
や
漁
師
'
釣
-
人
が
き
わ
め
て

小
さ
-
描
か
れ
る
の
か
と
の
疑
問
を
常
に
抱
い
て
い
た
者
に
は
'
そ

の
意
味
を
謹
み
解
こ
う
と
す
る
著
者
の
考
え
方
に
い
さ
さ
か
疑
問
の

思
い
が
縮
小
さ
れ
た
感
が
あ
る
｡

本
格
的
山
水
善
一の
成
立
期
の
人
物
墓
か
ら
山
水
葦

へ
の
過
渡
的
様

相
を
示
し
'
山
水
毒
の
主
題
に
つ
い
て
の
好
例
で
あ
る
と
趨
幹
の

｢江
行
初
雪
固
巻
｣
を
解
樺
L
t
ふ
き
す
さ
ぶ
寒
風
'
ち
ら
つ
-
粉

雪
､
川
連
の
枯
れ
柳
へ
川
連
の
産
､
川
沿
い
の
道
を
行
-
髄
馬
に
乗

っ
た
放
人
の
一
行
｡
川
な
か
で
､
舟
や
桟
橋
で
釣
-
を
す
る
漁
師
た

ち
｡
描
か
れ
て
い
る
の
は
'
冬
の
放
'
冬
の
漁
で
あ
-
､
こ
れ
ら
の

旅
人
と
釣
-
を
す
る
漁
師
が
'
後
々
の
山
水
毒
の
董
題
の
原
鮎
だ
と

提
起
す
る
｡

旅
人
は
'
レ
ジ
ャ
ー
で
は
な
-
家
族
同
伴
の
韓
勤
族
､
漁
師
は
地

域
住
民
で
あ
-
､
ど
ち
ら
が
圭
'
ど
ち
ら
が
従
と
い
う
の
で
は
な
-
'

主
従
は
互
い
に
替
わ
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
と
見
る
｡

さ
ら
に
重
要
な
の
は
冬
の
景
色
で
あ
-
'
冬
の
厳
し
い
自
然
の
表

現
に
'
高
潔
な
精
神
'
儒
教
的
理
想
の
精
神
の
象
徴
を
見
た
の
だ
と

解
明
す
る
｡
そ
し
て
趨
幹
と
同
時
代
だ
が
非
宮
廷
董
家
董
源
の

｢湘

蘭
画
巻
｣
｢夏
山
口
待
渡
固
巻
｣
｢夏
山
園
巻
｣
｢寒
林
重
汀
園
｣
な

ど
'
江
南
の
水
郷
の
風
景
を
描
-
毒
を
例
に
､
｢旅
人
｣
と

｢漁
師
｣

を
主
題
に
す
る
共
通
性
を
見
出
し
て
い
る
｡
そ
し
て
北
宋
時
代
の
山

水
書
一に
登
場
す
る
人
物
も
'
こ
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
に

言
及
す
る
｡
俸
許
道
寧
の

｢秋
江
漁
艇
固
巻
｣
を
奉
げ
て
'
薄
墨
で

刷
い
て
描
い
た
連
山
､
渓
谷
の
雄
大
な
景
観
'
濃
墨
の
鋭
い
細
線
で

措
か
れ
た
木
々
'
人
物
､
茶
店
､
舟
の
着
い
た
渡
し
場
の
風
景
､
後

方
に
盤
馬
や
馬
に
乗
り
道
を
行
-
官
僚
､
水
上
で
舟
を
浮
か
べ
釣
-

糸
を
垂
ら
し
た
-
'
綱
を
仕
掛
け
る
漁
師
た
ち
を
説
明
し
'
｢旅
人
｣

と

｢漁
師
｣
の
毒
題
を
追
っ
て
行
-
0

扉
槍
の
燕
文
貴
の

｢江
山
模
観
固
巻
｣
も
同
様
に
し
て
'
｢族
人
｣

が
士
人
で
あ
ろ
う
と
庶
民
で
あ
ろ
う
と
董
中
の
風
景
の
通
過
者
で
あ

-
､
風
景

･
蓋
の
人
物
は
観
賞
者
が
楽
し
む
も
の
だ
と
い
う
｡

評
者
な
ど
に
は
'
囲
巻
形
式
は
こ
の
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
法

だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
'
掛
幅
形
式
に
も
あ
て
は
ま
る
の
だ
と
い
う
｡

そ
の
好
例
と
し
て
'
若
き
紳
宗
に
抜
擢
さ
れ
た
著
名
な
老
董
家
'
郭

配
州の

｢早
春
囲
｣
の
全
囲
ま
た
部
分
園
に
よ
-
'
そ
こ
に
描
か
れ
た

JZ(;



｢旗
人
｣
(行
族
)
と

｢漁
師
｣
の
主
題
の
確
認
を
す
る
｡
巨
大
な

主
峰
は
皇
帝
'
吃
立
す
る
松
は
官
僚
の
象
徴
'
と
郭
配
州自
身
の
語
る

こ
と
ば
で
､
二
つ
の
主
題
と
と
も
に
皇
帝
の
統
治
と
治
世
下
で
の
民

の
平
和
な
世
界
を
示
す
の
だ
と
の
考
え
は
'
文
学
の
世
界
に
も
同
様

の
作
品
が
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
｡

こ
の
二
つ
の
主
題
に
つ
い
て
の
論
究
を
い
ま
少
し
紹
介
す
れ
ば
､

ま
ず

｢漁
師
｣
に
つ
い
て
は
､
そ
の
淵
源
を
東
周
戦
国
時
代
の
屈
原

と
荘
子
に
求
め
て
い
る
｡
前
者
は

『楚
辞
』
の

｢漁
父
の
静
｣
で
あ

-
'
後
者
は

『荘
子
』
難
篇
に
見
え
る
｡
屈
原
に
射
し
､
ま
た
孔
子

に
封
し
て
'
自
由
な
生
き
方
を
示
唆
す
る
こ
の
二
つ
の
典
接
に
よ
-
､

漁
師
は
､
自
由
な
生
活
'
精
神
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
債
値
づ
け

ら
れ
､
隠
逸
を
鰭
硯
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
説
き
､
こ
の

｢漁
師
｣

は
反
儒
教
世
界
の
象
徴
で
あ
る
ば
か
り
で
な
-
'
古
代
の
西
周
創
始

期
の
賢
者
呂
簡

(太
公
望
)
の
釣
魚
の
故
事
に
遡
っ
て
､
儒
教
の
世

界
で
も
公
認
さ
れ
て
い
る
隠
逸
の
象
徴
だ
と
'
｢漁
師
｣
の
歴
史
的

慣
値
を
強
調
す
る
の
は
賓
に
尤
も
だ
と
い
う
外
は
な
い
｡
太
公
望
､

屈
原
の
漁
父
､
そ
し
て

『荘
子
』
難
篇
､
と
漁
師
の
原
鮎
を
指
摘
し

た
う
え
で
'
さ
ら
に
も
う

一
つ
の
重
要
な
故
事
'
陶
淵
明
の

｢桃
源

書

評

郷
｣
に
注
目
し
て
い
る
｡

｢桃
源
郷
｣
の
武
陵
は
洞
庭
湖
に
近
-
､
｢楚
酔
｣
の
生
ま
れ
た

地
ま
た
湘
瀞
に
も
､
陶
淵
明
の
故
郷
痔
陽
に
も
近
い
｡
そ
の
地
の
蔑

見
者
が
漁
師
で
あ
る
の
は
歴
史
的
な
流
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
｡
何

の
饗
哲
も
な
い
古
代
の
原
始
共
同
融
合
の
博
説
の
村
落
と
､
郭
幣
の

｢早
春
囲
｣
に
措
か
れ
た
平
和
で
つ
ま
し
い
生
態
は
同
種
で
あ
-
､

後
者
は
北
宋
の
皇
帝
の
支
配
下
で
の

｢桃
源
郷
｣
な
の
だ
と
謹
み
解

-
｡
桃
源
郷
'
隠
逸
の
世
界
､
漁
師
の
持
つ
寓
意
性
は
重
要
な
意
味

を
含
み
'
漁
師
は
単
な
る
槍
葺
の
な
か
の
鮎
景
人
物
な
ど
で
は
な
い

こ
と
を
指
摘
す
る
｡
た
だ
陶
淵
明
の

｢鉾
田
｣
に
つ
い
て
､
所
謂

｢隙
栖
｣
と
は
趣
を
異
に
L
t
道
家
ま
た

｢荘
子
｣
臭
の
無
さ
と
郭

興
の

｢早
春
囲
｣
の
共
通
性
に
も
ふ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
鮎
に
関
し

て
評
者
は
陶
淵
明
の

｢締
園
田
｣
の
精
神
'
哲
学
は
複
雑
で
あ
-
'

そ
う
簡
単
に
T
元
的
に
論
ず
る
の
は
問
題
が
あ
る
と
の
思
い
が
残
る
｡

陶
淵
明
の
人
間
性
'
哲
学
そ
し
て
作
品
等
か
ら
'
槍
室
の
世
界
へ
の

投
影
あ
る
い
は
類
似
性
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
-
リ

ス
ク
を
伴
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

著
者
が
提
示
し
た
山
水
葺
の
二
つ
の
主
題
'
｢漁
師
｣
と

｢族
人
｣
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(行
旗
)
に
つ
い
て
の
解
説
は
､
評
者
に
は
新
し
い
示
唆
で
あ
-
､

槍
董
観
賞
の
一
つ
の
楽
し
み
か
た
を
数
え
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
｡

た
だ
二
つ
の
主
題
の
う
ち

｢旗
｣
に
関
し
て
は
'
著
者
の

｢漁

師
｣
に
つ
い
て
の
見
解
に
比
べ
て
い
さ
さ
か
不
明
確
さ
歯
切
れ
の
悪

さ
を
感
じ
た
こ
と
は
否
め
な
い
｡
｢族
｣
は

｢漁
師
｣
の
よ
う
に
具

象
性
に
放
け
る
と
こ
ろ
は
あ
る
｡
｢漁
師
｣
は
仕
事
の
一
種
'
｢旗
｣

は
人
の
動
き
に
し
か
す
ぎ
ず
流
動
的
で
形
を
持
た
な
い
が
､
中
国
で

は
む
し
ろ

｢漁
師
｣
よ
-
も
古
来
普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
少
な
-
と
も
文
学
の
世
界
で
は

｢族
｣
は
重
要
な
主
題
の
1

つ
で
あ
り
'
族
は
流
れ
ゆ
く
月
日
'
人
生
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
｡
た
と
え
ば

『文
選
』
は
類
目
別
に
作
品
が
収
め
ら
れ
る

最
初
の
詞
華
集
だ
が
'
朕
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は

｢紀
行
｣
'
詩
の
ジ
ャ

ン
ル
に
は

｢行
族
｣
の
類
目
が
あ
る
｡
さ
ら
に
は

『文
選
』
巻
二
十

九
､
難
詩
の
最
初
に
収
め
る

｢古
詩
十
九
首
｣
の

｢行
き
行
き
て
重

ね
て
行
き
行
-
､
君
と
生
き
別
離
し
て
､
相
去
る
こ
と
寓
鎗
里
､
各

各
天
の
1
涯
に
在
-
､
道
路
は
阻
し
く
し
て
且
つ
長
L
t
禽
面
安
ん

ぞ
知
る
べ
け
ん
｣
(第
一
首
)'
｢人
生
天
地
の
間
'
忽
と
し
て
連
行

の
客
の
如
し
｣
(第
二
首
)
な
ど
の
詩
が
思
い
浮
か
ぶ
｡
｢古
詩
十
九

首
｣
の
成
立
時
は
不
明
だ
が
､
｢族
｣
の
ル
ー
ツ
の
一
つ
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

元
代
の
文
人
山
水
書
一の
隆
盛
期
に
､
山
水
葦
題
と
し
て
職
業
葦
家

ま
で
も
が
最
も
多
-
措
い
た
の
は
'
｢湘
蒲
園
｣
な
ど
で
は
な
-
や

は
り

｢漁
父
｣
｢漁
陰
｣'
｢隠
棲
｣
で
あ
り
'
元
末
の
四
大
家
､
黄

公
望

･
呉
鍍

･
侃
牽

･
王
蒙
は
'
賓
際
に
隠
居
隠
棲
し
て
い
た
｡
明

代
に
盛
ん
に
描
か
れ
た
別
業
園
'
別
親
囲
､
固
林
園
に
は
共
通
し
た

型
が
あ
り
'
遡
れ
ば
'
五
代
の
遼
墓
出
土
の
山
水
書
方
光
景
､
深
山

の
楼
閣
で
の
文
曾
'
訪
ね
る
高
士
の
姿
に
連
な
る
､
と
第
二
章
の
最

初
に
挙
げ
た
園
に
話
を
も
ど
し
て
い
-
｡
さ
ら
に
唐
の
山
水
毒
様
式

で
あ
る
王
経
の

｢朝
川
山
荘
囲
巻
｣
と
も
通
ず
る
が
時
代
に
よ
-
様

相
は
異
な
っ
て
お
-
､
文
人
葦
に
表
現
さ
れ
る
隠
棲
の
イ
メ
ー
ジ
は

時
代
と
状
況
に
よ
り
壁
化
す
る
､
と
の
解
稗
は
中
囲
給
書
一に
封
し
て

俸
続
と
愛
化
の
質
の
流
れ
を
讃
も
う
と
す
る
著
者
の
思
考
が
俸
わ
っ

て
く
る
｡

｢行
族
｣
の
書
一題
も
'
明
代
以
後
自
身
の
紀
進
の
健
験
に
よ
っ
て

描
-
紀
遊
園
と
な
-
､
憧
憶
の
山
水
は
現
賓
に
存
在
し
訪
れ
る
べ
き

賓
景
に
饗
わ
る
｡
ま
た
仙
界
の
山
水
'
畠
蕃
山

･
蓬
莱
な
ど
は
明
代

IJS



以
後
は
青
緑
技
法
に
よ
-
描
か
れ
る
が
'
仙
界

へ
の
入
-
口
の
洞
窟

は

｢桃
源
郷
｣
に
つ
な
が
-
'
太
湖
石
な
ど
の
奇
石
も
自
然
ま
た
仙

界
の
延
長
だ
と
し
て
'
先
の
陶
淵
明
の

｢桃
花
源
｣
に
か
え
る
｡

｢山
水
童
に
は
'
時
空
を
超
え
た
中
国
の
人
々
の
山
水

へ
の
思
い

が
､
葦
の
主
題
､
峰
'
石
の
表
現
を
通
じ
て
､
明
確
に
は
ん
や
-
と
へ

さ
ま
ざ
ま
な
様
相
の
な
か
に
投
影
さ
れ
頼
け
た
｣
と
い
う

一
文
は
山

水
葺
を
讃
み
解
い
た
結
果
の
著
者
の
集
約
で
あ
ろ
う
｡

Ⅱ

花

鳥

董

中
国
給
童
に
封
す
る
著
者
の
初
期
の
関
心
は
'
Ⅰ
.
の

｢山
水

董
｣
で
は
な
-
'
こ
の

｢花
鳥
書
一｣
に
あ

っ
た
よ
う
だ
｡
本
書
の

ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る

｢花
鳥
書
一の
意
味
-

藻
魚
園
､
蓮
池
水
禽

園
､
芋
虫
園
の
寓
意
と
受
容
を
中
心
に
ー

｣
(
『美
術
研
究
』
三
六
三
'

三
上ハ
四
鱗
へ

一
九
九
六
年
)
以
外
に
'
｢花
鳥
董
｣
に
つ
い
て
幾

つ
か

の
論
文
が
あ
る
｡

花
鳥
書
一に
つ
い
て
へ
著
者
は

｢文
人
知
識
人
ば
か
り
で
な
-
､
も

っ
と
贋
範
な
人
々
の
思
い
を
反
映
し
た
ジ
ャ
ン
ル
｣
だ
と
い
う
｡
さ

ら
に
'
山
水
毒
と
は
ち
が

っ
た
美
術
の
役
割
が
あ
-
'
山
水
童
で
は

書

評

培
い
き
れ
ぬ
人
々
の
思
い
が
託
さ
れ
､
よ
-
ナ
イ
ー
ブ
で
'
根
強
い

幸
福

へ
の
願

い
を
こ
め
て
い
る
､
と
見
て
い
る
｡
ま
た
特
定
の
モ

チ
ー
フ
が
繰
-
返
し
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と

へ
の
関
心
が
､
槍
童
の

主
題
を
考
え
さ
せ
る
き

っ
か
け
だ

っ
た
と
の
こ
と
ば
に
は
､
緒
茎
の

専
門
家
も
全
-
の
素
人
も
中
園
の

｢花
鳥
書
一｣
に
封
す
る
関
心
む
し

ろ
疑
問
は
や
は
-
同
じ
こ
と
な
の
だ
と
'
評
者
も
少
々
安
堵
を
覚
え

さ
せ
ら
れ
た
｡

著
者
は
ま
ず
こ
と
ば
の
問
題
と
し
て

｢山
水
｣
に
比
し
て

｢花

鳥
｣
は
'
比
較
的
新
し
い
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
｢山
水
｣
は
す
で
に

六
朝
以
来
だ
が

｢花
鳥
｣
の
多
用
は
唐
代
で
あ
-
'
同
時
に

｢花
鳥

董
｣
の
出
現
も
唐
代
で
､
新
し
い
用
語
'
概
念
で
あ
る
と
い
う
｡
そ

の
背
景
に
は
外
来
美
術
の
流
入
と
影
響
が
あ
る
が
､
｢花
鳥
｣
の
語

と
は
別
に
中
園
の
博
続
に
花
鳥
が
存
在
し
た
こ
と
に
言
及
す
る
｡

な
か
で
興
味
を
ひ
い
た
の
は
'
戟
囲
時
代
の
長
江
流
域
の
楚
の
地

方
に
生
ま
れ
た
文
化
'
屈
原
の

『楚
辞
』
の
中
に
詠
わ
れ
る
､
さ
ま

ざ
ま
な
香
草
群
と
塞
鳥
群
の
文
様
と
の
関
係
で
あ
る
｡
神
秘
的
な
香

草

･
霊
鳥
の
組
み
合
わ
せ
は
'
中
国
の
俸
続
に
存
在
し
た
花
鳥
表
現

に
何
ら
か
の
意
味
で
つ
な
が
る
文
様
だ
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
の
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は
､
花
鳥
あ
る
い
は
花
鳥
書
一の
ル
ー
ツ
を
こ
の
あ
た
り
に
求
め
よ
う

と
す
る
意
園
で
あ
ろ
う
か
｡
だ
が
こ
の
主
張
は
そ
う
単
純
に
同
意
し

き
れ
な
い
も
の
が
あ
る
｡
よ
り
憎
重
な
考
護
と
北
方

･
南
方
と
い
う

風
土
'
背
景

へ
の
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
唐
代
に
お
け
る

｢花
鳥
｣
の
語
の
頻
用
は
あ
る
に
し
て
も
'
た
と
え
ば
六
朝

･
斉
の

謝
眺
の

｢東
田
に
瀞
ぶ

一
首
｣
の
詩
な
ど
に

｢魚
戯
れ
て
新
荷
は
動

と

き
､
鳥
散
び
て
鎗
花
は
落
つ
｣
の
句
が
あ
り
'
｢花
鳥
書
一｣
と
の
関

連
に

｢花
鳥
｣
の
語
だ
け
に
注
目
す
る
の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
｡

た
だ
花
鳥
書
一の
成
立
が
唐
代
で
あ
る
の
に
'
賓
際
の
作
品
が
ま
っ

た
く
無
い
､
正
倉
院
に
博
わ
る
工
薬
品
か
ら
推
測
す
る
以
外
に
方
法

は
無
い
'
と
い
う
の
は
､
浅
学
の
評
者
が
初
め
て
得
た
知
識
で
あ
-
'

蓮
花
'
鴛
蕎
'
鴨
､
そ
し
て
萱
草
'
牡
丹
な
ど
に
つ
い
て
は
壁
葦
の

類
に
は
見
ら
れ
る
と
い
う
｡

花
鳥
葦
は
､
五
代
か
ら
北
末
に
か
け
て
宮
廷
の
給
毒
と
し
て
'
注

目
を
集
め
る
ジ
ャ
ン
ル
に
な
る
｡
遼
墓
出
土
の
花
鳥
善
一は
不
死
'
長

生
を
象
徴
す
る
主
題
が
選
ば
れ
て
お
-
､
墓
圭
の
冥
l福
を
祈
る
こ
と

が
唐
代
か
ら
の
共
通
の
俸
枕
と
い
え
る
'
と
見
る
｡
そ
し
て
唐
代
花

鳥
書
一の
輝
-
ば
か
-
に
明
る
い
'
永
遠
の
春
の
生
命
を
轟
歌
し
象
徴

す
る
花
鳥
'
北
末
の
嘉
生
に
裏
打
ち
さ
れ
た
華
や
か
さ
を
抑
え
た
厳

し
い
格
調
高
い
花
鳥
善
一'
南
末
の
移
ろ
う
自
然
の
一
瞬
の
美
を
定
着

さ
せ
た
か
の
よ
う
な
院
憶
花
鳥
書
一t
と
時
代
か
ら
時
代
へ
の
展
開
と

成
果
を
解
説
す
る
｡
さ
ら
に
末
代
は
花
鳥
書
方
頂
鮎
を
極
め
た
時
代

で
あ
る
ゆ
え
に
､
末
代
の
花
鳥
善
一の
寓
害
と
理
想
が
融
合
し
た
塾
術

性
の
高
い
作
品
を
前
に
し
て
の
意
味
論
議
は
'
牽
術
の
理
解
者
で
な

い
者
の
蟹
行
'
蛮
術
へ
の
冒
漬
-
-
と
の
見
方
が
強
か
っ
た
へ
と
著

者
は
語
っ
て
い
る
｡
美
術
の
世
界
の
裏
面
を
の
ぞ
き
見
た
思
い
だ
が
､

貧
弱
な
美
術
鑑
賞
者
に
も
末
代
と
-
に
南
末
の
花
鳥
毒
の
完
成
度
は

理
解
で
き
る
も
の
は
あ
る
が
'
聾
術
の
世
界
の
1
種
の
聖
域
と
さ
れ

る
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
す
る
著
者
の
勇
断
に
は
敬
意
を
表

し
た
い
.
い
か
な
る
傑
作
と
い
え
ど
も
人
間
の
行
為
の
結
果
と
し
て

の
聾
術
作
品
に
封
す
る
許
債
を
拒
否
で
き
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
｡

｢花
鳥
書
こ

の
な
か
で
､
第
二
章
へ
二
の

｢蓮
池
水
禽
園
｣
に
は
'

｢蓮
｣
の
書
一題
の
意
味
'
奨
化
ま
た
多
様
性
に
つ
い
て
紙
数
を
費
や

し
て
い
る
｡
｢蓮
｣
と

｢連
｣
､
｢蓮
｣
と

｢
懸

｣

は
同
音
､
ま
た

｢蓮
花
｣
は

｢荷
花
｣
と
も
表
記
す
る
の
で
'

｢荷
｣
は

｢和
｣
と

130



同
音
'
し
た
が
っ
て

｢蓮
｣
は
子
孫
繁
栄
'
懲

･
結
婚

･
夫
婦
和
合

の
幸
福
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
た
め
と
い
う
｡
董
題
の
背
後
に
漢
字
の

同
音
性
が
車
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
｡
時
代
に
よ
-

｢蓮
｣
と
の
組

み
合
わ
せ
の

｢水
禽
｣
が
愛
わ
-
'
唐
代
は
鴨
､
鴛
喬
だ
が
末
代
以

後
は
鷺
へ
そ
れ
も
白
鷺
に
愛
化
し
て
い
-
の
を
'
時
代
の
融
合
的
背

景
の
奨
化
と
結
び
つ
け
て
い
る
｡
｢蓮
｣
の
持
つ
儒
教
的
精
細
'
君

子
の
高
潔
な
精
神

(周
敦
懐

｢愛
蓮
説
｣
引
用
)'
｢鷺
｣
は

｢路
｣

(
一
路
連
科
)
と
同
音
'
同
音
は
寓
意
を
も
ち
さ
ら
に
す
べ
て
が
幸

福
に
つ
な
が
る
吉
群
な
の
だ
と
の
文
字
解
き
風
の
解
説
は
'
毒
を

｢謹
み
解
-
｣
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
｡

三
の

｢草
虫
囲
｣
の
董
題
と
し
て
の
歴
史
は
他
の
董
題
に
比
べ
て

新
し
い
も
の
で
五
代
以
前
に
さ
か
の
ぼ
れ
な
い
ら
し
い
｡
瓜

･
葡

萄

･
豆

･
石
棺
な
ど
や
は
-
子
孫
繁
条
'
吉
祥
の
寓
意
の
シ
ン
ボ
ル

が
多
い
が
､
と
-
に
萱
草
の
書
一題
は
､
母
の
長
寿
の
慶
賀

(元
末
王

頑
の
題
詩
引
用
)
と
忘
憂
の
二
つ
の
寓
意
を
裏
面
に
持
つ
と
い
う
の

は
'
詩
の
ジ
ャ
ン
ル

｢題
詩
｣
と
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
｡
第
二
章
'

第
三
章
を
通
じ
て
'
著
者
の
説
-
花
鳥
童
に
は
基
本
的
に

｢吉
祥
｣

と
い
う
硯
鮎
が
あ
-
'
第
三
章
で
取
り
あ
げ
る

｢松
竹
梅
｣
｢竹
と

書

評

鶴
｣
｢鶴
｣
｢鵠
｣
な
ど
､
吉
祥
寓
意
の
園
と
し
て
解
説
す
る
｡
明
快

な
論
理
だ
が
'
た
だ
評
者
が
思
う
に
'
他
の
多
様
な
董
題
の
花
鳥
葺

の
す
べ
て
を

｢吉
祥
｣
ま
た
幸
福
の
シ
ン
ボ
ル
'
寓
意
を
も
つ
も
の

と
し
て
解
程
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
､
問
う
て
み
た

い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
｡

身
達
の
花
'
鳥
､
虫
､
草
を
描
き
日
常
の
幸
福
を
強
-
意
識
す
る

花
鳥
書
一の
存
在
は
'
山
水
墓
に
は
な
い
佳
麗
さ
装
飾
性
を
持
つ
が
'

そ
の
野
象
は

｢自
然
｣
に
含
ま
れ
る
ゆ
え
に

｢雅
｣
の
世
界
で
容
認

さ
れ
'
士
大
夫
の
理
想
と
憧
懐
を
表
現
す
る
山
水
葦
を
補
完
す
る
と

い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
と
'
花
鳥
室
と
山
水
童
の
相
互
関
係
を
位
置

づ
け
て
い
る
｡

平
成
十
六
年
四
月
へ
東
京
の
根
津
美
術
館
に
於
い
て

｢南
宋
給
董

1

才
情
董
致
の
世
界
｣
展
が
開
催
さ
れ
､
そ
の
宣
博
と
紹
介
を
兼

ね
て
'
雑
誌

｢東
方
｣
二
七
八

(四
月
鍍
)
に
板
倉
空
曹
氏
が

一
文

を
寄
せ
て
い
る
｡
南
宋
時
代
の
給
童
は
､
古
来
日
本
で
は

｢宋
元

書
二

の
枠
組
み
の
中
で
捉
え
ら
れ
'
そ
の
中
核
を
な
す
も
の
と
い
う

意
識
が
あ
っ
た
｡
し
た
が
っ
て
槍
董
展
も

｢宋
元
｣
の
作
品
群
で
企

書
一さ
れ
た
と
い
う
｡
今
回
の
給
書
一展
は

｢南
宋
時
代
に
都
の
杭
州
で
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開
花
し
た
給
董
世
界
の
展
開
に
ス
ポ
ッ
ト
を
首
て
る
も
の
で
'
南
宋

槍
書
一の
み
を
中
心
に
据
え
た
と
い
う
鮎
で
は
日
本
で
は
じ
め
て
の
展

覧
合
で
あ
ろ
う
｣
(板
倉
氏
)
と
あ
る
｡
評
者
は

一
ケ
月
の
曾
期
中
終

了
に
近
い
日
に
観
賞
に
出
か
け
た
が
'
曾
場
は
後
三
日
で
終
了
ま
た

展
示
物
が
東
山
御
物
'
国
賓
､
重
要
文
化
財
を
含
む
園
内
の
名
品
と

い
う
こ
と
も
あ
-
､
か
な
り
盛
況
で
順
次
観
賞
と
は
い
か
ず
人
の
隙

間
か
ら
の
遠
見
と
な
っ
た
｡
首
目
線
約
､
後
日
送
付
と
な
っ
た
園
録

は
'
園
､
解
説
と
も
に
内
容
豊
富
で
､
雑
誌

｢東
方
｣
と
同
じ
-
板

倉
聖
哲
氏
が
'
南
末
の
宮
廷
董
及
び
梁
槽
'
牧
鉛
な
ど
の
書
一人
の
専

門
的
な
解
説
､
二
篇
を
載
せ
て
い
る
｡
次
い
で
五
月
に

『特
集

｢中

国
槍
童
の
極
み
｣
南
宋
葦
の
禦
し
い
見
方
』
(
『蛮
術
新
潮
』
新
潮
蔽
)

が
出
て
､
南
宋
葺
の
作
品
と
と
も
に
板
倉
聖
哲
氏
､
島
尾
新
氏

(多

摩
美
術
大
学
教
授
)
の
両
氏
に
よ
っ
て
'

一
般
讃
者
向
け
の
解
説
が

付
し
て
あ
る
｡

評
者
が
観
賞
し
た
南
宋
童
の
代
表
作
品
を
幾
つ
か
挙
げ
て
お
-
な

ら
ば
'
桃
鳩
固

(徴
宗
筆
)'
紅
白
芙
蓉
園

(李
辿
筆
)'
雪
景
山
水
園

(博
梁
棺
筆
)'
李
白
吟
行
固

(梁
精
華
)'
鵠
園

(博
李
安
息
筆
)'
漁

村
夕
照
園

(牧
鉛
筆
)'
老
子
園

(同
)
な
ど
で
あ
-
､
本
書
出
版
の

二
〇
〇
三
年
六
月
の
時
か
ら
約

一
年
間
､
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
中

国
給
書
方
世
界
に
浸
る
と
い
う
時
期
を
過
ご
せ
た
の
は
評
者
に
と
っ

て
至
福
の
1
年
で
あ
-
思
い
が
け
な
い
収
穫
で
も
あ
っ
た
｡

様
式
美
を
重
ん
じ
る

｢花
鳥
書
一｣
､
精
神
性
を
優
先
す
る

｢山
水

董
｣
､
著
者
の
志
向
は
後
者
の
方
に
よ
-
重
鮎
が
あ
り
'
｢-
-
謹
み

解
-
｣
'
｢-
-
意
味
｣
の
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
｡

評
者
の
文
も
そ
れ
に
倣
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
､
明
ら
か
に
力
鮎
を

後
者
に
お
い
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

『花
鳥
書
一
･
山
水
書
一を
謹
み
解
-
-

中
国
槍
重
の
意
味
-

』

と
い
う
書
名
の

｢謹
み
解
-
｣
｢給
葦
の
意
味
｣
に
ひ
か
れ
て
ま
っ

た
-
専
門
外
の
分
野
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
い
'
い
ち
お

う
事
前
に
知
識
は
詰
め
こ
ん
で
は
み
た
も
の
の
迷
路
か
ら
抜
け
出
せ

ず
書
評
と
は
ほ
ど
遠
い
内
容
に
な
っ
た
感
が
あ
る
｡
本
書
を
取
-
あ

げ
た
も
う

一
つ
の
理
由
を
述
べ
て
結
び
と
す
る
｡

『歴
代
名
書
記
』
巻
四
に
は
能
董
家
三
百
七
十
人
ほ
ど
が
載
せ
ら

れ
､
う
ち
唐
代
の
書
家
二
百
七
人
の
名
が
見
え
る
が
賓
作
は
残
っ
て

い
な
い
う
え
に
博
記
未
詳
も
多
い
｡
こ
の
よ
う
な
唐
代
の
董
家
に
つ

い
て
､
唐
代
の
文
学
作
品
と
の
関
連
か
ら
解
明
で
き
な
い
か
､
そ
の
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ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
を
得
ら
れ
な
い
か
と
の
期
待
が
あ

っ
た
の
だ
が
'

こ
ち
ら
の
幾
つ
か
の
質
問
に
射
し
て
'
槍
書
T
J
文
学
の
世
界
と
の
接

鮎
は
未
解
明
の
領
域
'
と
い
う
の
が
著
者
の
口
頭
に
よ
る
答
え
で
あ

っ
た
｡

(角
川
書
店

･
角
川
叢
書
へ
二
〇
〇
三
年
六
月
'
本
文
二
四
七
頁
'

あ
と
が
き
三
頁
､
目
次
三
頁
'
固
版
出
典

一
覧
五
頁
｡
サ
ン
-

リ
ー
撃
蛮
賞
受
賞
'
二
〇
〇
三
年
十
二
月
｡
)

書

評
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