
書

評

李

浩
著

『唐
代
三
大
地
域
文
学
士
族
研
究

(曙
訂
本
)』

斎

藤

茂

大
阪
市
立
大

学

中
園
に
お
け
る
近
年
の
唐
代
文
学
研
究
で
は
'
新
た
な
理
論
､
観

鮎
'
題
材
を
求
め
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
お
-
'
従
来
の
問
題
鮎
を
取

り
扱
う
場
合
で
も
､
政
治
的
'
融
倉
的
､
文
化
的
な
切
-
口
か
ら
捉

え
直
そ
う
と
す
る
動
き
が
顕
著
で
あ
る
｡
例
え
ば
胡
可
先
著

『唐
代

重
大
歴
史
事
件
輿
文
学
研
究
』
(漸
江
大
挙
出
版
融
､
本
文
六
三
六
頁
t

t
一〇
〇
七
年
十
二
月
)
は
､
武
周
革
命
'
安
史
の
乱
'
永
貞
革
新
'
牛

李
の
薫
争
､
甘
露
の
壁
､
黄
巣
の
乱
を
奉
げ
て
'
こ
れ
ら
の
政
治
的

な
事
件
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
文
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
検
討
し
た

も
の
で
あ
-
､
ま
た
倫
永
亮
著

『唐
五
代
逐
臣
輿
乾
涌
文
学
研
究
』

書

評

(武
漢
大
学
出
版
社
'
本
文
五
六
九
頁
'
二
〇
〇
七
年
九
月
)
は
'
定
論

と
い
う
視
角
か
ら
初
唐

･
盛
唐

･
中
庸

･
晩
唐
及
び
五
代
の
各
時
期

の
文
学
者
の
情
況
を
捉
え
直
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
本
稿
で
封

象
と
す
る
李
浩
著

『唐
代
三
大
地
域
文
学
士
族
研
究
』
(以
下

『三
大

地
域
』
と
略
稀
す
る
)
も
'
こ
う
し
た
潮
流
の
中
で
生
ま
れ
た
研
究
で

あ
-
'
文
化
地
理
学
の
理
論
を
援
用
し
っ
つ
'
士
族
と
い
う
観
鮎
か

ら
唐
代
の
政
治
'
社
食
'
文
化
'
文
学
の
情
況
を
検
認
し
ょ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
李
浩
氏
は
'
本
書
に
先
駆
け
て

『唐
代

開
中
士
族
輿
文
学
』
(文
津
出
版
社
､
一
九
九
八
年
｡
増
訂
版
'
中
園
融

合
科
学
出
版
社
'
本
文
二
八
二
頁
'
二
〇
〇
三
年
九
月
｡
以
下

『開
中
士

族
』
と
略
稀
す
る
)
を
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
今
回
編
集
部
か
ら
書
評

を
依
頼
さ
れ
た
の
は

『三
大
地
域
』
の
方
で
あ
る
が
'
氏
の
研
究
の

展
開
で
は

『閲
中
士
族
』
が
そ
の
前
駆
と
な
っ
て
い
る
の
で
､
ま
ず

こ
ち
ら
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
｡

『開
中
士
族
』
は
'
文
化
地
理
学
の
理
論
を
摩
用
し
て
唐
代
の
開

中
地
域
の
文
化
､
士
族
､
文
学
相
互
の
関
連
と
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
を

検
討
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
論
述
に
昔
た
っ
て
は
歴
史
的
経
緯
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を
踏
ま
え
t

か
つ
山
東
､

江
南
な
ど
他
地
域
と
の
比
較
を
視
野
に
収

め
て
い
る
｡
十
章
に
及
ぶ
本
論
部
分
と
≡
篇
の
附
論
と
か
ら
成
っ
て

お
り
'
本
論
部
分
は
更
に
緒
論
的
な
六
章
と
各
論
と
言
う
べ
き
四
章

と
に
分
か
れ
て
い
る
｡
緒
論
に
常
た
る
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介

す
る
と
､
第

一
章

｢開
中
地
域
と
文
化
精
神
｣
は
開
中
の
地
理
的
な

概
念
を
定
め
て
'
三
輪
も
し
-
は
三
秦
に
相
首
す
る
と
L
t
先
行
研

究
を
踏
ま
え
つ
つ
こ
の
地
域
の
歴
史
'
文
化
に
関
し
て
概
観
し
て
い

る
｡
第
二
章

｢閲
中
の
風
土
気
質
と
文
学
趣
味
｣
で
は
開
中
の
風
気

と
し
て

｢雄
深
雅
健
｣
を
筒
ぶ
こ
と
を
挙
げ
'
そ
れ
が
自
然
地
理
'

人
文
地
理
的
要
因
か
ら
醸
成
さ
れ
た
こ
と
を
説
-
｡
こ
れ
ら
地
域
と

文
化
を
概
観
す
る
二
幸
に
頼
い
て
'
唐
代
の
開
中
士
族
に
つ
い
て
述

べ
る
四
章
が
並
ぶ
｡
第
三
章

｢唐
代
の
融
合
背
景
下
で
の
関
中
士

族
｣
で
は
'
ま
ず
士
族
の
概
念
を
述
べ
'
次
に
唐
代
に
お
け
る
開
中

士
族
の
位
置
づ
け
と
統
治
集
圏
へ
の
開
輿
の
仕
方
を
論
じ
'
さ
ら
に

敦
燈
文
献
に
見
ら
れ
る
民
族
名
の
分
布
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
｡

第
四
章

｢唐
代
の
開
中
文
学
士
族
の
勃
興
｣
で
は
開
中
士
族
の
重
ん

じ
た
も
の
が
軽
挙
か
ら
武
力
､
さ
ら
に
文
学
へ
と
奨
遷
し
た
こ
と
を

概
観
し
､
次
に
唐
代
に
お
け
る
開
中
士
族
の
活
動
に
つ
い
て
述
べ
'

そ
の
上
で
江
南
士
族
､
山
東
士
族
と
の
比
較
を
行

っ
て
い
る
｡
第
五

章

｢唐
代
の
開
中
文
学
集
園
の
構
成
｣
は
唐
代
の
開
中
士
族
の
著
名

な
文
学
者
た
ち
に
つ
い
て
､
各
士
族
毎
に
名
を
挙
げ
て
そ
の
活
動
を

述
べ
る
｡
こ
れ
に
は
土
着
の
士
族
だ
け
で
な
-
'
開
中
に
移
-
住
ん

だ
士
族
を
も
含
め
て
い
る
｡
第
六
章

｢唐
代
の
開
中
士
族
と
教
育
｣

は
'
唐
代
で
は
科
拳
制
の
定
着
に
と
も
な
っ
て
官
学
が
衰
退
L
t
替

わ
っ
て
私
学
お
よ
び
家
庭
内
教
育
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
､
闘
中

士
族
を
例
と
し
て
述
べ
て
い
る
｡
次
に
各
論
に
首
た
る
四
章
で
あ
る

が
'
こ
ち
ら
に
は
開
中
士
族
を
め
ぐ
る
-
ピ
ッ
ク
と
も
言
う
べ
き
問

題
鮎
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
ず
第
七
章

｢士
族
郡
望
か
ら
見
た
牛

李
の
薫
事
の
分
野
｣
は
'
唐
代
の
代
表
的
な
政
治
薫
率
で
あ
る
牛
李

の
真
筆
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
薫
派
に
属
し
た
人
物
の
籍
貰
う
出

身
と
い
う
税
鮎
か
ら
'
従
来
の
説
を
検
葦
し
た
も
の
で
あ
る
｡
第
八

章

｢蘇
纏
の
文
膿
改
革
に
関
す
る
新
説
｣
は
､
晴
の
蘇
纏
の

｢大

詰
｣
が
古
文
の
馨
展
に
持
つ
意
義
を
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
｡
第

九
章

｢柳
宗
元
の
古
文
思
想
と
闘
中
の
学
術
資
源
｣
は
'
柳
宗
元
の

古
文
の
思
想
的
背
景
に
'
閲
中
士
族
の
間
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
春

秋
撃
と
'
開
中
士
族
の
風
気
が
有

っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
｡
最
後
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の
第
十
章

｢賓
叔
向
の
家
族
の
本
貫
と
郡
望
に
つ
い
て
の
新
た
な
槍

謹
｣
は
､
中
庸
期
の
肇
叔
向

一
族
の
籍
貫
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
も

の
で
あ
る
｡
附
論
≡
篇
は
よ
り
個
別
的
な
論
鮎
を
取
り
上
げ
て
い
る
｡

其
の

一
｢
『皇
唐
玉
牒
』
の
編
者
に
つ
い
て
の
再
検
討
｣
は
'
唐
の

皇
帝
の
家
譜
で
あ
る

『皇
唐
玉
牒
』
の
編
者
に
つ
い
て
'
従
来
の
説

を
再
検
討
し
た
も
の
｡
其
の
二

｢箔
俸
正
'
李
陽
泳
ら
の
碑
誌
に
示

さ
れ
る
李
白
の
世
系
に
つ
い
て
｣
は
'
李
白
の
世
系
に
関
す
る
従
来

の
説
を
再
検
討
し
た
も
の
｡
そ
し
て
其
の
三

｢柳
宗
元
の
配
偶
者
と

子
供
の
考
察
｣
は
'
柳
宗
元
の
妻
楊
氏
の
死
因
と
'
彼
の
息
子
'
娘

に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
本
書
は
唐
代
の
閲
中
士
族
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な

角
度
か
ら
検
討
を
加
え
た
意
欲
的
な
研
究
で
あ
る
が
'
そ
の
論
述
に

問
題
鮎
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
｡
二
へ
三
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡
ま

ず
'
第

二

二
幸
で
贋
-
開
中
地
域
の
文
化
的
､
地
理
的
背
景
に
つ

い
て
述
べ
'
こ
の
地
域
が
古
代
か
ら
猫
立
し
た
文
化
を
有
し
て
い
た

こ
と
を
説
い
て
い
る
｡
そ
の
手
績
き
は
正
し
い
し
､
内
容
も
ほ
ぼ
そ

の
通
-
な
の
だ
ろ
う
が
､
し
か
し
そ
の
論
調
は
閲
中
地
域
の
文
化
的

優
位
性
を
説
-
こ
と
に
傾
い
て
い
て
'
｢唐
代
｣
の

｢士
族
｣
と
い

書

評

う
本
書
の
テ
ー
マ
と
直
接
結
び
つ
か
な
い
議
論
が
少
な
-
な
い
こ
と

は
気
に
か
か
る
｡
先
秦
か
ら
漢
代
に
か
け
て
文
化
的
な
中
心
地
で

あ
っ
た
と
し
て
も
､
そ
れ
が
直
ち
に
階
唐
期
に
結
び
つ
-
詳
で
は
な

い
｡
資
料
の
不
足
か
ら
'
観
音
か
ら
北
魂
に
か
け
て
の
情
況
が
論
じ

難
い
こ
と
は
分
か
る
が
'
そ
う
で
あ
っ
て
も
限
ら
れ
た
資
料
を
繋
ぎ

合
わ
せ
て

〓
疋
の
道
筋
を
示
す
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
か
｡
本
書
の

テ
ー
マ
を
重
視
す
る
な
ら
'
む
し
ろ
西
魂
'
北
周
か
ら
議
論
を
初
め

て
も
良
か
っ
た
ろ
う
｡
開
陳
軍
閥
と
線
科
さ
れ
る
各
士
族
が
ど
の
よ

う
に
馨
展
し
､
開
中
文
化
を
受
け
継
ぐ
集
圏
と
し
て
成
長
し
て
い
っ

た
の
か
と
い
う
鮎
を
中
心
に
論
じ
て
欲
し
か
っ
た
｡

資
料
の
取
-
上
げ
方
'
評
債
の
仕
方
も

〓
疋
し
て
い
な
い
憾
み
が

あ
る
｡
例
え
ば
第
五
章
で
は
､
各
士
族
の
人
物
を
挙
げ
る
の
に
'
用

い
る
資
料
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
｡
史
書
の
侍
'
詩
文
に
限
ら
ず
'
小

説
の
類
も
抹
用
し
て
い
る
｡
ま
た
､
人
物
を
文
学
性
か
ら
評
債
す
る

際
に
は
そ
の
基
準
を
明
示
す
べ
き
で
あ
る
が
､
そ
れ
が
示
さ
れ
な
い

ば
か
り
か
､
政
治
的
許
債
や
聾
術
面
の
活
動
ま
で
封
象
と
な
っ
て
い

る
｡
著
名
な
人
物
を
様
々
に
取
-
上
げ
'
多
様
な
許
債
を
用
い
た
の

で
は

｢文
学
群
膿
｣
の
内
賓
が
伴
わ
な
い
L
t
｢群
髄
｣
と
し
て
見
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る
意
義
も
暖
味
に
な
る
｡

そ
も
そ
も
目
に
付
い
た
人
物
を
列
挙
す
る

の
で
は
な
-
､
葦
'
杜
､
蓑
な
ど
の
士
族
が
唐
の
各
時
期
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
活
躍
し
'
自
分
た
ち

一
族
を
守
-
､
馨
展
さ
せ
て
い
た

の
か
'
そ
し
て
そ
の
中
で
'
新
た
な
文
学
を
ど
の
よ
う
に
生
み
出
し

て
い
っ
た
の
か
を
詳
述
す
べ
き
だ
ろ
う
｡

先
行
研
究
に
寄
-
掛
か
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
目
立
ち
'

李
氏
自
ら
が
費
掘
し
た
資
料
に
基
づ
い
た
滞
日
の
論
述
が
少
な
い
こ

と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
例
え
ば
第
七
章
は
'
牛
李
双
方

の
派
閥
に
属
し
た
人
物
に
つ
い
て
'
李
浩
氏
濁
臼
の
見
解
が
示
さ
れ

る
も
の
と
思

っ
た
が
'
そ
う
し
た
槍
護
は

一
切
な
さ
れ
て
い
な
い
｡

陳
寅
情
､
琴
仲
勉
､
博
旋
環
各
氏
等
に
よ
る
十

一
種
の
先
行
研
究
を

翠
げ
'
そ
こ
で
牛
'
李
そ
れ
ぞ
れ
の
汲
閥
に
分
け
ら
れ
た
人
物
を
整

理
し
､
取
-
上
げ
ら
れ
た
回
数
の
多
い
順
に
牛
糞
で
八
人
､
李
真
で

六
人
を
選
ぶ
と
い
う
､
甚
だ
安
直
な
手
法
が
探
ら
れ
て
い
る
｡
誰
が

ど
ち
ら
の
貴
液
に
属
し
た
か
は
'
従
来
議
論
が
分
か
れ
る
問
題
鮎
で

あ
-
'
そ
の
検
護
を
回
避
し
て
し
ま

っ
て
は
論
と
し
て
の
魅
力
が
無

い
｡
し
か
も
'
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
籍
貫
'
郡
望
を
正
史
の
博
な
ど

で
簡
単
に
判
断
し
'
そ
れ
で
李
薫
は
山
東
士
族
の
代
表
'
牛
糞
は
開

中
士
族
の
代
表
と
結
論
づ
け
る
の
だ
が
､
こ
れ
で
は
重
要
な
問
題
鮎

を
素
通
-
し
て
し
ま

っ
て
い
る
｡
そ
も
そ
も
士
族
を
問
題
に
す
る
な

ら
'
あ
る
士
族
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
人
物
の
庭
世
や

学
問
形
成
に
ど
う
作
用
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
わ
な
け
れ
ば
､

本
質
的
な
議
論
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
集
圏
と
し
て
の
士
族
を
考
え

る
場
合
も
'
相
互
扶
助
が
ど
の
よ
う
に
働
い
た
の
か
'
ど
の
よ
う
に

l
族
の
敵
背
を
保

っ
て
い
っ
た
の
か
を
具
鰹
的
に
論
じ
て
こ
そ
意
味

が
有
る
｡
家
庭
内
の
教
育
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
'

な
お
十
分
で
は
な
い
｡
こ
う
し
た
手
頼
き
無
し
に
'
た
だ
史
俸
'
碑

誌
な
ど
に
接

っ
て
籍
貫
'
郡
望
を
取
-
上
げ
て
も
'
上
達
だ
け
の
議

論
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
｡

ま
た
'
原
資
料
の
扱
い
だ
け
で
な
-
'
先
行
研
究
の
取
り
上
げ
方

に
も
窓
意
的
な
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
例

え
ば
附
論
二
で
は
､
電
停
正
'
李
陽
妹
ら
の
碑
誌
に
示
さ
れ
る
李
白

の
世
系
に
つ
い
て
'
魯
鋲
氏

｢李
白
家
世
考
異
｣
(
『李
白
詩
論
叢
』

所
収
)
な
ど
幾

つ
か
の
説
を
引
用
し
､
相
互
に
比
較
し
て
論
じ
て
い

る
｡
李
浩
氏
が
頻
用
す
る
手
法
だ
が
､
そ
の
た
め
か
格
別
新
し
い
見

解
は
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
よ
-
も
問
題
な
の
は
､
他
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の
論
で
は
陳
寅
情
氏
の
説
が
屡
々
取
-
上
げ
ら
れ
､
利
用
さ
れ
て
い

る
の
に
へ
こ
こ
で
は
そ
の

｢李
太
白
氏
族
之
疑
問
｣
(
『金
明
館
叢
稿

初
編
』
所
収
)
に
全
-
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
陳
氏
の
説

が
誤
-
で
あ
る
な
ら
'
言
及
し
た
上
で
論
難
す
れ
ば
良
い
｡
欺
殺
は

研
究
者
と
し
て
正
し
い
態
度
で
は
な
い
し
､
そ
れ
で
は
依
摸
す
べ
き

研
究
と
な
-
得
な
い
｡
｡

こ
の
よ
う
に
､
本
書
は
興
味
深
い
試
み
で
あ
る
が
'
論
述
に
は
な

お
多
-
の
問
題
鮎
を
残
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

次
に
本
稿
の
封
象
で
あ
る

『三
大
地
域
』
の
検
討
に
移
ろ
う
｡
こ

ち
ら
も
緒
論
､
分
論
､
附
編
の
三
部
構
成
を
取

っ
て
お
-
'
緒
論
と

十

一
の
章
'
お
よ
び
五
篇
の
論
か
ら
成
り
立

っ
て
い
る
｡
導
入
で
あ

る
緒
論
で
は
､
先
行
研
究
を
紹
介
し
っ
つ
'
文
化
地
理
学
の
理
論
を

磨
用
し
て
開
中
､
山
東
'
江
南
の
三
つ
の
地
域
の
特
質
と
そ
こ
に
属

す
る
士
族
の
活
動
を
政
治
'
社
食
'
文
学
各
方
面
か
ら
検
諾
し
ょ
う

と
す
る
'
本
書
の
方
針
を
説
明
す
る
｡
経
論
部
分
は
六
章
で
あ
-
､

第

1
章

｢唐
代
三
大
地
域
と
三
大
文
化
中
心
｣
は
文
化
地
理
学
の
理

論
を
磨
用
す
る
に
首
た
り
'
ま
ず
氏
が
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者

書

評

ウ
イ
ス
ラ
ー

(c
w
-

ss-er)ら
の
学
説
を
援
用
し
て
措
定
し
た

｢地

域
｣
｢文
化
値
域
｣

な
ど
の
概
念
を
説
明
す
る
｡
そ
の
上
で
陳
寅
格

氏
の
説
を
承
け
て
'
開
中
'
山
東
'
江
南
を
三
大
地
域
と
措
定
L
t

各
地
域
の
持
つ
特
色
に
つ
い
て
述
べ
る
｡
但
し
'
こ
こ
で
奉
げ
ら
れ

て
い
る
資
料
は

『史
記
』
な
ど
漠
代
の
も
の
と

『通
典
』
な
ど
唐
代

の
も
の
が
圭
で
､
三
大
地
域
の
基
礎
と
な
る
東
魂

･
北
斉
'
西
貌

･

北
周
'
梁

･
陳
の
時
期
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
｡
ま
た
論

述
も
開
中
に
比
べ
て
､
山
東
､
江
南
の
そ
れ
は
大
雑
把
な
印
象
を
受

け
る
｡
第
二
章

｢唐
代
三
大
地
域
の
文
学
風
貌
｣
は
､
地
域
と
文

化

･
風
俗
の
関
係
を
取
-
上
げ
'
音
楽

(秦
聾
'
呉
歌
'
斉
誼
･
洛
下

吟
と
い
う
古
代
の
概
念
に
よ
っ
て
三
類
に
分
か
つ
)
と
文
膿

(古
文
の
北

方
か
ら
南
方
へ
の
浸
透
の
み
を
取
-
上
げ
る
)
お
よ
び
文
人
の
分
布

(先

行
研
究
の
統
計
資
料
を
使
い
'
籍
貫
に
従
っ
て
地
域
分
布
を
表
示
す
る
)
の

三
鮎
か
ら
三
大
地
域
の
文
学
の
特
徴
を
考
察
す
る
｡
し
か
し
音
楽
､

文
膿
'
文
人
の
分
布
が
相
互
に
ど
う
関
連
し
､
ま
た
各
地
域
の
文
学

の
特
徴
と
ど
う
結
び
つ
く
の
か
に
つ
い
て
は
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ

て
い
な
い
｡
し
か
も
唐
以
前
の
文
献
が
多
-
引
か
れ
て
い
て
､
唐
代

の
賓
態
に
即
し
た
議
論
に
も
な
っ
て
い
な
い
｡
唐
代
音
楽
な
ど
豊
富
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な
先
行
研
究
が
あ
る
分
野
に
つ
い
て
､
そ
れ
ら
の
成
果
を
全
-
反
映

し
て
い
な
い
こ
と
も
気
に
な
る
｡
第
三
章

｢唐
代
文
学
士
族
の
誕

生
｣
で
は
'
李
浩
氏
が
新
た
な
概
念
と
し
て
提
起
し
た

｢文
学
士

族
｣
の
定
義
を
行
い
'
さ
ら
に
清
流
'
衣
冠
'
四
姓
な
ど
の
概
念
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
る
｡
｢文
学
士
族
｣
は
氏
の
研
究
の
中
心
概
念

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
､
陳
寅
情
氏
が
す
で
に
提
起
し
て

い
る

｢文
化
世
族
｣
な
ど
の
概
念
と
ど
う
異
な
る
の
か
'
な
ぜ
新
た

に
提
起
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
鮎
は
､
必
ず
し
も
明
瞭
に
説

明
さ
れ
て
い
な
い
｡
氏
は
科
挙
の
科
目
で
あ
る
詩
賦
と
結
び
つ
け
て

｢文
学
｣
の
語
を
使
用
し
､
開
院
集
圏
が
仕
進
の
道
を
武
力
か
ら
科

挙
に
埜
化
さ
せ
た
こ
と
と
結
び
つ
け
る
よ
う
だ
が
'
普
遍
性
を
持
つ

概
念
と
し
て
は
受
け
と
め
に
-
い
｡
人
材
登
用
シ
ス
テ
ム
が
新
し
-

な
っ
た
こ
と
で
'
南
北
朝
期
と
の
差
異
を
明
瞭
に
し
よ
う
と
い
う
意

園
は
分
か
る
が
､
議
論
が
表
面
的
で
あ
り
'
｢文
学
｣
の
語
の
安
富

性
を
含
め
て
検
討
の
除
地
が
あ
る
｡
第
四
章

｢唐
代
文
学
士
族
の
地

域
構
成
｣
は
唐
代
の
士
族
の
情
況
を
闘
中
'
胡
姓
'
山
東
､
江
南
に

四
分
し
て
検
討
し
､
最
後
に
三
大
地
域
の
比
較
を
行

っ
て
い
る
｡
但

し
'
開
中
士
族
は
京
兆
尊
氏
'
杜
氏
､
弘
農
場
氏
'
武
功
蘇
氏
'
河

東
柳
氏
'
袈
氏
､
常
民
と
個
別
に
検
討
を
加
え
'
胡
姓
士
族
に
つ
い

て
も
洛
陽
元
氏
'
令
狐
氏
'
扶
風
賓
氏
'
大
原
自
民
と
ほ
ぼ
同
様
の

扱
い
を
す
る
の
に
封
L
t
山
東
士
族
で
は
雀
氏
'
李
氏
'
王
氏
､
宋

氏
を
奉
げ
る
も
の
の

(慮
氏
'
都
民
は
無
い
)
極
め
て
大
雑
把
な
扱
い

で
あ
-
'
江
南
士
族
に
至
っ
て
は
個
別
の
士
族
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な

い
ば
か
-
か
'
叙
述
そ
の
も
の
も
整
理
さ
れ
て
い
な
い
｡
さ
ら
に
三

大
地
域
の
比
較
で
も
､
曾
大
興
氏
の

『中
国
歴
代
文
筆
家
之
地
理
分

布
』
(湖
北
教
育
出
版
社
)
と
陳
筒
君
氏
の

｢唐
詩
人
占
籍
考
｣
(『唐

代
文
学
叢
考
』
所
収
)
の
統
計
デ
ー
タ
を
利
用
し
'
そ
れ
ぞ
れ
で
文
学

者
あ
る
い
は
詩
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
の
教
を
地
域
ご
と

に
分
類
し
て
並
べ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
｡
第
五
章

｢唐
代
文
学
士
族

の
移
動
｣
で
は
'
唐
代
の
士
族
の
地
域
的
な
移
動
に
つ
い
て
'
背
景

の
事
情
に
よ
っ
て
科
挙

･
仕
官
'
戦
争
か
ら
の
避
牡
､
左
遷

･
流
滴

の
三
鮎
か
ら
検
討
を
加
え
'
最
後
に
士
族
の
移
動
が
文
化
面
に
輿
え

た
影
響
を
論
じ
て
い
る
｡
し
か
し
移
動
が
賓
質
的
に
持

っ
た
意
味
は
､

個
々
の
事
例
を
丹
念
に
検
諾
し
て
そ
れ
を
積
み
上
げ
る
の
で
な
い
限

-
'
容
易
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
｡
本
章
も
先
行
研
究
の

デ
ー
タ
を
使
い
'
詩
人
'
散
文
家
'
進
士
の
敦
を
各
道
ご
と
に
安
史
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の
乱
の
前
後
で
比
べ
る
と
い
う
手
法
に
擦

っ
て
い
る
｡
し
か
も
移
動

に
つ
い
て
は
籍
貫
と
居
住
地
の
違
い
を
指
摘
す
る
に
止
ま
っ
て
お
-
'

賓
質
的
な
議
論
に
な
っ
て
い
な
い
｡
第
六
章

｢唐
代
文
筆
士
族
と
賢

能
の
標
準
｣
は
科
挙
と
鎗
選
と
に
よ
っ
て
士
人
を
選
抜
､
任
用
す
る

際
の
基
準
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
｡
ま
ず
基
準
に
関
す
る
唐
代
以
来

の
議
論
を
奉
げ
'
そ
れ
が
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
た
め
'
主
要
な
議
論

に
即
し
た
四
種
の
基
準

(徳
行
と
文
蛮
'
器
識
と
文
峯
'
経
術
と
文
学
'

吏
能
と
文
学
)
に
絞

っ
て
検
討
し
て
い
る
｡
そ
し
て
時
期
に
よ
っ
て

基
準
が
壁
化
し
'
理
想
と
さ
れ
る
士
人
像
も
襲
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
上
で
'
そ
の
よ
う
に
人
材
選
抜
の
基
準
や
手
績
き
を
明
確

に
し
て
'
比
較
的
公
正
な
競
争
を
可
能
に
し
た
こ
と
が
科
拳
'
鎗
選

の
制
度
の
利
鮎
で
あ
-
'
結
果
と
し
て
地
域
や
階
層
に
よ
る
士
人
の

差
を
緩
和
す
る
致
果
を
持

っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
｡
た
だ
こ
れ
ら

の
鮎
は
す
で
に
先
行
研
究
で
も
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
､
唐

代
に
行
わ
れ
た
議
論
が
各
士
族
の
具
髄
的
な
動
向
と
ど
う
関
わ
っ
た

の
か
と
い
う
鮎
に
踏
み
込
ん
で
論
じ
て
欲
し
か
っ
た
｡

分
論
は
五
章
か
ら
成
-
'
第
七
章

｢
『惰
書
』
中
の
文
化
地
理

観
｣
は
'
文
化
地
理
学
の
見
地
か
ら

『隔
書
』
の

｢文
学
侍
｣
｢儒

書

評

林
侍
｣
｢地
理
志
｣
に
見
ら
れ
る
文
化
地
理
観
を
槍
謹
す
る
｡
晴
は

南
北
を
統

一
し
た
王
朝
で
あ
-
'
『惰
書
』
は
唐
初
期
の
編
纂
で
'

唐
に
至
る
歴
史
や
文
化
の
流
れ
に
野
す
る
昔
時
の
考
え
方
が
窺
わ
れ

る
か
ら
'
こ
こ
に
着
目
す
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
｡
し
か
し
本
章

の
議
論
も
表
層
的
で
あ
り
､
か
つ
先
行
研
究
に
寄
-
掛
か
っ
た
論
述

が
少
な
-
な
い
｡
第
人
章

｢陳
寅
格
の
士
族
理
念
に
封
す
る
誤
讃
｣

は
陳
寅
情
氏
の
士
族
研
究
を
紹
介
し
'
そ
れ
が
学
界
に
お
い
て
誤
解

さ
れ
た
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
第
九
章

｢
〟開
中
本
位
政

策
〟

か
ら
科
挙
制
へ
｣
も
陳
寅
格
氏
が
唱
え
た
統
治
階
級
の
愛
連
に

関
す

る
説
を
取
-
上
げ
て
槍
諾
す
る
0
第
十
章

｢
〟詩
賦
取
士
〟
説

の
検
謹
｣
は
'
科
挙
の
選
抜
に
お
い
て
詩
賦
が
重
視
さ
れ
た
と
い
う
'

所
謂

｢詩
賦
も
て
士
を
取
る
｣
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
｡
第
十

一
章

｢寡
母
が
孤
鬼
を
教
育
す
る

-
唐
代
の
士
族
で
の
教
育
に
お

い
て
顛
著
な
現
象
に
封
す
る
考
察
と
分
析
-
｣
は
'
士
族
の
家
庭
内

で
の
教
育
に
日
を
向
け
'
そ
の
中
で
特
に
寡
婦
が
孤
兄
を
教
育
す
る

事
例
が
多
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
'
そ
の
こ
と
を
教
育
学
的
､
心
理

学
的
に
分
析
し
て
い
る
｡

附
編
は
個
別
の
テ
ー
マ
に
従

っ
た
論
考
五
篇
で
あ
る
が
､
こ
れ
も
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簡
単
に
紹
介
す
る
｡
｢墓
誌
に
見
ら
れ
る
唐
代
の
襲
氏
の
婚
姻
関

係
｣
は
'
主
と
し
て
墓
誌
を
使

っ
て
､
河
東
装
氏
が
唐
代
に
王
室
や

他
の
有
力
士
族
と
ど
の
よ
う
な
姻
戚
関
係
を
築
い
た
の
か
を
具
膿
的

に
整
理
'
分
析
し
た
も
の
｡
｢碑
誌
か
ら
見
た
唐
代
の
河
東
襲
氏
の

移
動
｣
は
､
河
東
襲
氏
が
唐
代
に
ど
の
よ
う
に
移
住
し
た
か
を
､
圭

に
墓
誌
､
碑
文
に
記
さ
れ
る
埋
葬
地
に
着
目
し
て
､
考
察
し
た
も
の
｡

｢装
氏
と
悌
敦
信
仰
｣
は
'
や
は
-
河
東
襲
氏
を
取
り
上
げ
て
'
士

族
内
で
の
儒
教
信
仰
'
特
に
女
性
の
信
仰
の
様
子
に
つ
い
て
検
討
し

た
も
の
｡
｢唐
代
に
お
け
る
杜
氏
の
長
安
の
住
ま
い
｣
は
､
京
兆
杜

氏
の
唐
代
に
お
け
る
居
所
を
検
討
し
た
も
の
｡
そ
し
て

｢葦
麿
物
の

家
族
の
墓
誌
に
関
す
る
補
論
｣
は
'
近
年
尊
兄
さ
れ
た
章
麿
物
の
家

族
の
墓
誌
銘
に
関
し
て
'
婚
姻
や
蹄
葬
な
ど
の
鮎
か
ら
論
じ
た
も
の

で
あ
る
｡

本
書
も
先
の

『開
中
士
族
』
と
同
様
の
構
成
で
あ
る
が
､
構
成
だ

け
で
な
-
論
述
の
方
法
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡
併
せ
謹
む
こ
と
に

よ
っ
て
､
李
浩
氏
の
研
究
意
園
が
分
か
-
や
す
-
な
る
面
は
有
る
が
'

率
直
に
言
っ
て
前
書
の
内
容
を
三
大
地
域
に
衣
更
え
し
て
再
述
し
た

よ
う
な
印
象
が
残
る
｡
し
か
も
､
資
料
の
懇
意
的
な
扱
い
'
賓
葦
の

不
足
な
ど
､
先
に
指
摘
し
た
問
題
鮎
の
幾
つ
か
が
'
や
は
り
覆
い
難

く
現
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
甚
だ
残
念
で
あ
る
｡

個
々
の
問
題
鮎
に
つ
い
て
は
各
章
の
紹
介
に
付
し
て
述
べ
た
の
で
'

こ
こ
で
は
少
し
大
き
な
鮎
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
｡
本
書
で
も

｢唐
代
｣
を
書
名
に
掲
げ
て
い
る
が
'
そ
の
内
賓
が
甚
だ
不
明
瞭
で

あ
る
と
感
じ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
'
三
百
年
績
い
た
唐
王
朝
は
時
期

に
よ
っ
て
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
｡
南
北
朝
以
来
の
情
況
を
色
濃
-

残
す
貞
観
期
'
新
興
士
族
の
董
頭
が
目
立
つ
開
元

･
天
賓
期
'
安
史

の
乱
以
降
華
中
地
域
が
相
野
的
に
衰
退
L
t
江
南
地
域
が
経
済
蓉
展

を
遂
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
､
文
化
地
理
的
に
も
大
き
な
襲
化
が
生
ま

れ
た
貞
元

･
元
和
期
'
さ
ら
に
衰
退
と
混
迷
の
度
を
深
め
る
威
通
以

降
な
ど
'
融
合
も
士
族
を
巡
る
情
況
も
'
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
-
壁
化

し
て
い
る
｡
唐
代
を
論
ず
る
上
で
は
'
ど
の
時
期
を
捉
え
て
の
議
論

で
あ
る
か
を
明
確
に
し
､
か
つ
各
時
期
を
有
機
的
に
繋
げ
た
論
述
を

行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
｡
本
書
の
よ
う
に
漠
然
と
大
括
り
に
す

る
の
で
は
な
-
､
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
毎
に
検
討
を
加
え
'
そ
れ
を
踏

ま
え
て
改
め
て

｢唐
代
｣
と
し
て
纏
括
す
る
手
績
き
が
必
要
で
あ
る
｡
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｢三
大
地
域
｣
に
つ
い
て
も
'
東
魂

･
北
斉
'
西
魂

･
北
周
'
梁

･

陳
と
い
う
歴
史
的
経
緯
を
承
け
た
地
理
概
念
で
あ
る
の
で
'
情
か
ら

唐
初
期
に
は
督
て
は
ま
っ
て
も
'
唐
代
全
鰭
を
考
え
る
上
で
は
､
必

ず
し
も
ふ
さ
わ
し
い
概
念
と
は
言
え
な
い
｡
文
化
地
域
も
饗
遷
す
る

の
で
あ
-
'
時
期
に
よ
っ
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
｡
大
き
-
三
大
地

域
に
分
け
て
も
そ
れ
ぞ
れ
が
廉
す
ぎ
る
し
､
と
-
に
山
東
'
江
南
は

一
括
り
に
論
じ
る
こ
と
が
難
し
い
｡

一
方
で
士
族
の
活
動
に
即
し
て

見
る
な
ら
ば
､
巴
葛
も
重
要
で
あ
-
､
福
建
へ
嶺
南
な
ど
の
縁
遠
地

域
を
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
主
要
な

地
域
の
情
況
を
個
別
に
検
討
し
'
そ
の
蓄
積
の
上
に
立

っ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
文
化
的
特
徴
を
考
え
'
さ
ら
に
文
化
の
俸
播
の
あ
-
方
'
士
族

の
活
動
が
も
た
ら
し
た
意
義
な
ど
の
検
討
に
贋
げ
る
と
い
う
手
順
を

と
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
｡
本
書
は

｢三
大
地
域
｣
を
掲
げ
な
が
ら
､

山
東
'
江
南
地
域
の
論
述
が
閲
中
に
比
べ
て
大
雑
把
に
過
ぎ
､
二
地

域
に
封
す
る
李
氏
の
準
備
不
足
を
露
呈
す
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
｡

李
活
氏
が
両
書
を
通
じ
て
行
お
う
と
し
た
'
文
化
地
理
学
の
観
鮎

か
ら
士
族
'
文
学
を
研
究
す
る
と
い
う
方
法
は
､
今
後

一
暦
進
め
ら

書

評

れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
時
間
と
地
理
の
二
つ
の
座

標
軸
か
ら
巨
視
的
な
研
究
を
進
め
る
た
め
に
は
､
個
々
の
問
題
鮎
に

即
し
た
微
税
的
な
研
究
の
積
み
上
げ
が
必
要
で
あ
る
｡
李
浩
氏
の
試

み
は
'
む
し
ろ
そ
の
こ
と
の
重
要
性
を
改
め
て
浮
き
彫
-
に
し
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
｡
大
き
な
テ
ー
マ
を
取
-
扱
う
場
合
こ
そ
､
敵
密
な

研
究
態
度
が
不
可
鉄
で
あ
-
､
評
者
は
そ
の
鮎
か
ら
陳
寅
格
､
江
鏡
､

琴
仲
勉
'
博
放
球
各
氏
の
研
究
の
素
晴
ら
し
さ
を
再
認
識
し
た
｡
研

究
の
馨
展
の
た
め
に
は
新
し
い
理
論
の
導
入
や
､
新
し
い
覗
鮎
の
確

立
が
放
か
せ
な
い
が
'

一
方
で
賓
護
に
基
づ
く
着
賓
な
成
果
の
積
み

上
げ
を
疎
か
に
す
る
こ
と
が
有

っ
て
は
な
る
ま
い
｡

『三
大
地
域
』
に
つ
い
て
は
'
昨
年
そ
の
潮
講
書
で
あ
る

『唐
代

(文
学
士
族
)
の
研
究
』
(副
題

｢開
中
･
山
東

･
江
南
の
三
地
域
に
即

し
て
｣｡
松
原
朗
'
山
田
智
'
石
村
貴
博
諾
'
研
文
出
版
､
本
文
三
四
九
頁
､

二
〇
〇
九
年
十
一
月
)
が
刊
行
さ
れ
た
｡
賓
は
編
集
部
か
ら
の
依
嘱
は
'

こ
の
講
書
に
野
す
る
書
評
で
あ
っ
た
｡
幸
い
原
著
が
入
手
で
き
た
の

で
'
敢
え
て
そ
ち
ら
を
封
象
と
し
た
の
だ
が
'
最
後
に
講
書
に
つ
い

て
も
卑
見
を
記
し
て
お
き
た
い
｡
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学
術
出
版
を
め
ぐ
る
情
況
は
年
々
厳
し
-
な
っ
て
お
り
'
と
く
に

翻
講
書
は
出
版
の
機
骨
も
容
易
に
得
が
た
い
の
が
賓
情
で
あ
る
｡
そ

う
で
あ
れ
ば
'
貴
重
な
機
倉
を
有
数
に
使
う
こ
と
が
詳
者
の
務
め
で

も
あ
ろ
う
｡
ど
の
書
物
を
誰
の
た
め
に
詩
す
の
か
と
い
う
出
費
鮎
が
､

極
め
て
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
出
版
に
至

っ
た
経
緯
は
も

と
よ
-
承
知
し
て
い
な
い
が
へ
『三
大
地
域
』
が
翻
詳
野
象
と
し
て

選
定
さ
れ
る
過
程
で
'
他
の
書
物
'
例
え
ば

『開
中
士
族
』
と
の
比

較
検
討
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
『三
大
地
域
』
を
選
ぶ
と
し

て
も
､
雨
書
の
関
連
の
深
さ
か
ら
見
れ
ば
､
少
な
く
と
も

『開
中
士

族
』
に
つ
い
て
の
紹
介

･
解
説
が
有
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

ま
た
讃
者
と
し
て
誰
を
想
定
し
た
の
か
も
や
や
暖
味
で
あ
る
｡
原
著

が
入
手
で
き
る
状
態
で
あ
-
､
李
浩
氏
の
文
章
も
蔑
み
や
す
い
の
で
'

専
門
家
は
講
書
を
必
要
と
し
な
い
だ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
学
部
の
専

攻
生
か
前
期
博
士
課
程
の
畢
生
'
そ
し
て
一
般
の
篤
学
の
士
が
讃
者

と
し
て
想
定
さ
れ
る
が
'
そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
こ
の
講
書
に
は
講
者

に
封
す
る
配
慮
が
十
分
で
な
い
面
が
有
る
よ
う
に
思
う
｡

ま
ず
濁
立
し
た
解
説
の
項
目
が
無
-
'
冒
頭
の
話
者
序
と
あ
と
が

き
の

1
部
で
若
干
記
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
鮎
で
あ
る
｡
『三
大

地
域
』
の
学
術
的
慣
値
'
そ
れ
を
翻
詳
紹
介
す
る
意
義
に
つ
い
て
､

従
来
の
研
究
史
お
よ
び
現
在
の
学
界
の
情
況
を
踏
ま
え
て
'
も

っ
と

積
極
的
に
解
説
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
う
で
な
い
と
､
講

書
の
意
義
も
ま
た
不
明
瞭
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
李
活
氏
の

｢緒
論
｣
に
多
-
を
委
ね
て
し
ま
っ
て
は
､
詳
者
の
学
識
を
窺
う
こ

と
も
難
し
い
｡
ま
た
原
著
が
本
論
'
各
論
'
附
論
の
三
部
構
成
で
あ

る
の
に
､
講
書
は
附
論
の
部
分
を
す
べ
て
割
愛
し
て
い
る
こ
と
も
問

題
で
は
な
い
か
｡
先
に
見
た
よ
う
に
'
関
連
す
る
問
題
鮎
を
取
-
上

げ
た
比
較
的
短
い
論
文
五
篤
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
'
著
者
の

了
解
を
得
た
廃
置
と
は
言
え
'
そ
れ
を
す
っ
か
-
落
と
し
て
し
ま
う

の
で
は
講
書
と
し
て
不
十
分
で
あ
ろ
う
｡
紙
幅
の
制
限
が
あ
る
こ
と

は
分
か
る
が
､
そ
れ
な
ら
ば
せ
め
て
附
論
各
篇
の
内
容
を
簡
単
に
で

も
紹
介
し
て
お
-
べ
き
だ
と
思
う
｡
諾
者
序
に
は
原
著
の
目
次
が
原

文
の
み
で
示
さ
れ
る
が
'
こ
れ
で
は
讃
者
に
封
す
る
説
明
と
し
て
十

分
で
は
な
い
｡
仮
に
紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
､
そ
れ
な
-

に
方
法
は
有

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
章
培
恒
'
王
水
照
両
氏

の
序
文
は
'
李
浩
氏
に
は
紋
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
も
'
日

本
の
讃
者
の
立
場
か
ら
言
え
ば
'
そ
の
紙
数
を
使
っ
て
充
賓
し
た
解
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説
を
行
う
方
が
良
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
こ
れ
も
紙
幅
に
関
わ

る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
'
詳
者
注
が
無
-
､
原
著
の
注
の
直
詳
だ

け
で
あ
る
こ
と
も
残
念
な
鮎
で
あ
る
｡
学
術
書
の
勧
請
で
あ
る
か
ら
'

評
者
注
が
有
る
の
が
本
来
で
あ
り
､
ま
た
想
定
さ
れ
る
讃
者
に
と

っ

て
も
へ
十
全
な
理
解
の
た
め
に
は
必
須
で
あ
ろ
う
｡
解
説
と
諸
法
の

二
本
の
桂
が
し
っ
か
-
し
て
い
て
こ
そ
､
講
書
と
し
て
の
慣
値
が
高

ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
讃
者
に
封
す
る
配
慮
の
上
か
ら
気
に

な
る
更
に
も
う

一
つ
の
鮎
は
'
原
著
に
引
用
さ
れ
た
史
書
や
詩
文
の

扱
い
で
あ
る
｡
講
書
で
は
こ
れ
を
す
べ
て
訓
讃
し
､
原
文
を
並
記
す

る
の
み
で
あ
る
｡
若
干
の
語
に
つ
い
て
は
'
訓
讃
中
に
括
弧
付
き
で

説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
の
'
全
鰹
の
詩
も
解
説
も
加
え
ら
れ
て
い
な

い
｡
読
者
の
た
め
に
は
訓
讃
よ
-
も
現
代
語
講
が
望
ま
し
い
の
で
は

な
い
か
｡
詩
歌
の
引
用
も
､
多
-
は
内
容
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ

る
か
ら
'
現
代
語
詩
を
し
た
上
で
､
必
要
に
鷹
じ
て
原
文
を
附
記
す

れ
ば
良
か
っ
た
と
思
う
｡

請
出
に
首
た

っ
て
'
い
ろ
い
ろ
と
ご
苦
勢
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
十
分
に
窺
え
る
｡
し
か
し
評
者
は
'
翻
講
紹
介
に
こ
そ
確
か
な
目

が
必
要
で
あ
-
'
し
か
も
学
界
だ
け
で
な
-
､
廉
-
融
合
に
資
す
る

書

評

と
い
う
積
極
的
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
'
そ
の
意
味

で
物
足
-
な
い
思
い
を
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
た
次
第
で
あ
る
｡

(中
華
書
局
､
本
文
三
二
七
頁
､
二
〇
〇
二
年

一
〇
月
初
版
へ

二
〇
〇
八
年
五
月
増
訂
再
版
)
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