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筆
者
は
以
前
に
、
平
成
二
十
三
年
度
の
國
學
院
大
學
中
國
學
會
大
會
で
、
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
テ
ー
マ

は
「
中
国
の
中
元
節
と
普
渡
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
九
年
経
っ
た
が
、
現
在
で
も
普
渡
に
関
わ
る
問
題
の
研
究
を
続
け
て
い
る
。

普
渡
は
孤
魂
や
厲
鬼
に
食
事
を
給
す
る
と
い
う
内
容
の
儀
礼
で
、
孤
魂
と
は
祭
り
手
の
な
い
霊
魂
す
な
わ
ち
日
本
で
い
う
無
縁
仏
で
あ
り
、

祭
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
た
め
、
常
に
腹
を
空
か
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
厲
鬼
と
は
恨
み
を
抱
き
な
が
ら
死
ん
だ
り
、
戦
争
や

事
故
な
ど
に
よ
っ
て
突
然
生
命
を
奪
わ
れ
た
り
し
た
、
日
本
で
い
う
怨
霊
に
あ
た
る
霊
魂
を
指
す
。
中
国
で
は
古
い
時
代
か
ら
孤
魂
と
厲
鬼

は
、
祟
り
を
起
こ
し
や
す
い
存
在
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
き
た
。
現
在
普
渡
は
中
元
節
を
中
心
と
し
た
旧
暦
の
七
月
に
、
神
々
を
祀
っ
た
施
設

で
あ
る
廟
や
、
あ
る
い
は
市
場
、
団
地
、
町
内
会
な
ど
を
単
位
と
し
て
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
人
々
は
廟
に
用
意
さ
れ
た
テ
ー
ブ
ル
に
供
物

を
持
ち
よ
り
、
道
士
や
僧
侶
な
ど
の
宗
教
者
が
そ
の
前
で
儀
式
を
行
っ
て
、
集
っ
た
孤
魂
た
ち
が
十
分
に
腹
を
満
た
せ
る
よ
う
に
食
を
無
量

に
増
や
す
と
と
も
に
、
そ
れ
を
食
べ
る
と
心
か
ら
悟
り
や
救
済
を
望
む
よ
う
な
甘
露
食
に
変
化
さ
せ
る
。
こ
の
普
渡
を
行
っ
て
、
彼
ら
の
不

満
を
満
た
し
、
ま
た
彼
ら
を
救
済
へ
と
導
く
こ
と
で
、
祟
り
を
起
こ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

旧
暦
の
七
月
は
大
学
の
夏
休
み
に
当
た
る
の
で
、
し
ば
し
ば
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
い
る
台
湾
を
訪
れ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
は
各
地
で

普
渡
が
行
わ
れ
て
い
る
。
現
在
基
隆
の
李
游
坤
道
長
か
ら
様
々
な
教
え
を
受
け
て
い
る
が
、
李
道
長
た
ち
は
、
旧
暦
七
月
は
毎
日
の
よ
う
に

普
渡
を
行
う
た
め
に
出
か
け
て
い
く
。
道
士
た
ち
の
ほ
か
、
僧
侶
や
普
段
は
葬
儀
を
施
行
す
る
釈
教
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
、
ま
た
主
と
し
て

中
年
の
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
誦
経
団
と
呼
ば
れ
る
団
体
な
ど
は
、
仏
教
系
の
普
渡
の
儀
礼
（
焰
口
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
）

を
行
っ
て
い
る
。
中
元
節
に
普
渡
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
宋
代
の
こ
ろ
か
ら
で
、
北
宋
時
代
の
首
都
開
封
や
、
南
宋
時
代
の
首
都
杭

中
国
の
普
渡
と
祭
錬

松
本
浩
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州
の
繁
栄
の
様
子
を
記
し
た
『
東
京
夢
華
録
』
や
『
夢
粱
録
』
に
は
、
中
元
節
に
仏
寺
や
道
教
の
宮
観
で
普
渡
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え

て
い
る
。
宋
か
ら
元
に
か
け
て
の
時
代
は
戦
乱
が
絶
え
ず
、
従
っ
て
大
き
な
災
害
や
疫
病
も
多
発
し
や
す
く
、
多
く
の
死
者
が
出
る
こ
と
に

な
っ
て
、
孤
魂
・
厲
鬼
に
当
た
る
存
在
が
多
く
生
み
出
さ
れ
た
。
彼
ら
は
干
ば
つ
や
更
な
る
疫
病
の
原
因
に
も
な
る
の
で
、
彼
ら
を
供
養
す

る
た
め
に
普
渡
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。

　

普
渡
の
儀
礼
書
が
成
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
簡
略
版
も
で
き
て
く
る
。
そ
れ
は
祭
錬
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
宋
元
時
代
の
祭
錬
の
儀
礼

書
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在
筆
者
は
こ
の
祭
錬
の
構
成
と
役
割
と
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。
宋
代
の
小
説
に
は
、
あ
る
人
や

そ
の
家
族
に
事
故
や
病
気
が
頻
繁
に
起
こ
る
場
合
、
そ
の
原
因
を
巫
者
つ
ま
り
超
能
力
者
・
霊
能
者
に
探
っ
て
も
ら
う
と
、
個
人
的
な
怨
恨

に
よ
っ
て
、
死
者
が
祟
り
を
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
と
い
う
話
が
し
ば
し
ば
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
も
し
そ
の

怨
恨
が
逆
恨
み
で
な
く
、
陰
謀
で
殺
害
さ
れ
た
な
ど
、
祟
り
の
正
当
な
理
由
を
も
っ
て
い
る
な
ら
、
霊
験
の
あ
る
道
士
や
巫
者
に
頼
ん
で
も
、

呪
術
で
追
い
払
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
怨
恨
を
持
つ
死
者
の
霊
魂
を
供
養
す
る
こ
と
で
許
し
を
得
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
怨
恨
関
係
は
あ

の
世
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
必
要
な
の
は
死
者
救
済
の
儀
礼
を
行
う
こ
と
で
、
道
教
の
大
規
模
な
黄
籙
斎
と
呼
ば
れ

る
儀
礼
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
う
か
、
あ
る
い
は
道
士
に
祭
錬
を
行
っ
て
も
ら
う
。
こ
の
祭
錬
の
系
譜
を
引
い
て
い
る
の
が
現
在
の
超
抜
と
い

う
儀
礼
で
、
た
と
え
ば
松
山
駅
に
近
い
台
北
府
城
隍
廟
で
は
、
李
游
坤
道
長
や
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
、
毎
日
午
後
四
時
か
ら
こ
の
儀
礼

が
行
わ
れ
て
い
る
。
超
抜
の
内
容
は
北
部
道
士
の
行
う
普
渡
の
簡
略
版
で
あ
る
。
こ
の
依
頼
者
は
や
は
り
霊
能
者
に
よ
っ
て
、
原
因
不
明
の

病
気
や
連
続
し
て
起
こ
る
事
故
な
ど
の
原
因
が
祟
り
に
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
て
も
ら
っ
た
あ
と
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
こ
の
儀
礼
を
受
け

に
や
っ
て
く
る
。
李
道
長
は
こ
れ
を
診
断
と
治
療
の
プ
ロ
セ
ス
に
例
え
て
い
る
が
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
過
去
の
出
来
事
に
現
在
の
身
体
の
不

調
の
原
因
を
探
り
、
こ
れ
を
突
き
止
め
解
消
す
る
こ
と
で
治
療
を
行
う
精
神
分
析
の
過
程
と
も
重
な
り
、
ま
た
シ
ャ
ー
マ
ン
の
行
う
治
療
儀

礼
の
過
程
と
も
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
中
国
宗
教
史
）


