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い
ま
『
文
選
』
を
読
む
―
中
国
古
典
文
学
の
規
範
と
そ
の
距
離

佐
藤

大
志

陳

翀
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木

愛

高
西

成
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川
島

優
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前
言

古
典
文
学
、
こ
と
に
中
国
の
古
典
文
学
は
、
文
学
の
因
襲
の
な
か
で
お
の
ず

と
定
め
ら
れ
た
規
範
が
強
く
支
配
す
る
と
さ
れ
る
。
で
は
、
彼
ら
が
「
規
範
」

（
一
）

と
し
た
も
の
、
彼
ら
の
文
学
の
「
核
」
と
な
る
も
の
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
中
国
古
典
文
学
の
「
規
範
」
を
探
る
と

同
時
に
、
そ
の
「
規
範
」
と
個
々
の
文
学
事
象
と
の
距
離
を
は
か
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
こ
に
中
国
の
古
典
文
学
を
問
い
直
し
、
新
た
な
問
題
領
域
を
切
り
拓

く
可
能
性
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
今
回
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
中

国
古
典
文
学
の
規
範
の
一
つ
と
し
て
『
文
選
』
を
と
り
あ
げ
、
規
範
／
古
典
と

し
て
の
『
文
選
』
に
つ
い
て
考
え
る
と
と
も
に
、『
文
選
』
と
各
時
代
（
唐
宋
か

ら
明
清
）
、
各
領
域
（
詩
文
・
説
話
・
白
話
小
説
）
の
文
学
事
象
と
の
距
離
を
問

い
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
問
題
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
。

で
は
、
こ
の
規
範
／
古
典
と
し
て
の
『
文
選
』
に
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
な
の
か
。
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
氏
は
、
西
洋
に
お
け
る
カ
ノ
ン

理
論
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

歴
史
的
に
見
た
場
合
、
西
洋
に
お
け
る
カ
ノ
ン
理
論
に
は
、
大
ま
か
に
言
っ

て
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
基
礎
的
根
拠
な
い
し

基
本
原
則
を
見
る
基
本
主
義
者(

f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
a
l
i
s
t
)

は
、
カ
ノ
ン
に
含
ま
れ

る
テ
ク
ス
ト
が
、
な
に
か
し
ら
普
遍
的
で
不
変
、
な
い
し
は
絶
対
的
な
価
値

いま『文選』を読む
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を
体
現
し
て
い
る
と
考
え
る
。(

中
略
―
引
用
者
）
二
つ
目
の
ア
プ
ロ
ー
チ(

こ

ち
ら
が
今
日
一
般
的
な
も
の
だ
が)

は
反
基
本
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
テ
ク

ス
ト
自
体
に
は
基
本
的
根
拠
な
ど
な
い
、
カ
ノ
ン
に
選
別
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト

は
、
あ
る
時
代
の
あ
る
特
定
の
グ
ル
ー
プ
な
い
し
社
会
集
団
の
利
益
・
関
心

を
反
映
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
。
反
基
本
主
義
者
の
立
場
で

は
、
な
に
か
し
ら
不
変
で
自
明
な
も
の
を
想
定
さ
せ
る
古
典
お
よ
び
伝
統
と

い
う
概
念
を
言
外
に
批
判
し
つ
つ
、
そ
れ
に
代
え
て
、
闘
争
と
変
化
を
含
意

す
る
カ
ノ
ン
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
前
提
と
な
っ
て

い
る
認
識
は
、
伝
統
は
文
学
の
上
で
の
古
典
と
同
じ
く
、
単
に
存
在
す
る
の

で
は
な
く
、
支
配
的
な
グ
ル
ー
プ
な
い
し
は
制
度
・
機
関
に
よ
っ
て
構
築
さ

れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
二
）

こ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
う
ち
、
我
々
は
後
者
の
反
基
本
主
義
者
の
考
え

の
、「
カ
ノ
ン
に
選
別
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
基
礎
的
根
拠
を
含
ま
な
い
」
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
留
保
し
た
う
え
で
、『
文
選
』
の
規
範
性
や
古
典
と
し
て
の
価
値

を
自
明
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、『
文
選
』
の
規
範
／
古
典
と
し
て
の
価
値

が
構
築
さ
れ
て
い
く
様
相
を
辿
り
、
規
範
／
古
典
と
し
て
の
『
文
選
』
の
問
い

直
し
を
試
み
た
。

そ
も
そ
も
『
文
選
』
は
、
ほ
ん
と
う
に
規
範
／
古
典
だ
っ
た
の
か
。
も
し
仮

に
『
文
選
』
が
規
範
／
古
典
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誰
に
と
っ
て
の
規

範
／
古
典
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
意
味
で
規
範
／
古
典
だ
っ
た
の
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
を
重
ね
る
こ
と
で
、『
文
選
』
と
各
時
代
、
各
領
域
、
ま
た
各

人
と
の
距
離
を
考
え
、
さ
ら
に
は
そ
の
よ
う
に
『
文
選
』
を
問
題
領
域
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
問
題
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
規
範
／
古
典
と
し
て
の
『
文
選
』
と
そ
の
展
開
を
考
え
る
た
め
に
、
我

々
は
、
隋
唐
期
、
宋
代
、
元
明
期
、
清
代
の
四
つ
の
時
期
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
の
『
文
選
』
を
め
ぐ
る
問
題
を
分
担
し
て
報
告
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
ず
は
隋
唐
期
、『
文
選
』
学
は
隋
の
蕭
該
の
『
文
選
音
』
に
始
ま
り
、
曹
憲

の
『
文
選
』
学
、
そ
れ
を
継
承
し
た
公
孫
羅
や
李
善
の
注
釈
と
学
問
に
よ
っ
て
、

そ
の
価
値
を
高
め
、
さ
ら
に
科
挙
と
の
関
連
も
あ
っ
て
、
唐
代
の
文
人
た
ち
に

も
広
く
読
ま
れ
、
特
に
杜
甫
は
本
文
の
み
な
ら
ず
、
李
善
の
注
を
含
め
て
『
文

選
』
を
熟
読
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
隋
唐
期
、
特
に
唐
代
に
お
け
る
詩
人
た
ち
の
『
文
選
』
受
容
の
実
態
は

ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
今
回
は
そ
の
問
題
を
、
陳
氏
は
、
李
白
と
杜
甫
を

例
と
し
て
、
唐
人
の
『
文
選
』
の
受
容
を
中
心
に
、
中
木
氏
は
、『
文
選
』
所
収

作
品
の
語
句
を
例
と
し
て
、『
文
選
』
李
善
注
の
受
容
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
報

告
し
た
。

次
に
宋
代
に
お
い
て
は
、
北
宋
初
期
に
は
唐
末
の
『
文
選
』
重
視
の
風
潮
を

う
け
て
『
文
選
』
が
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
北
宋
中
期
に
は
『
文
選
』
の
価
値

が
一
時
衰
退
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
北
宋
期
の
『
文
選
』
盛
衰
の
状
況
を

語
る
南
宋
期
の
詩
話
に
お
い
て
、
規
範
／
古
典
と
し
て
の
『
文
選
』
に
対
す
る

認
識
が
新
た
に
形
成
、
或
い
は
強
化
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
宋
代
に
お
け
る
『
文

選
』
観
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
が
報
告
し
た
。

ま
た
元
明
期
は
、
科
挙
に
お
い
て
詩
賦
を
課
す
こ
と
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、『
文
選
』
の
価
値
が
著
し
く
低
下
し
た
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
元
明
の
筆

記
小
説
に
は
、
科
挙
受
験
生
が
『
文
選
』
の
名
前
す
ら
知
ら
な
い
と
い
う
現
状

を
嘆
く
記
述
も
見
え
、『
文
選
』
と
科
挙
と
の
距
離
が
遠
く
な
り
、
規
範
／
古
典

と
し
て
の
『
文
選
』
に
ゆ
ら
ぎ
が
生
じ
た
時
代
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
元
明
期
の
『
文
選
』
に
つ
い
て
は
、
高
西
氏
が
隋
唐
か
ら
元
明
に
か
け
て
、
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いま『文選』を読む

説
話
や
筆
記
小
説
の
な
か
で
、『
文
選
』
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
か
、

そ
の
変
容
の
過
程
を
た
ど
り
、
川
島
氏
は
、
明
代
に
始
ま
る
『
文
選
』
の
評
点

本
に
つ
い
て
、
そ
の
評
点
の
特
徴
と
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
問
題
に
つ
い
て
報

告
し
た
。

最
後
の
清
代
に
つ
い
て
は
、
科
挙
に
於
け
る
詩
賦
の
復
活
と
考
証
学
の
隆
盛

に
よ
っ
て
、『
文
選
』
と
李
善
注
が
再
評
価
さ
れ
、
そ
れ
が
近
現
代
の
『
文
選
』

認
識
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
段
階
で
は
ま
だ
そ
れ

は
仮
説
の
段
階
で
あ
り
、
今
回
は
今
後
の
展
望
の
み
を
記
す
だ
け
に
と
ど
め
て

お
き
た
い
。

現
在
、
我
々
は
広
島
大
学
の
修
了
生
を
中
心
と
し
て
、『
文
選
』
と
そ
の
李
善

注
に
関
す
る
共
同
研
究
を
計
画
し
て
お
り
、
今
回
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
は
そ
の
研
究
の
一
環
と
し
て
、
規
範
／
古
典
と
し
て
の
『
文
選
』
を
め
ぐ
る

問
題
を
、
各
時
代
、
各
領
域
の
問
題
と
の
関
係
か
ら
読
み
解
く
こ
と
を
試
み
た

も
の
で
あ
る
。
五
名
の
パ
ネ
ラ
ー
は
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ま
で
『
文
選
』
を
専
門

と
し
て
研
究
し
て
き
た
者
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
と
『
文
選
』
と

の
距
離
も
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
互
い
に
異
な
っ
た
立
場
か
ら
、
規
範
／
古

典
と
し
て
の
『
文
選
』
に
つ
い
て
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
研
究
対
象
と
す
る
時
代

や
領
域
の
文
学
と
、『
文
選
』
と
の
距
離
に
つ
い
て
考
え
た
と
き
、
そ
こ
に
ど
の

よ
う
な
『
文
選
』
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
の
か
。
今
回
は
そ
の
最
初
の
報
告
で

あ
り
、
今
回
の
報
告
を
経
て
、
規
範
／
古
典
と
し
て
の
『
文
選
』
を
め
ぐ
る
問

題
を
更
に
深
め
る
と
と
も
に
、『
文
選
』
を
め
ぐ
る
問
題
を
他
の
領
域
へ
と
開
く

た
め
の
契
機
と
し
た
い
と
考
え
、
諸
賢
の
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
と
ご
批
正
を
仰

ぐ
次
第
で
あ
る
。

（
佐
藤
大
志
）

（
一
）
川
合
康
三
『
規
範
と
表
現
―
『
文
選
』
詩
の
初
め
の
部
立
て
を
中
心
に
―
』
（
『
東

方
学
』
第
百
三
二
輯

二
〇
一
六
）
。

（
二
）
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
著
、
衣
川
正
晃
訳
「
総
説

創
造
さ
れ
た
古
典
―
カ
ノ
ン
形
成

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
批
評
的
展
望
」
（
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
、
鈴
木
登
美
編
『
創
造
さ
れ

た
古
典

カ
ノ
ン
形
成
・
国
民
国
家
・
日
本
文
学
』
新
曜
社

一
九
九
九)

一

李
白
・
杜
甫
の
詩
歌
創
作
に
お
け
る
『
文
選
』
の
受
容

―
「
静
夜
思
」
と
「
春
望
」
を
例
と
し
て
―

本
報
告
は
、
唐
代
に
お
け
る
『
文
選
』
の
受
容
と
い
う
テ
ー
マ
に
焦
点
を
絞

っ
て
、
李
白
の
「
静
夜
思
」
と
杜
甫
の
「
春
望
」
を
具
体
例
と
し
、
唐
宋
期
の

詩
文
と
『
文
選
』
と
の
距
離
を
改
め
て
問
い
直
し
、『
文
選
』
及
び
李
善
注
に
基

づ
く
中
国
古
典
文
学
の
再
解
釈
に
つ
い
て
、
二
三
の
私
見
を
提
示
す
る
。

ま
ず
、
李
白
の
名
作
で
あ
る
「
静
夜
思
」
を
材
料
と
し
、
李
白
の
詩
文
創
作

の
実
態
と
『
文
選
』
作
品
と
の
関
連
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
。
周
知
の
よ
う

に
、
李
白
の
「
静
夜
思
」
は
、
か
ね
て
か
ら
一
般
に
世
に
流
布
し
た
本
文
と
、

李
白
別
集
の
本
文
と
の
間
に
、
幾
つ
か
重
要
な
文
字
異
同
を
見
せ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
南
宋
末
元
初
の
文
人
范
徳
機
の
『
木
天
禁
語
』
を
調
べ
て
み
る
と
、

そ
の
「
五
言
古
篇
法
」
の
一
節
に
、「
忽
見
明
月
光
、
疑
是
地
上
霜
。
起
頭
望
明

月
、
低
頭
思
故
郷
」
と
い
う
従
来
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
静
夜
思
」
の

新
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
新
た
に
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
新
本
文
の
発
見
に
よ
っ
て
、
「
静
夜
思
」
の
背
後
に
も
、
『
文

選
』
作
品
と
い
う
土
壌
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
詳
し
く
分

析
し
て
い
く
と
、『
文
選
』
巻
二
九
に
収
録
さ
れ
た
魏
文
帝
曹
丕
「
雑
詩
二
首
」
、

特
に
そ
の
第
一
首
は
、「
静
夜
思
」
に
詠
じ
ら
れ
て
い
る
情
景
が
ほ
ぼ
全
て
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
ま
た
、「
静
夜
思
」
と
魏
文
帝
詩
の
詩
語
を
整
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理
し
て
み
る
と
、
両
詩
の
間
に
明
確
な
対
応
・
継
承
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
も
容
易
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
存
す
る
各
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
静

夜
思
」
本
文
に
見
ら
れ
る
文
字
異
同
は
、
そ
の
原
典
で
あ
る
魏
文
帝
「
雑
詩
」

が
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。
こ
の
「
静

夜
思
」
は
、
ま
さ
し
く
李
白
詩
文
に
お
け
る
『
文
選
』
受
容
の
痕
跡
を
辿
る
一

好
例
と
も
言
え
よ
う
。

続
い
て
、
杜
甫
の
場
合
も
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
杜
甫
の
名
作
で

あ
る
「
春
望
」
を
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
、「
春
望
」
首
句
の
「
国
破
」
の
「
国
」

は
、
従
来
二
通
り
の
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
「
国
家
」
と
解
釈
し
、

も
う
一
つ
は
「
国
都
」
、
つ
ま
り
「
都
・
長
安
」
と
解
釈
す
る
。
「
国
家
」
と
い

う
解
釈
は
、
元
々
吉
川
幸
次
郎
氏
が
宋
代
の
郭
知
達
『
九
家
注
杜
詩
』
の
注
釈

に
引
か
れ
た
劉
琨
「
答
盧
諶
書
詩
一
首
並
書
」
（
『
文
選
』
巻
二
五
）
の
出
典
に

基
づ
い
て
指
摘
す
る
説
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
『
九
家
注
杜
詩
』
を
除
き
、

（
一
）

宋
代
の
『
千
家
注
』
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
杜
甫
詩
注
釈
書
は
、
何
れ
も

劉
琨
詩
を
出
典
と
し
て
採
用
し
て
お
ら
ず
、
現
在
の
杜
詩
注
釈
史
に
お
い
て
も
、

そ
の
「
国
」
を
、「
都
・
長
安
」
と
す
る
解
釈
が
主
流
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
藤

秋
正
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
唐
詩
に
お
い
て
「
国
」
を
「
都
・
長
安
」
と
す
る

用
例
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
都
・
長

（
二
）

安
」
と
い
う
通
釈
が
成
立
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
杜
甫
の
「
春
望
」
は
、『
文
選
』
の
劉
琨
「
答
盧
諶
書
詩
一
首

並
書
」
を
出
典
と
し
て
い
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
く
る
。
ち
な
み
に
、
劉
琨
の

作
品
は
、
匈
奴
の
劉
聡
に
よ
っ
て
西
晋
が
滅
亡
さ
れ
た
際
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
李
善
は
「
国
破
」
の
注
に
、
崔
鴻
の
『
前
趙
録
』
を
引
い
て
、

劉
聡
が
ま
ず
僭
位
し
、
そ
し
て
洛
陽
を
陥
落
さ
せ
、
さ
ら
に
長
安
を
攻
め
落
と

し
た
記
事
を
引
用
す
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
劉
琨
を
め
ぐ
る
当
時
の
情
勢
が
、

安
史
の
乱
に
お
け
る
安
禄
山
の
僭
位
、
洛
陽
・
長
安
へ
の
侵
攻
と
ほ
ぼ
同
じ
よ

う
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、

劉
琨
詩
の
後
半
に
、「
山
河
」
と
い
う
言
葉
も
見
え
、
杜
甫
は
「
春
望
」
を
詠
じ

た
際
に
、
安
史
の
乱
の
戦
争
展
開
と
相
似
し
て
い
る
劉
琨
詩
を
真
っ
先
に
想
起

し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
ち
な
み
に
、『
文
選
』
に
収
め
て
い
る
「
異

民
族
と
の
戦
争
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
名
作
と
言
え
ば
、
劉
琨
詩
の
他
に
、
沈
約

の
「
応
詔
楽
遊
苑
餞
呂
僧
珍
詩
」（
巻
二
〇
）
も
す
ぐ
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
沈
約

詩
を
調
べ
る
と
、
杜
詩
末
句
の
「
渾
欲
不
勝
簪
」
は
、
沈
約
詩
の
「
将
陪
告
成

礼
、
待
此
未
抽
簪
」
の
字
面
を
襲
っ
た
表
現
で
あ
る
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
。

さ
ら
に
、
杜
詩
首
句
の
「
山
河
」
と
い
う
言
葉
も
、
本
詩
の
李
善
注
に
見
え
る

『
尚
書
』
武
成
篇
に
い
う
「
柴
望
、
大
告
武
成
也
」
に
対
す
る
釈
義
の
一
部
に

由
来
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
或
い
は
杜
甫
は
、
ま
ず
『
文
選
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
異
民
族
の
戦
争
を
歌
う
名
作
を
想
起
し
な
が
ら
、
「
春
望
」
詩
を
構
想

し
、
そ
れ
ら
の
詩
か
ら
詩
語
を
選
び
出
し
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
、
さ
ら
に
必
要
に

応
じ
て
そ
の
李
善
注
を
踏
ま
え
て
新
し
い
言
葉
を
創
出
す
る
と
い
う
創
作
過
程

を
経
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

（
陳
翀
）

（
一
）
吉
川
幸
次
郎
著
・
興
膳
宏
編
『
杜
甫
詩
注

第
三
冊
』（
岩
波
書
店

二
〇
一
四
）

を
参
照
。

（
二
）
後
藤
秋
正
「
『
春
望
』
の
『
国
』
に
つ
い
て
」
（
『
東
西
南
北
の
人
―
杜
甫
の
詩
と

詩
語
』
所
収

研
文
出
版

二
〇
一
一
）
を
参
照
。

二

作
品
と
李
善
注
の
距
離
か
ら
考
え
る
こ
と

―
殷
仲
文
「
南
州
桓
公
九
井
作
」
の

「
広
筵
散
汎
愛
、
逸
爵
紆
勝
引
」
句
を
め
ぐ
っ
て
―
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いま『文選』を読む

『
文
選
』
は
唐
代
に
か
け
て
ひ
と
つ
の
規
範
と
な
る
が
、
李
善
注
は
ど
う
だ

っ
た
の
か
。
今
回
の
発
表
で
は
、
殷
仲
文
「
南
州
桓
公
九
井
作
」
（
『
文
選
』
巻

二
二
）
を
材
料
と
し
て
、
唐
代
の
作
品
と
李
善
注
と
の
距
離
か
ら
考
え
ら
れ
る

こ
と
を
述
べ
た
。

こ
の
詩
に
は
、
宴
席
の
よ
う
す
が
「
広
筵
散
汎
愛
、
逸
爵
紆
勝
引
」（
広
筵
に

、
、

汎
愛
を
散
じ
、
逸
爵
は
勝
引
に
紆
る
）
と
描
か
れ
て
い
る
。「
汎
愛
」
は
李
善
注

が
指
摘
す
る
と
お
り
『
論
語
』
学
而
篇
の
「
汎
愛
衆
而
親
仁
」（
汎
く
衆
を
愛
し

て
仁
に
親
し
む
）
に
基
づ
き
「
広
い
愛
、
め
ぐ
み
」
を
表
す
。「
勝
引
」
は
こ
こ

に
初
出
の
語
で
、
李
善
注
は
「
勝
引
、
勝
友
也
。
引
、
猶
進
也
、
良
友
所
以
進

己
、
故
通
呼
曰
勝
引
。
」
（
勝
引
は
、
勝
友
な
り
。
引
は
、
猶
ほ
進
の
ご
と
き
な

り
、
良
友
は
以
て
己
を
進
む
る
所
な
り
、
故
に
通
呼
し
て
勝
引
と
曰
ふ
。
）
と
い

う
釈
義
の
み
を
記
し
て
「
良
き
友
」
と
解
釈
す
る
。
こ
の
言
葉
は
『
文
選
』
以

降
継
承
さ
れ
、
「
良
き
友
」
と
い
う
解
釈
も
現
在
ま
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
唐
代
の
「
勝
引
」
の
例
を
見
る
と
、
友
で
は
な
く
景
勝
や
遊
覧

と
い
っ
た
方
向
で
解
釈
で
き
そ
う
な
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
淮
陰

県
の
名
所
旧
跡
を
紹
介
し
た
記
述
に
見
え
る
「
勝
引
飛
轡
、
商
旅
接
艫
」（
勝
引

、
、

は
轡
を
飛
ば
し
、
商
旅
は
艫
を
接
ふ
）〔
李
邕
「
楚
州
淮
陰
県
婆
羅
樹
碑
」
、『
李

北
海
集
』
巻
四
〕
や
、
山
に
囲
ま
れ
た
清
ら
か
な
景
色
を
描
い
た
詩
に
見
え
る

「
勝
引
即
紆
道
、
幽
行
豈
通
衢
」（
勝
引
は
即
ち
道
を
紆
る
、
幽
行
豈
に
通
衢
な

、
、

ら
ん
や
）〔
孟
郊
「
立
徳
新
居
十
首
」
其
一
、『
孟
東
野
集
』
巻
五
〕
な
ど
の
「
勝

引
」
が
個
人
と
の
関
係
性
を
示
す
友
の
意
味
と
は
考
え
に
く
い
。
病
の
母
親
に

尽
く
し
た
孝
行
息
子
の
描
写
「
毎
至
良
辰
美
景
、
勝
引
佳
遊
、
必
扶
侍
左
右
、

、
、

笑
言
陳
説
。
」
（
良
辰
美
景
、
勝
引
佳
遊
に
至
る
毎
に
、
必
ず
左
右
に
扶
侍
し
、

笑
言
陳
説
す
。
）〔
「
顔
真
卿
「
通
議
大
夫
守
太
子
賓
客
東
都
副
留
守
雲
騎
尉
贈
尚

書
左
僕
射
博
陵
崔
孝
公
宅
陋
室
銘
記
」
、『
顔
魯
公
文
集
』
巻
一
四
〕
の
「
勝
引
」

も
「
佳
遊
」
と
同
義
と
考
え
ら
れ
る
。

(

一
）

そ
も
そ
も
李
善
注
に
は
不
自
然
な
点
も
認
め
ら
れ
る
。「
引
」
字
に
は
、
進
め

る
、
誘
う
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
が
、「
勝
引
」
を
そ
う
い
っ
た
行
為
の
主
体
と

す
る
に
は
飛
躍
が
あ
ろ
う
。
ま
た
李
善
注
は
こ
れ
を
「
通
呼
」（
世
に
広
く
用
い

ら
れ
る
呼
び
方
、
類
似
の
表
現
に
「
通
称
」「
通
言
」
が
あ
る
）
と
い
う
が
、
調

査
の
限
り
同
じ
よ
う
な
例
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

唐
代
に
李
善
注
の
解
釈
が
当
て
は
ま
ら
な
い
例
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
『
文

選
』
の
二
句
に
も
再
解
釈
の
余
地
が
現
れ
る
。
に
わ
か
に
李
善
注
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
唐
以
降
の
作
品
を
読
む
と
き
李

善
注
に
完
全
に
依
拠
し
た
解
釈
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
現
に
、
唐
代
の
「
勝
引
」
の
語
に
施
さ
れ
た
注
釈
を
見

る
と
、
解
釈
は
一
定
し
て
い
な
い
。
宋
以
降
の
詩
文
に
も
、「
勝
引
」
を
「
友
」

（
二
）

の
意
味
で
用
い
る
も
の
の
ほ
か
、
景
勝
や
遊
覧
の
方
向
で
読
み
取
れ
そ
う
な
も

の
が
見
受
け
ら
れ
た
。

一
方
、
こ
の
李
善
注
を
別
の
形
で
自
ら
の
創
作
に
活
用
し
た
詩
人
も
い
た
。

杜
甫
で
あ
る
。
杜
甫
は
、
殷
仲
文
の
詩
で
「
勝
引
」
と
対
に
な
っ
て
い
た
「
汎

愛
」
の
語
を
晩
年
に
四
回
用
い
る
が
、
そ
の
使
い
方
が
注
目
さ
れ
る
。「
広
い
愛
」

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
広
い
愛
を
及
ぼ
し
て
く
れ
る
人
」
の
意
味
に
転
化
し

て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
着
想
は
「
勝
引
」
を
「
友
」
と
解
釈
し
た
李

善
注
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
杜
甫
が
、
李
善
注
ま
で
熟
読
し
、『
文
選
』
の

表
現
に
独
自
の
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
『
文
選
』
を
超
え
よ
う
と
し
た
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。

さ
ら
に
宋
代
、
杜
甫
の
詩
に
付
さ
れ
た
趙
次
公
の
注
で
は
、
友
の
こ
と
を
「
汎

愛
」
と
呼
ぶ
例
と
し
て
殷
仲
文
の
句
を
挙
げ
て
お
り
、
趙
次
公
が
杜
甫
の
詩
を

通
し
て
『
文
選
』
を
解
釈
し
た
痕
跡
が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
は
、
宋
代
の
『
文
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選
』
受
容
の
背
景
を
も
反
映
し
て
い
る
。

『
文
選
』
と
作
品
、
あ
る
い
は
李
善
注
と
作
品
の
距
離
を
は
か
る
こ
と
は
、

個
々
の
作
品
理
解
を
深
め
る
う
え
で
、
有
効
な
方
法
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
。
両

者
の
間
に
隔
た
り
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
李
善
注
に
拠
り
が
ち
な
解
釈
の
再
検
討

や
、
創
作
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
新
た
な
解
明
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
李
善
注
そ
の

も
の
の
性
格
を
究
明
す
る
一
助
に
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
中
木
愛
）

（
一
）
個
別
の
作
品
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
す
べ
き
点
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

当
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
発
表
後
に
諸
先
生
方
か
ら
頂
い
た
貴
重
な
ご
意
見
を
も

と
に
、
今
後
考
察
を
深
め
た
い
。

（
二
）
た
と
え
ば
、
孟
郊
「
立
徳
新
居
十
首
」
其
一
の
「
勝
引
」
に
つ
い
て
、
華
忱
之

・
喩
学
才
『
孟
郊
詩
集
校
注
』
（
人
民
文
学
出
版
社

一
九
九
五
）
は
、
李
善
注
に

即
し
た
解
釈
を
記
し
た
あ
と
「
又
指
引
人
入
勝
的
景
色
或
境
地
。
」
と
加
え
る

三

南
宋
期
の
詩
話
に
お
け
る
『
文
選
』
の
盛
衰
と
再
評
価

規
範
／
古
典
と
し
て
の
『
文
選
』
の
問
い
直
し
と
い
う
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

問
題
に
即
し
て
、
宋
代
、
特
に
南
宋
期
の
詩
話
に
お
け
る
『
文
選
』
に
関
す
る

記
述
を
分
析
し
、
そ
こ
に
う
か
が
え
る
南
宋
に
お
け
る
『
文
選
』
言
説
の
形
成

に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

『
文
選
』
が
広
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
記
事
と
し
て
知
ら
れ
る
南

宋
・
王
応
麟
『
困
学
紀
聞
』
は
、
そ
の
末
尾
に
「
熙
・
豊
之
後
、
士
以
穿
鑿
談

経
、
而
選
学
廃
矣
。
」
（
熙
・
豊
の
後
、
士

穿
鑿
談
経
す
る
を
以
て
、
選
学
廃

れ
り
。
）
と
、
神
宗
期
の
煕
寧
・
元
豊
年
間
以
後
に
「
文
選
学
」
が
廃
れ
た
と
記

す
。
こ
の
煕
寧
・
元
豊
年
間
以
後
の
「
文
選
学
」
の
衰
退
は
、
新
法
党
の
科
挙

改
革
に
よ
っ
て
、
進
士
科
に
お
い
て
詩
賦
を
課
す
こ
と
が
廃
止
さ
れ
、
経
書
の

解
釈
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。
宋
代
で
は
新
法
党
が
実
権

（
一
）

を
握
っ
た
時
期
を
除
き
、
基
本
的
に
は
科
挙
で
は
詩
賦
が
課
さ
れ
て
お
り
、
南

宋
ま
で
は
こ
の
状
況
に
変
化
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
『
困
学
紀
聞
』
と
類

（
二
）

似
す
る
記
事
は
、
他
に
も
南
宋
の
詩
話
中
に
見
え
、
そ
こ
に
は
唐
末
か
ら
北
宋

（
三
）

初
期
ま
で
は
広
く
文
人
た
ち
の
間
に
浸
透
し
て
い
た
『
文
選
』
が
、
北
宋
中
期

以
降
に
は
そ
の
価
値
が
下
が
り
、
軽
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
す
る

認
識
が
看
取
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
北
宋
期
の
『
文
選
』
軽
視
の
風
潮
を
前
提
と
し
て
、
南
宋
の

詩
話
の
中
に
は
『
文
選
』
の
価
値
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
発
言
が
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
南
宋
・
胡
仔
『
漁
隠
叢
話
』
に
は
、
北
宋
末
・
郭
思
『
瑶
渓
集
』
か

ら
の
引
用
と
し
て
、
杜
甫
が
我
が
子
に
『
文
選
』
の
理
に
熟
達
せ
よ
と
教
え
た

こ
と
、
そ
れ
は
奇
を
愛
す
る
が
故
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
も
し
詩

を
作
る
の
で
あ
れ
ば
、『
文
選
』
に
熟
達
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
言
い
、

さ
ら
に
『
文
選
』
は
文
章
の
祖
宗
で
、
両
漢
か
ら
魏
晋
宋
斉
の
優
れ
た
作
品
を

集
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
章
を
作
る
者
も
『
文
選
』
を
尊
ば
な
い
わ
け
に
は

い
か
な
い
と
主
張
す
る
。

（
四
）

さ
ら
に
張
戒
『
歳
寒
堂
詩
話
』
で
も
、
ま
ず
杜
甫
が
我
が
子
の
教
育
に
『
文

選
』
を
用
い
た
こ
と
を
挙
げ
た
う
え
で
、
最
近
の
士
大
夫
は
、
蘇
軾
が
『
文
選
』

の
作
品
の
取
捨
選
択
を
謗
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
文
選
』
に
意
を
留
め
な
く
な

っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
『
文
選
』
に
は
秦
漢
魏
晋
の
奇
麗
の
文
が
尽
く
収
め
ら
れ

て
お
り
、
詩
や
賦
そ
し
て
四
六
駢
儷
文
を
作
る
う
え
で
は
『
文
選
』
は
忽
せ
に

で
き
な
い
書
物
で
あ
る
と
述
べ
る
。

（
五
）

こ
の
よ
う
に
南
宋
の
詩
話
中
に
お
け
る
『
文
選
』
の
記
事
を
た
ど
っ
て
い
く

と
、
そ
こ
に
は
北
宋
中
期
以
降
、『
文
選
』
の
価
値
が
低
下
し
た
と
い
う
認
識
の

下
、
南
宋
期
に
は
『
文
選
』
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
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読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
再
評
価
の
過
程
に
お
い
て
、
杜
甫
や
蘇
軾
と
『
文

選
』
と
の
関
係
、
詩
と
『
文
選
』
と
の
結
び
つ
き
な
ど
、
後
世
の
規
範
／
古
典

と
し
て
の
『
文
選
』
観
を
形
づ
く
る
認
識
が
形
成
さ
れ
、
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
よ

う
で
あ
る
。

こ
の
南
宋
期
の
『
文
選
』
の
再
評
価
の
背
景
に
は
、
宋
代
に
於
け
る
杜
甫
や
蘇

軾
の
評
価
、
ま
た
詩
と
文
と
の
関
係
、
個
々
の
詩
話
の
書
き
手
を
め
ぐ
る
問
題

な
ど
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
同
時
代
の
文
学
に
対
す
る
対
抗
言
説
と
し

て
の
文
学
批
評
と
い
う
側
面
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
そ
れ
は
『
文
選
』
が
誰
に
と
っ
て
の
規
範
／
古
典
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
を
考
え
る
糸
口
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

今
回
の
報
告
で
は
、
南
宋
期
の
詩
話
中
に
お
け
る
北
宋
期
の
『
文
選
』
衰
退

と
南
宋
期
の
『
文
選
』
再
評
価
と
い
う
現
象
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま

っ
た
が
、
こ
の
現
象
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
発
表
後
に
諸
先
生
方
か
ら
頂
い
た

意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ひ
き
つ
づ
き
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

（
佐
藤
大
志
）

（
一
）
駱
鴻
凱
『
文
選
学
』
（
中
華
書
局

一
九
三
六
）
「
源
流
第
三
」
参
照
。

（
二
）
高
津
孝
「
科
挙
制
度
と
中
国
文
化
―
文
化
的
多
様
性
の
拘
束
」
（
『
東
洋
文
化
研

究
』
七
号

二
〇
〇
五
）
参
照
。

（
三
）
陸
游
『
老
学
庵
筆
記
』
は
仁
宗
の
慶
暦
年
間
以
降
、
そ
の
陳
腐
さ
が
嫌
わ
れ
て

『
文
選
』
は
一
掃
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
記
し
、
曽
季
狸
『
艇
斎
詩
話
』
は
北
宋
末

か
ら
南
宋
初
め
の
詩
を
学
ぶ
者
は
、
蘇
軾
や
黄
庭
堅
の
詩
を
学
ぶ
に
止
ま
り
、
優

れ
た
者
で
も
杜
甫
ま
で
で
、
『
文
選
』
を
学
ぶ
こ
と
を
勧
め
る
者
は
い
な
か
っ
た
と

記
す
。

（
四
）
胡
仔
『
漁
隠
叢
話
』
前
集
巻
九
に
「
瑶
渓
集
云
、
子
美
教
其
子
曰
、
熟
茲
文
選

理
。
文
選
之
尚
、
不
愛
奇
乎
。
今
人
不
為
詩
則
已
、
苟
為
詩
則
文
選
不
可
不
熟
也
。

文
選
是
文
章
祖
宗
、
自
両
漢
而
下
、
至
魏
晋
宋
斉
、
精
者
斯
採
、
萃
而
成
編
、
則

為
文
章
者
、
焉
得
不
尚
文
選
也
。
」
と
あ
る
。

（
五
）
張
戒
『
歳
寒
堂
詩
話
』
巻
上
に
「
杜
子
美
云
、
続
児
誦
文
選
。
又
云
熟
精
文
選

理
。
然
則
子
美
教
子
以
文
選
歟
。
近
時
士
大
夫
、
以
蘇
子
瞻
譏
文
選
去
取
之
謬
、

遂
不
復
留
意
。
殊
不
知
文
選
雖
昭
明
所
集
、
非
昭
明
所
作
、
秦
漢
魏
晋
奇
麗
之
文

尽
在
、
所
失
雖
多
、
所
得
不
少
。
作
詩
・
賦
・
四
六
、
此
其
大
法
、
安
可
以
昭
明

去
取
一
失
而
忽
之
。
」
と
あ
る
。

四

語
ら
れ
る
『
文
選
』

「
中
国
文
学
の
精
髄
」
と
評
さ
れ
る
『
文
選
』
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
中
国

の
人
び
と
は
こ
の
書
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
一
助
と
し
て
、
今
回
の
発
表
で
は
、『
文
選
』
所
収
の
個
々

の
作
品
で
は
な
く
、『
文
選
』
と
い
う
詩
文
集
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
人
び
と

に
「
語
ら
れ
て
」
き
た
の
か
、
唐
代
か
ら
明
代
ま
で
の
小
説
や
筆
記
を
主
た
る

材
料
と
し
て
概
観
し
て
み
た
い
。

梁
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
文
選
』
は
、
唐
代
に
入
る
と
そ
の
難
解
さ
ゆ
え
に
、

李
善
ら
に
よ
っ
て
注
釈
が
附
さ
れ
、
皇
帝
に
献
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま

た
、
唐
代
に
始
ま
る
科
挙
に
際
し
て
は
、
必
ず
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
物

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
象
は
、
唐
代
に
『
文
選
』
の
正
典
化
、

規
範
化
が
確
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
『
文
選
』
は
、
数
は
少

な
い
な
が
ら
も
い
く
つ
か
の
説
話
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
朝
野
僉

載
』
に
は
、
郷
学
に
化
け
て
『
文
選
』
を
講
じ
る
狐
が
登
場
す
る
。
六
朝
か
ら

（
一
）

唐
代
に
か
け
て
、
経
書
や
史
書
に
通
じ
た
狐
（
学
孤
）
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ

る
が
、
『
文
選
』
も
ま
た
経
書
や
史
書
と
い
う
正
典
た
る
書
物
と
同
格
の
書
物

（
二
）

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
話
が
語
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
一
方
、『
文
選
』
を
読
め
な
い
こ
と
を
揶
揄
す
る
笑
話
も
存
在
す
る
。
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例
え
ば
、『
大
唐
新
語
』
に
は
、
班
孟
堅
と
班
固
を
別
人
だ
と
勘
違
い
し
、
班
固

ほ
ど
優
れ
た
人
物
の
文
章
が
『
文
選
』
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
歎
く
、
張

由
古
な
る
小
吏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
見
え
る
。
『
文
選
』
が
こ
の
よ
う
な
笑
話
の

（
三
）

材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、『
文
選
』
正
典
化
の
裏
返
し
と
言
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

唐
代
に
、
こ
う
し
て
『
文
選
』
が
正
典
化
し
珍
重
さ
れ
て
い
く
中
で
、
昭
明

太
子
が
配
下
の
文
人
た
ち
と
『
文
選
』
を
編
纂
し
た
場
所
と
さ
れ
る
「
文
選
楼
」

も
ま
た
、
伝
説
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。「
文
選
楼
」
と
さ
れ
る
場
所
も
、

襄
陽
、
揚
州
、
池
州
な
ど
各
地
に
広
が
り
、『
文
選
』
編
纂
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま

な
異
聞
が
語
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ま
た
、『
文
選
』
が
特
別
な
書

物
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
広
範
な
人
々
の
間
に
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
。

宋
代
に
な
る
と
、「
文
選
楼
」
伝
説
が
広
ま
る
そ
の
一
方
で
、
書
物
と
し
て
の

『
文
選
』
と
知
識
人
と
の
関
係
が
転
機
を
迎
え
、
そ
の
地
位
は
徐
々
に
低
下
し

て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
佐
藤
氏
の
報
告
に
詳
し
い
。
さ
ら
に
南
宋
の
時
期
を

最
後
に
科
挙
の
試
験
か
ら
詩
賦
が
廃
止
さ
れ
る
と
、『
文
選
』
学
習
は
か
つ
て
ほ

ど
は
重
要
視
は
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

明
代
に
な
っ
て
も
、
科
挙
に
お
い
て
詩
賦
は
廃
止
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
明
代
を
通
じ
て
『
文
選
』
を
学
ぶ
こ
と
に
対
し
て
は
、
関
心
は
低

い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
田
藝
蘅
は
、
『
留
青
日
札
』
巻
五
に
お
い
て
、
「
い
ま
科
挙

の
勉
強
を
し
て
い
る
者
つ
ま
り
秀
才
で
あ
る
が
、『
文
選
』
に
至
っ
て
は
、
生
ま

れ
て
こ
の
か
た
そ
の
名
前
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
あ
り
さ
ま
で
、
そ
ん
な
こ
と

で
は
『
文
選
』
に
通
じ
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
連
中
は
蠢
才
（
ば
か
も
の
）
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
」
と
、
進
士

（
四
）

で
あ
り
な
が
ら
『
文
選
』
を
学
ぼ
う
と
し
な
い
こ
と
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
逸
話
が
示
す
よ
う
に
、
か
つ
て
は
科
挙
に
必
須
で
あ
っ
た
『
文
選
』
も
、

明
代
に
あ
っ
て
は
多
く
の
受
験
生
に
と
っ
て
、
科
挙
の
合
格
に
は
役
に
立
た
な

い
、
非
実
用
的
な
書
物
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
、
「
役
に
立
つ
か
立
た
な
い
か
」
「
実
用
的
か
非
実
用
的
か
」
を
基
準

と
し
て
、
学
芸
の
価
値
を
測
る
時
代
が
到
来
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

一
方
、
こ
う
し
た
流
れ
に
さ
か
ら
う
言
説
も
明
代
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
あ
げ
た
田
藝
蘅
や
、
後
七
子
の
一
人
宗
臣
な
ど
は
、『
文
選
』
は
こ
う
し
た

「
実
用
」
か
「
非
実
用
」
か
と
い
う
二
元
論
で
は
測
れ
な
い
価
値
を
持
つ
こ
と

を
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
科
挙
か
ら
自
由
に
な
っ
た
『
文
選
』
を
、
改
め
て
文
学

（
五
）

作
品
集
と
し
て
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。『
文
選
』
に
と

っ
て
明
代
は
、
新
た
な
展
開
を
予
想
さ
せ
る
過
渡
的
な
時
代
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

（
高
西
成
介
）

（
一
）
『
太
平
広
記
』
巻
四
四
七
狐
一
「
張
簡
」

（
二
）
李
剣
国
『
中
国
狐
文
化
』
（
人
民
文
学
出
版
社

二
〇
〇
二
）
七
四
頁
～
七
七
頁

参
照
。

（
三
）
『
太
平
広
記
』
巻
二
五
八
嗤
鄙
一
「
張
由
古
」

（
四
）
嗟
乎
、
今
之
能
学
挙
子
業
者
即
謂
之
秀
才
、
至
于
文
選
則
生
平
未
始
聞
知
其
名
、

況
能
爛
其
書
、
析
其
義
乎
、
雖
謂
之
蠢
才
可
也
。

（
五
）
例
え
ば
、
宗
臣
「
三
報
張
範
中
」
（
『
宗
子
相
集
』
巻
一
四
）
に
、
「
千
載
榛
蕪
李

何
再
闢
、
俾
海
内
学
士
大
夫
重
睹
古
昔
、
譬
則
鳳
麟
在
郊
、
群
心
快
之
。
且
鳳
麟

之
為
天
下
瑞
也
、
求
其
耕
疇
而
駕
遠
也
則
謝
牛
馬
。
而
世
卒
不
屈
鳳
麟
于
其
下
者

以
其
文
也
、
以
其
文
非
以
其
用
也
。
而
世
之
論
文
者
、
乃
責
其
亡
用
于
世
、
則
何

以
責
鳳
麟
乎
。
謂
鳳
麟
之
文
而
亡
用
可
也
。
謂
鳳
麟
之
文
而
亡
用
、
而
不
及
牛
馬

也
、
即
婦
人
孺
子
而
笑
之
。
文
選
者
鳳
麟
之
迹
也
、
而
鄙
之
以
為
不
足
読
、
是
謂

鳳
麟
之
不
能
耕
駕
、
而
鄙
之
者
也
、
非
忌
則
愚
。
」
と
あ
る
。
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いま『文選』を読む

五

明
代
の
『
文
選
』

―
凌
濛
初
編
『
合
評
選
詩
』
を
中
心
と
し
て
―

明
代
に
お
い
て
、『
文
選
』
は
ど
の
よ
う
な
人
々
に
、
ど
う
読
ま
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
本
発
表
で
は
、
明
末
に
お
け
る
『
文
選
』
の
在
り
方
の
一
端
を
探

る
べ
く
、
当
時
多
く
作
ら
れ
た
『
文
選
』
の
評
点
本
の
中
か
ら
、
凌
濛
初
に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
合
評
選
詩
』
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

『
合
評
選
詩
』
は
『
文
選
』
の
詩
の
部
を
全
て
抽
出
し
、
そ
こ
に
李
善
か
ら

鍾
惺
・
譚
元
春
に
至
る
ま
で
古
今
四
十
名
ほ
ど
の
著
名
人
の
注
や
評
を
集
め
付

し
た
、
朱
墨
二
色
刷
の
套
印
本
で
あ
る
。『
合
評
選
詩
』
を
取
り
上
げ
る
理
由
と

し
て
は
、
ま
ず
そ
の
評
の
形
式
（
題
下
評
、
眉
批
、
傍
批
、
総
評
）
が
他
の
評

点
本
に
比
べ
て
充
実
し
て
い
る
と
い
う
点
、
ま
た
こ
の
書
が
当
時
に
あ
っ
て
好

（
一
）

評
を
博
し
た
と
思
わ
れ
る
点
、
さ
ら
に
編
者
が
凌
濛
初
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。

凌
濛
初
は
呉
興
烏
程
で
出
版
業
を
営
む
凌
家
の
出
身
で
、
彼
自
身
数
多
く
の
書

籍
を
編
纂
刊
行
し
て
い
る
。
ま
た
「
二
拍
」（
『
拍
案
驚
奇
』『
二
刻
拍
案
驚
奇
』
）

の
編
者
と
し
て
、
戯
曲
作
品
を
手
が
け
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り

凌
濛
初
は
、
出
版
あ
る
い
は
俗
文
学
と
い
う
、
明
末
を
考
え
る
上
で
鍵
と
な
る

分
野
に
精
通
し
た
人
物
だ
と
い
え
よ
う
。

『
合
評
選
詩
』
の
評
語
を
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、『
文
選
』
を
理
解
す
る
た

め
の
基
礎
的
な
知
識
や
文
学
史
的
な
知
識
に
関
す
る
も
の
が
多
く
見
受
け
ら
れ

る
。
ま
た
『
文
選
』
が
後
世
の
作
品
、
特
に
李
白
や
杜
甫
と
い
っ
た
著
名
な
詩

人
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
も
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
注
や
評
か
ら
は
、
様
々
な
『
文
選
』
情
報
が
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
で
紹
介

さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
つ
ま
り
『
合
評
選
詩
』
は
、
手
っ
取
り

早
く
『
文
選
』
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
「
あ
ん
ち
ょ
こ
本
」

の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
明
代
に
多
く
編
ま
れ
た
『
文
選
』
の
評
点
本
は
、『
文
選
』
の
入
門
書
、

さ
ら
に
は
科
挙
受
験
生
の
た
め
に
作
ら
れ
た
参
考
書
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
指
摘
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
『
合
評
選
詩
』
に
は
、
単
な
る
受
験
参
考

（
二
）

書
と
い
う
だ
け
で
は
理
解
し
が
た
い
よ
う
な
評
も
多
く
集
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
が
、
詩
の
「
添
削
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
合
評
選
詩
』

に
は
全
体
を
通
し
て
圏
点
が
施
さ
れ
、
句
の
善
し
悪
し
が
一
目
で
わ
か
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
具
体
的
に
ど
こ
が
ど
う
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
悪
い

の
か
、
詩
全
体
の
構
成
、
句
、
文
字
の
使
い
方
の
如
何
に
つ
い
て
評
価
が
加
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
評
語
を
参
考
に
、
作
詩
の
練
習
が
行
わ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、「
庸
語
」「
起
好
」「
結
醜
」

と
い
っ
た
感
想
め
い
た
も
の
ま
で
集
め
ら
れ
て
お
り
、
発
表
者
は
む
し
ろ
こ
こ

に
白
話
小
説
と
の
類
似
性
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

明
清
の
白
話
小
説
の
多
く
は
批
評
を
有
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
『
三
国
志
演

義
』『
水
滸
伝
』『
西
遊
記
』『
金
瓶
梅
』
な
ど
も
、
一
般
に
流
通
し
た
テ
キ
ス
ト

は
、
李
卓
吾
や
金
聖
嘆
、
毛
宗
崗
や
張
竹
坡
と
い
っ
た
人
物
の
批
評
を
伴
う
も

の
で
あ
っ
た
。
小
説
は
批
評
と
セ
ッ
ト
で
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
李

卓
吾
先
生
批
評
忠
義
水
滸
伝
』
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
も
や
は
り
文
章
の
善

し
悪
し
に
関
す
る
評
語
（
「
好
文
章
」
「
画
」
「
妙
」
「
可
刪
」
等
）
が
大
量
に
確

認
で
き
る
。
白
話
小
説
は
こ
う
し
た
有
名
人
た
ち
の
実
況
解
説
付
き
で
読
み
進

め
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た
批
評
込
み
で
ひ
と
つ
の
「
娯
楽
」

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

『
合
評
選
詩
』
は
、
歴
代
の
著
名
人
た
ち
の
解
説
が
集
め
ら
れ
、『
文
選
』
を

語
れ
る
知
識
が
効
率
よ
く
得
ら
れ
る
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
白
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話
小
説
同
様
、
詩
の
善
し
悪
し
に
関
す
る
実
況
解
説
も
付
い
て
く
る
。
し
か
も

こ
う
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
鍾
惺
・
譚
元
春
の
『
古
詩

帰
』
か
ら
の
引
用
が
主
で
あ
る
。『
合
評
選
詩
』
は
、
真
面
目
な
参
考
書
や
受
験

対
策
本
と
い
う
よ
り
も
、
解
説
な
し
に
は
『
文
選
』
を
理
解
す
る
の
が
難
し
か

っ
た
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
、
あ
る
種
の
「
知
的
な
娯
楽
本
」
と
も
い
う
べ

き
性
質
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
凌
濛
初
と
い
う
俗
文
学
に
も
通
じ
た
大
手
の
敏

腕
編
集
者
の
手
で
、
戦
略
的
に
生
み
出
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
『
文
選
』
の
形
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
合
評
選
詩
』
か
ら
は
、
従
来
型
の
知
識
人
層
の
専
有
か
ら
解
放
さ
れ
、
規

範
的
な
「
古
典
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
も
解
き
放
た
れ
た
『
文
選
』
の
姿
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
印
刷
技
術
の
進
化
に
伴
っ
て
読
者
層
が
広
が
り
、
読

者
層
の
変
化
に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
が
変
わ
り
、
メ
デ
ィ
ア
の
変
化
に
よ
っ
て
古

典
の
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
た
一
例
と
も
言
え
よ
う
。

（
川
島
優
子
）

（
一
）
趙
俊
玲
『
《
文
選
》
評
点
研
究
』
（
上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
三
）
参
照
。

（
二
）
趙
俊
玲
『
《
文
選
》
評
点
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
三
）
、
王
小
婷
『
清

代
《
文
選
》
学
研
究
』
（
上
海
古
籍
出
版
社

二
〇
一
四
）
等
。
ま
た
、
表
野
和
江

「
明
末
呉
興
凌
氏
刻
書
活
動
考
―
凌
濛
初
と
出
版
―
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第

五
〇
集

一
九
九
八
）
等
、
そ
も
そ
も
套
印
本
と
い
う
ス
タ
イ
ル
自
体
が
受
験
対

策
仕
様
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。


