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連 

載

と
か
か
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
文
字
文
化

や
伝
統
に
対
す
る
関
心
や
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
王
羲
之
の
文
字
を

例
に
と
っ
た
が
、
学
校
の
実
態
に
応
じ
て
、
作

品
の
全
体
像
が
わ
か
る
資
料
を
示
す
な
ど
し
て

自
由
に
文
字
を
選
ば
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。

　

教
材
「
発
展　

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
」

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
作
品
は
、
千
年
以
上

前
か
ら
の
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
独
自
の
伝
統
文
化

で
あ
る
。
五
十
分
×
二
回
の
短
い
授
業
時
間
で

は
あ
る
が
、
同
じ
文
字
を
書
き
味
わ
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
書
の
文
化
と
歴
史
に
つ
い
て
生
徒
自

ら
が
興
味
を
も
っ
て
学
習
で
き
る
よ
う
に
努
め

た
い
。

　

こ
の
学
習
の
時
期
に
は
、
生
徒
た
ち
は
既
に

目
十
一
文
字
目
の
「
流
」
を
集
字
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

で
は
、
一
文
字
目
「
風
」
の
文
字
か
ら
詳
し

く
見
て
い
こ
う
。

　
「
風
」
の
一
画
目
。
①
紙
の
上
部
の
方
か
ら

ご
く
自
然
に
筆
を
入
れ
て
い
る
。
起
筆
の
方
向

は
、
ほ
ぼ
四
十
五
度
の
角
度
で
入
っ
て
い
る
。

こ
の
方
向
を
間
違
え
る
と
送
筆
を
引
き
出
す
力

も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
閉
じ
て
い
た
筆
が
開
き
（
※
）、筆
管
は
、

立
ち
気
味
に
ス
ッ
と
ま
っ
す
ぐ

下
部
に
降
り
て
く
る
。

　

②
終
筆
は
払
う
の
で
は
な
く
、

外
に
張
り
出
し
た
力
を
グ
ッ
と

抑
え
な
が
ら
開
い
た
筆
を
静
か

に
上
部
方
向
に
抜
き
な
が
ら
閉

じ
て
い
く
。
こ
の
呼
吸
を
切
ら

な
い
よ
う
に
二
画
目
へ
と
入
る
。

　

③
起
筆
は
閉
じ
て
い
た
筆
に

だ
ん
だ
ん
筆
圧
を
か
け
始
め
、

右
上
の
転
折
部
分
へ
と
向
か
っ

て
い
く
。
④
転
折
部
分
は
し
っ

か
り
と
当
た
り
、
当
た
っ
た
反

動
を
利
用
し
て
⑤
縦
画
の
反
り

を
生
み
出
し
て
く
る
。

　

⑥
終
筆
の
跳
ね
は
、
開
い
た
筆
を
ご
く
自
然

に
上
部
方
向
に
閉
じ
な
が
ら
持
ち
上
げ
て
い
っ

て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
際
、
思
い
っ
き
り

跳
ね
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

こ
の
点
は
、
は
っ
き
り
と
意
識
で
き
る
よ
う
に

指
導
し
て
い
き
た
い
。

　

こ
こ
で
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
④
の
転
折

部
分
が
要
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
転
折
で
の
当

た
り
の
強
さ
が
次
画
を
呼
び
込
む
こ
と
で
あ
る
。

　

二
画
目
の
跳
ね
の
後
、
閉
じ
た
筆
は
外
を
空

中
で
大
き
く
回
り
、
三
画
目
に
入
る
。

　

⑦
「
風
」
の
三
画
目
は
、
楷
書
な
ど
で
は
右

上
か
ら
左
下
へ
払
う
よ
う
学
習
し
て
い
る
が
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
左
か
ら
右
へ
の
筆
の

運
び
に
つ
い
て
は
、
行
書
の
特
徴
と
し
て
し
っ

か
り
説
明
し
て
お
く
。

　

三
画
目
の
起
筆
は
、
閉
じ
て
い
た
筆
を
左
下

か
ら
右
上
へ
多
少
反
る
気
持
ち
で
、
終
筆
ま
で

一
気
に
筆
を
開
き
、
筆
を
開
い
た
上
下
の
動
き

を
利
用
し
筆
を
閉
じ
、
そ
の
ま
ま
四
画
目
に
入

る
。
⑧
三
画
目
か
ら
四
画
目
は
、
呼
吸
の
つ
な

が
り
が
実
線
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な

の
で
注
意
を
促
す
。

　

四
画
目
で
開
い
た
筆
の
力
を
利
用
し
五
画
目

の
曲
線
に
移
っ
て
い
く
。

　

⑨
五
画
目
の
曲
線
は
、
二
画
目
の
強
い
転
折

部
分
の
当
た
り
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
理
解
さ
せ
た
い
。

に
全
体
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
と
ら
え
る
の

も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
学
二
・
三
年
で

の
発
展
的
な
学
習
の
授
業
に
限
ら
ず
、
古
典
の

文
字
を
臨
書
す
る
際
に
は
、
で
き
る
限
り
生
徒

に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
わ
ず
か
で
も
筆
意

の
は
っ
き
り
見
え
る
も
の
を
選
ぶ
方
が
よ
い
。

　

教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
数

百
種
に
お
よ
ぶ
蘭
亭
序
の
中
で
も
、
き
わ
め
て

わ
か
り
や
す
い
筆
路
が
特
徴
で
あ
る
「
神
龍
半

印
本
」
で
あ
る
。
感
受
性
豊
か
な
生
徒
に
と
っ

て
も
う
っ
て
つ
け
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
教
科
書

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
文
字
は
、「
神
龍
半

印
本
」
の
八
行
目
九
文
字
目
の
「
風
」
と
四
行

　

現
在
、
中
学
校
国
語
科
書
写
の
授
業
の
中
で
、

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
こ
と
は
、
発
展
的
な

学
習
と
し
て
必
要
に
応
じ
展
開
さ
れ
て
い
る
。

生
徒
一
人
ひ
と
り
が
、
自
ら
の
学
習
を
深
め
た

り
広
げ
た
り
す
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、

文
字
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
高
め
る
上
で
も
、

有
効
な
手
法
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
こ
数
年
の
授
業
で
実
践
し
て

き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
古
典
の
文
字
を
見
て

書
く
授
業
例
を
紹
介
す
る
。
当
然
、
高
等
学
校

の
書
道
科
に
お
け
る
「
臨
書
」
と
は
異
な
る
の

で
、
高
度
に
な
ら
ず
中
学
生
に
理
解
で
き
る
表

現
に
留
意
し
た
。

　

教
材
は
光
村
図
書
「
中
学
書
写　

二
・
三
年
」

「
発
展　

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
」
を
使
用

し
た
。
書
写
で
学
習
す
る
文
字
は
古
典
の
文
字

楷
書
・
行
書
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
調
和
す
る
仮

名
の
学
習
は
終
え
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
学
習
し
た
文
字
は
、
文
字
が
発
生
し

た
約
二
千
五
百
年
前
か
ら
、
中
国
や
朝
鮮
、
日

本
な
ど
の
手
書
き
文
字
（
古
典
・
名
品
）
の
変

遷
を
継
承
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
学
習
し
て
き
た
文
字
と
古
典
や
名
品

の
文
字
に
は
、
点
画
の
形
や
字
体
が
違
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
た
「
流
」
の
つ
く
り
の
部
分
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
特
徴
を
確
認
し
な
が
ら
、
先
人
た
ち

の
筆
跡
を
鑑
賞
し
、「
臨
書
」
さ
せ
る
。

　

今
回
は
、
王
羲
之
（
東
晋
時
代
）
の
書
「
蘭

亭
序
」
か
ら
「
風
流
」
の
二
文
字
（
行
書
）
を

題
材
と
し
た
。
行
書
は
、
点
画
の
つ
な
が
り
が

楷
書
と
比
較
す
る
と
よ
り
見
や
す
い
の
が
特
徴

で
あ
る
こ
と
を
生
徒
に
振
り
返
ら
せ
て
お
き
た

い
。

　

点
画
の
つ
な
が
り
の
呼
吸
や
リ
ズ
ム
は
、
書

の
性
質
や
表
情
に
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。
こ

の
王
羲
之
の
書
を
見
る
と
、
そ
の
シ
ャ
ー
プ
さ
、

ス
マ
ー
ト
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
教
材
で
示
さ
れ
て
い
る
褚ち
ょ

遂す
い

良り
ょ
う

、
王お
う

鐸た
く

な
ど

の
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
、
運
筆
の
呼
吸
や
リ

ズ
ム
に
よ
っ
て
、
表
現
が
多
様
化
す
る
こ
と
も

ぜ
ひ
こ
こ
で
学
ば
せ
た
い
。

　

古
典
を
鑑
賞
す
る
と
き
に
は
、
細
か
に
筆
使

い
を
見
て
い
く
の
も
よ
し
、
ま
た
、
お
お
ま
か

二
松
學
舎
大
學　

非
常
勤
講
師　

内う
ち

田だ

征ま
さ

志し

千
七
百
年
の
時
を
超
え
て

─
王お
う

羲ぎ

之し

の
臨
書
「
発
展　

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
」
よ
り

2021

は
じ
め
に

指
導
の
流
れ

「
風
」
の
筆
使
い



書 写 指 導 の
可 能 性 を 探 る  
 1

2223

て
ほ
し
い
。

　
「
王
羲
之
っ
て
ど
ん
な
人
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
」

な
ど
と
問
い
か
け
な
が
ら
、
千
七
百
年
の
時
を

超
え
て
、
同
じ
筆
と
い
う
筆
記
具
を
使
い
、
同

じ
文
字
を
書
く
と
い
う「
書
聖
と
の
共
有
体
験
」

が
で
き
る
喜
び
を
ぜ
ひ
指
導
し
て
ほ
し
い
。

　

書
写
の
発
展
の
授
業
と
は
い
え
、
筆
を
通
し

そ
の
時
代
の
感
覚
や
空
間
意
識
の
高
さ
を
学
ぶ

こ
と
は
、
敏
感
な
生
徒
に
と
っ
て
限
り
な
い
可

能
性
を
引
き
伸
ば
す
。
実
際
に
、
す
ば
ら
し
い

臨
書
を
し
て
く
る
生
徒
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

　

古
典
の
文
字
を
見
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

千
七
百
年
以
上
も
前
の
羲
之
の
筆
使
い
が
、
ご

く
自
然
で
あ
り
、
本
当
に
正
し
い
書
で
あ
る
こ

と
が
生
徒
に
少
し
で
も
伝
わ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。

下
書
き
の
序
文
を
一
作
品
ま
で
高
め
た
羲
之
の

姿
勢
、
こ
れ
こ
そ
書
写
の
原
点
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

※
「
筆
の
開
閉
」

　

紙
に
対
し
、
筆
を
上
下
に
動
か
す
こ
と
。

筆
を
下
げ
た
と
き
が
「
開
」、
上
げ
た
と
き

が
「
閉
」
の
状
態
に
な
る
。

生
徒
や
学
生
の
反
応
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
ま
さ

に
こ
の
一
言
に
尽
き
る
。
そ
の
筆
脈
を
斬
っ
て

し
ま
う
と
、
血
が
あ
ふ
れ
出
し
、
そ
の
書
自
体

が
つ
く
り
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
中
学
校
の
「
書
写
」
は

高
等
学
校
で
の
「
書
道
」
と
目
的
も
方
法
も
異

な
る
。
中
学
生
の
授
業
で
は
、
何
も
こ
う
い
う

説
明
ま
で
す
る
必
要
は
な
い
が
、
教
師
が
そ
れ

を
わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
、「
た
だ
昔
の
人
の
字

を
な
ぞ
っ
た
だ
け
」
と
い
う
授
業
で
終
わ
っ
て

し
ま
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
よ
う
。

　

王
羲
之
は
今
か
ら
千
七
百
年
以
上
も
前
に
生

き
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
「
書

聖
」
と
呼
ば
れ
、
今
ま
で
そ
の
作
品
が
受
け
継

が
れ
て
き
た
こ
と
を
、
ぜ
ひ
生
徒
た
ち
に
教
え

て
い
る
の
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
二
文
字
目

で
反
対
の
左
下
へ
引
っ
張
る
力
を
強
く
し
た
い
。

さ
ん
ず
い
の
二
画
目
は
、
重
く
運
ぶ
と
理
に

適
っ
て
く
る
。

　
「
蘭
亭
序
」
全
体
を
見
て
み
る
と
、
連
続
す

る
一
文
字
一
文
字
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
必
ず
受
け

答
え
が
あ
る
。
筆
の
運
び
で
は
、
深
い
後
は
浅

く
、
早
い
後
は
遅
く
、
強
い
後
は
弱
く
。
そ
の

変
化
が
形
と
な
っ
て
表
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
王

羲
之
の
呼
吸
が
文
字
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
風
」
か
ら
「
流
」
の
一
画
目
に
移
る
ま
で

の
間
を
ど
う
す
る
か
。
書
道
で
は
、「
筆
脈
」

と
い
う
専
門
用
語
が
あ
り
、
実
線
で
は
見
え
な

い
が
文
字
と
文
字
の
つ
な
が
る
空
中
で
の
脈
線

が
あ
る
こ
と
を
ぜ
ひ
生
徒
た
ち
に
伝
え
た
い
。

　

中
学
生
に
は
多
少
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

私
が
指
導
す
る
授
業
で
は
、「
空
中
で
の
舞
の

足
跡
が
書
で
あ
る
」
と
筆
脈
を
た
と
え
て
い
る
。

　

⑩
六
画
目
の
横
画
で
、
い
っ
た
ん
五
画
目
ま

で
の
緩
や
か
な
流
れ
は
止
め
、
横
へ
の
直
線
で

締
め
て
い
る
。
流
動
的
な
流
れ
の
中
で
こ
の
よ

う
な
リ
ズ
ム
の
変
化
は
ア
ク
セ
ン
ト
と
も
な
り

重
要
で
あ
る
。

　

六
画
目
の
終
筆
で
開
い
た
筆
を
そ
の
ま
ま
左

上
部
方
向
に
吊
り
上
げ
、
七
画
目
に
入
る
。

　

⑪
七
画
目
で
は
、
起
筆
に
六
画
目
か
ら
受
け

た
力
の
余
韻
が
働
い
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
る

形
で
縦
線
を
引
い
て
い
る
。
筆
圧
は
起
筆
か
ら

終
筆
に
か
け
段
々
か
か
っ
て
い
く
。

　

⑫
八
画
目
は
、
ひ
ら
が
な
の
「
へ
」
で
も
書

く
よ
う
に
線
一
本
で
省
略
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
線
一
本
に
も
表
情
が
あ
り
、「
開
→
閉
→

開
」
の
筆
の
上
下
動
が
見
ら
れ
る
。

　
「
風
」
の
一
文
字
だ
け
み
て
も
、
一
画
目
か

ら
最
終
画
ま
で
確
実
に
時
間
が
流
れ
て
い
く
こ

と
が
、
筆
意
を
通
し
よ
く
わ
か
る
こ
と
を
ぜ
ひ

と
も
生
徒
に
伝
え
た
い
。

　

次
に
、
二
文
字
目
「
流
」
を
見
て
み
よ
う
。

　

①
「
流
」
の
一
画
目
の
点
。
た
だ
漠
然
と
点

を
打
っ
て
い
な
い
。
ひ
と
つ
の
点
が
ど
の
よ
う

な
働
き
を
し
て
い
る
か
観
察
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

起
筆
で
閉
じ
て
い
た
筆
が
一
気
に
パ
ッ
と
開

き
、
開
い
た
筆
を
ご
く
自
然
に

閉
じ
て
い
る
。　

　

②
二
・
三
画
目
は
繋
が
っ
て

い
る
。

　

二
画
目
は
縦
画
一
本
で
省

略
し
て
い
る
が
、
そ
の
太
細
の

変
化
は
筆
の
上
下
運
動
に
よ

る
も
の
。
紙
面
に
筆
を
高
く
か

ら
落
と
し
、
そ
の
反
動
の
バ
ネ

を
利
用
し
、
筆
を
閉
じ
な
が
ら

次
の
点
に
向
か
っ
て
ガ
ツ
ン

と
筆
を
開
き
、
③
更
に
開
い
た

筆
の
弾
力
を
利
用
し
右
上
部

に
跳
ね
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
な

筆
の
開
閉
に
リ
ズ
ム
が
な
い

と
塗
り
絵
の
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
う
。

　

④
三
画
目
、
閉
じ
て
い
た
筆

が
一
気
に
開
き
右
上
部
の
転

折
部
分
で
し
っ
か
り
と
当
た
り
、
そ
の
反
動
で

⑤
左
下
へ
の
強
い
線
を
生
み
出
し
て
い
る
。
左

下
で
の
転
折
部
分
で
も
ま
た
強
く
当
た
り
返
し
、

⑥
そ
の
バ
ネ
で
少
し
力
を
抜
き
気
味
に
右
上
部

に
運
ん
で
い
る
。
抜
い
た
筆
は
遠
く
回
り
、
四

画
目
の
点
へ
と
向
か
う
。

　

⑦
こ
の
点
は
、
外
側
ま
っ
す
ぐ
、
内
側
湾
曲

の
姿
。「
閉
→
開
→
閉
」
で
、
⑧
⑨
五
・
六
画
目

は
リ
ズ
ム
よ
く「
閉
→
開
→
閉
」。
⑩
七
画
目
は
、

曲
が
っ
た
後
、
ゆ
っ
く
り
抜
く
よ
う
に
放
つ
。

　

こ
の
よ
う
な
筆
の
バ
ネ
と
そ
の
上
下
運
動
は

と
て
も
重
要
で
あ
り
、「
書
の
生
命
」
の
一
部

で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

二
文
字
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
一
文
字
目
の

「
風
」
が
か
な
り
右
上
が
り
の
力
が
強
く
な
っ

▶
生
徒
の
作
品
例

「
流
」
の
筆
使
い

筆
脈
を
考
え
る

千
七
百
年
の
時
を
超
え
て




