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日
本
に
は
、
漢
文
の
素
養
を
持
つ

作
家
が
多
い
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
夏
目
漱
石
は
、
一
四
歳
の
時
よ
り
二
松
学
舍
（
漢
学

塾
）
で
漢
文
を
学
び
、
晩
年
も
小
説
の
執
筆
の
合
間
に
漢
文
・
漢
詩
を
創
作
し
て
い
た
と
い

う
の
だ
か
ら
、
彼
の
人
生
と
漢
文
が
深
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
本
書
は
、
漢
文

に
明
る
い
夏
目
漱
石
が
二
三
歳
の
時
に
友
人
四
人
と
房
総
旅
行
に
出
か
け
た
際
に
、
同
じ
第

一
高
等
中
学
校
の
生
徒
で
あ
る
正
岡
子
規
に
見
せ
る
た
め
に
作
っ
た
漢
文
紀
行
で
あ
る
『
木

屑
録
』
の
解
説
と
日
本
人
と
漢
文
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。 

 

本
書
は
、
木
屑
録
訳
、
漱
石
と
子
規
、「
漢
文
」
に
つ
い
て
、
日
本
人
と
文
章
、
木
屑
録
を

よ
む
、
木
屑
録
活
字
版
の
六
つ
に
章
立
て
ら
れ
て
い
る
。
印
象
的
な
の
は
著
者
に
よ
る
『
木

屑
録
』
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
著
者
は
漢
文
を
日
本
語
に
訳
し
、
そ
の
日
本
語
で
意
味
を
理

解
す
る
こ
と
を
ナ
ン
セ
ン
ス
、
バ
カ
バ
カ
し
い
こ
と
と
捉
え
「
訳
語
一
定
、
全
部
一
律
荘
重

体
」「
チ
ン
プ
ン
漢
文
」
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
漢
文
は
漢
文
の
ま
ま
、
視
覚
の
み
で
、
文

字
面
を
み
て
、
き
れ
め
、
リ
ズ
ム
、
意
味
、
気
分
を
理
解
す
る
よ
う
に
読
む
こ
と
を
大
切
と

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
訳
は
固
い
従
来
の
訳
と
比
べ
、
親
し
み
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

例
を
挙
げ
る
と
、 

余
兒
時
誦
唐
宋
數
千
言
喜
作
爲
文
章
或
極
意
彫
琢
經
旬
而
始
成
或
咄
嗟
衝
口
而
撥
自
覺
澹

然
有
樸
氣
謂
古
作
者
豈
難
臻
哉
遂
有
意
于
以
文
立
身 

と
い
う
文
を
、
他
の
注
釈
家
た
ち
は
、 

余
兒
た
り
し
時
、
唐
宋
の
數
千
言
を
誦
し
、
文
章
を
作
り
爲
す
を
喜
ぶ
。
或
は
意
を
極
め

て
彫
琢
し
、
旬
を
經
て
始
め
て
成
り
、
或
は
咄
嗟
に
口
を
衝
い
て
發
し
、
自
ら
。
澹
然
と

し
て
樸
氣
あ
る
を
覺
ゆ
。
竊
に
謂
へ
ら
く
古
の
作
者
豈
臻
り
難
か
ら
ん
や
と
。
遂
に
文
を

以
て
身
を
立
つ
る
に
意
有
り
。 

と
書
下
す
と
こ
ろ
を 

我
輩
ガ
キ
の
時
分
よ
り
、
唐
宋
二
朝
の
傑
作
名
篇
、
よ
み
な
ら
つ
た
る
数
千
言
、
文
章
つ

く
る
の
を
も
つ
と
も
こ
の
ん
だ
。
精
魂
か
た
む
け
ね
り
に
ね
り
、
十
日
も
か
け
た
る
苦
心

の
作
あ
り
。
時
に
ま
た
、
心
に
う
か
び
し
名
文
句
、
そ
の
ま
ま
ほ
れ
ぼ
れ
瀟
洒
の
で
き
ば

え
。
む
か
し
の
大
家
も
お
そ
る
る
に
た
ら
ん
や
、
お
茶
の
子
さ
い
さ
い
あ
さ
め
し
ま
へ
、

こ
れ
は
い
つ
ち
よ
う
文
章
で
、
身
を
立
て
る
べ
し
と
心
に
き
め
た
。 

と
訳
し
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
訳
に
な
る
の
か
。
友
人
同
士
で
あ
る
漱
石
と
子
規
の
や

り
取
り
を
現
代
人
に
も
わ
か
る
よ
う
に
再
現
す
る
た
め
に
は
、
難
し
く
か
し
こ
ま
っ
た
文
章

は
適
し
て
い
な
い
。
房
総
旅
行
の
前
に
漢
詩
文
集
を
見
せ
て
き
た
正
岡
に
刺
激
を
受
け
て
、

「
俺
の
ほ
う
が
漢
文
で
き
る
ぜ
」
と
書
い
た
と
さ
れ
る
『
木
屑
録
』
で
あ
る
の
で
、
友
人
と

の
会
話
の
よ
う
な
訳
の
仕
方
が
適
し
て
い
る
と
著
者
は
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
豈
臻

あ
に
い
た

り
難 が

た

か
ら

ん
や
が
お
茶
の
子
さ
い
さ
い
あ
さ
め
し
ま
へ
で
あ
る
。
意
味
と
し
て
は
、「
簡
単
な
こ
と
」
と

同
じ
だ
が
話
し
言
葉
の
お
茶
の
子
さ
い
さ
い
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
く
、
日
本
語
と
し
て
の

言
い
や
す
さ
、
リ
ズ
ム
の
良
さ
が
出
て
い
る
。 

ま
た
、
著
者
は
中
国
文
学
の
専
門
家
と
い
う
立
場
か
ら
、『
木
屑
録
』
に
添
削
、
批
正
を
行

っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
余
兒
時
誦
唐
宋
數
千
言
の
部
分
は
余
兒
時
便
誦
唐
宋
數
千
言
に
直

せ
ば
「
そ
ん
な
に
は
や
く
か
ら
も
う
」
の
気
分
を
う
ま
く
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
批

評
は
正
岡
に
も
及
ぶ
。
漱
石
は
子
規
の
漢
文
を
評
し
、「
處
が
其
大
将
の
漢
文
た
る
や
甚
だ
ま

づ
い
も
の
で
、
新
聞
の
論
説
の
假
名
を
拔
い
た
様
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
が
そ

れ
に
つ
い
て
、 

い
い
え
て
妙
。
漢
字
の
文
だ
か
ら
「
漢
文
」
に
は
相
違
な
い
。
し
か
し
文
章
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
子
規
の
文
章
は
発
想
が
日
本
語
で
あ
る
。
箸
に
も
棒
に
も
掛
か
ら
な
い
。（
一

部
要
約
） 

と
述
べ
て
い
る
。
も
は
や
悪
口
と
も
い
え
る
批
評
は
痛
烈
で
あ
り
、
著
者
が
専
門
家
と
し
て

の
矜
持
か
ら
学
生
時
代
の
夏
目
漱
石
、
正
岡
子
規
の
文
章
を
採
点
し
て
み
た
く
な
っ
た
気
持

ち
が
う
か
が
え
る
。
漱
石
が
木
屑
録
を
作
っ
た
の
は
明
治
二
二
年
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
日

本
の
青
年
、
そ
れ
も
西
洋
の
学
問
に
志
し
て
い
る
青
年
が
ま
っ
と
う
で
長
大
な
漢
文
を
つ
く

る
と
い
う
の
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
二
〇
数
年
前
ま
で
は
そ
れ
こ
そ
が
学
問
で
あ

っ
た
の
だ
。
著
者
は
そ
の
時
代
に
お
い
て
も
漢
文
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
漱
石
に
心
惹
か
れ
、

『
木
屑
録
』
に
添
削
を
行
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

日
本
人
と
文
章
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
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支
那
に
は
文
言
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
話
し
言
葉
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
の
で
、
読
む

た
め
に
は
学
習
が
必
要
で
あ
り
、
書
く
に
は
訓
練
が
い
る
。
支
那
で
の
手
本
と
な
る
の
は
左

伝
、
漢
書
で
あ
る
。
だ
が
日
本
人
に
は
自
分
の
国
の
言
葉
に
よ
る
標
準
的
な
文
章
の
手
本
と

な
る
書
物
が
な
い
。
文
章
は
口
語
が
多
い
の
で
書
く
訓
練
も
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本

人
に
は
日
本
語
の
文
を
作
品
と
し
て
見
る
と
い
う
観
念
が
な
い
。
文
章
と
内
容
を
別
の
も
の

と
し
て
捉
え
る
文
化
が
根
付
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。 

木
屑
録
活
字
版
の
ほ
か
に
、
漱
石
の
木
屑
録
自
筆
稿
本
の
写
真
版
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。

著
者
は
漱
石
の
文
章
が
一
区
切
り
つ
く
と
改
行
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
木
屑
録
全
文
を

十
七
つ
に
分
け
、
章
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
章
を
内
容
ご
と
に
三
つ
に
分
け
、
構
成

を
示
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
全
部
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
著
者
が
本
編
と
考
え
て
い
る
第
二
部
を
紹
介
す
る
。
第
二
部
…
第
九
章 

鋸
山
と
日
本

寺
、
第
十
章 

保
田
の
ト
ン
ネ
ル
、
第
十
一
章 
友
人
米
山
の
こ
と
、
第
十
二
章 

保
田
の

ト
ン
ネ
ル
、
第
十
三
章 

保
田
湾
の
巨
岩
、
第
十
四
章 

小
湊
、
誕
生
寺
、
第
十
五
章 

詩

五
首
。 

以
上
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
構
成
を
示
す
こ
と
で
、『
木
屑
録
』
を
読
み
や
す
く

し
て
い
る
の
が
本
書
の
特
徴
で
あ
る
。 

本
書
の
前
半
部
分
で
は
、
漢
文
で
あ
る
た
め
に
余
り
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
木
屑

録
』
の
面
白
さ
を
著
者
の
軽
妙
な
日
本
語
訳
で
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
解
説
を
加
え
る
こ
と
で

読
者
側
の
理
解
を
深
い
も
の
に
し
て
く
れ
る
。
ま
た
、
漱
石
と
子
規
そ
れ
ぞ
れ
の
印
象
を
変

え
る
友
人
と
し
て
の
関
係
性
を
教
え
て
く
れ
る
。
後
半
部
分
は
、
日
本
人
と
漢
文
の
付
き
合

い
方
へ
の
批
判
を
交
え
た
評
論
文
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
冊
読
ん
だ
後
に
は
近
代
文
学
史

の
授
業
を
受
け
た
か
の
よ
う
な
充
足
感
が
わ
い
て
く
る
。
漢
文
訓
読
に
つ
い
て
は
前
述
し
た

よ
う
に
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
必
要
の
な
い
も
の
と
し
て
い
る
の
で
学
生
時
代
に
漢
文
が
苦
手
だ

っ
た
人
な
ら
、
「
そ
う
そ
う
、
だ
か
ら
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
」
と
首
肯
で
き
る
内
容
の
も

の
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。 


