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一
三

は
じ
め
に

　
「
か
な
作
品
」
を
み
る
と
、「
大
字
作
品
」「
細
字
作
品
」
が
あ
る
が
、「
古
筆
」

と
言
わ
れ
て
現
存
し
て
い
る
か
な
は
、
す
べ
て
細
字
で
あ
る
。

　

本
稿
は
、
大
学
の
高
等
学
校
芸
術
科
書
道
の
教
員
養
成
に
お
け
る
「
仮
名
」

授
業
の
一
端
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

現
在
大
学
で
は
、
受
講
生
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
高
等
学
校
の
授
業
で

「
大
字
か
な
」
は
鑑
賞
と
し
て
の
扱
い
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
大
学
の
「
仮
名
」
の
授
業
で
は
、
臨
書
学
習
の
方
法
と
し
て
、
机

上
で
出
来
る
範
囲
の
拡
大
臨
書
や
原
寸
大
臨
書
等
を
お
こ
な
い
、
半
紙
等
を
使

用
し
て
、
細
字
作
品
の
形
式
で
ま
と
め
、
創
作
作
品
へ
と
展
開
す
る
方
法
を
試

み
た
。

「
筆
」
に
つ
い
て

　

ま
ず
作
品
を
書
く
に
は
、
道
具
の
用
意
が
必
要
と
な
る
の
で
、
細
字
を
書
く

の
に
必
要
な
道
具
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
「
細
字
作
品
」
を
書
く
時
は
、
筆
は
も
ち
ろ
ん
「
小
筆
」
で
あ
る
。
消
耗
品

で
あ
る
小
筆
は
少
し
作
品
を
書
き
続
け
る
と
す
ぐ
に
穂
先
が
摩
耗
し
て
し
ま
う

た
め
、
同
じ
小
筆
を
二
〜
三
本
交
替
で
使
う
よ
う
に
す
る
と
良
い
。

　
「
か
な
」
は
日
本
で
創
ら
れ
た
文
字
で
あ
る
。
か
な
文
化
の
発
展
と
と
も
に

和
筆
（
日
本
製
）
も
改
良
さ
れ
て
使
わ
れ
て
き
た
。
唐
筆
は
中
国
で
作
ら
れ
て

い
る
筆
な
の
で
、
中
国
で
生
ま
れ
た
漢
字
を
書
く
の
に
は
使
い
や
す
く
出
来
て

い
る
。

　

私
は
常
に
和
筆
を
使
っ
て
い
る
が
、
唐
筆
で
か
な
作
品
を
書
い
て
み
る
と
、

半
紙
を
用
い
た
古
典
臨
書
か
ら
創
作
へ
の
展
開

―
高
野
切
第
三
種
を
題
材
と
し
て
―
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武蔵野教育学論集　第２号

一
四

線
の
ボ
リ
ュ
ウ
ム
感
が
で
ず
、
や
や
淋
し
い
感
じ
の
作
品
と
な
っ
て
し
ま
う
。

和
筆
で
は
墨
を
含
ま
せ
た
部
分
に
た
ま
っ
た
墨
が
、
筆
を
動
か
す
こ
と
で
微
妙

に
潤
渇
の
変
化
の
あ
る
線
を
醸
し
出
す
の
で
よ
い
。
し
か
し
、
唐
筆
は
、
墨
が

た
ま
る
部
分
が
細
い
た
め
、
墨
が
続
い
て
い
か
な
い
の
で
、
線
が
細
く
作
品
全

体
が
淋
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

渇
筆
線
を
表
現
し
て
、作
品
に
立
体
感
を
出
す
「
か
な
作
品
」
は
、「
柳
葉
筆
」

と
言
わ
れ
て
い
る
柳
の
葉
の
よ
う
な
穂
先
の
筆
が
良
い
。
最
近
で
は「
面
相
筆
」

と
言
わ
れ
て
い
る
細
い
線
を
書
く
と
き
使
う
筆
も
か
な
作
品
を
書
く
時
に
は
使

う
。
私
は
細
く
て
鋭
い
線
の
臨
書
の
時
な
ど
に
「
面
相
筆
」
を
使
う
時
が
あ
る
。

し
か
し
初
歩
の
学
習
で
は
、あ
ま
り
柔
ら
か
い
毛
で
は
な
く
兼
剛
の
「
柳
葉
筆
」

が
良
い
と
考
え
る
。

　

学
習
を
続
け
て
い
く
と
自
分
の
好
み
の
筆
が
見
つ
か
っ
て
く
る
し
、
紙
と
の

相
性
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
い
ろ
い
ろ
試
し
て
み
る
の
が
良
い
と
思
っ
て

い
る
。

「
紙
」
に
つ
い
て

　

日
頃
細
字
か
な
の
練
習
に
は
「
改
良
半
紙
」
を
使
う
よ
う
指
導
す
る
。
改
良

半
紙
は
表
面
が
滑
ら
か
で
、
墨
が
に
じ
ま
ず
、
筆
が
ス
ム
ー
ズ
に
動
き
や
す
い

か
ら
で
あ
る
。
改
良
半
紙
は
薄
く
ペ
ラ
ペ
ラ
し
て
い
て
練
習
用
な
の
で
、
作
品

制
作
の
時
に
は
料
紙
を
使
う
方
が
見
栄
え
が
す
る
。
料
紙
は
色
彩
・
文
様
・
砂

子
等
で
美
し
く
加
工
さ
れ
て
い
る
が
、
半
紙
よ
り
安
価
な
も
の
か
ら
、
か
な
り

高
価
な
も
の
ま
で
多
種
あ
る
。
手
作
り
で
高
価
な
も
の
ほ
ど
、
作
ら
れ
た
時
期
、

ち
ょ
っ
と
し
た
ド
ー
サ
の
具
合
で
紙
面
の
書
き
心
地
が
異
な
る
た
め
、
多
く
の

作
品
を
書
く
こ
と
で
学
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。　

　

雅
な
料
紙
に
向
か
っ
て
書
く
と
、
緊
張
感
も
加
わ
っ
て
、
か
な
書
道
を
学
ん

で
い
る
悦
び
に
も
繋
が
る
。
そ
こ
で
授
業
で
も
手
漉
き
の
も
の
が
望
ま
し
い
が

高
価
な
た
め
、
安
価
な
印
刷
加
工
し
た
料
紙
等
を
使
用
し
て
、
料
紙
の
書
き
心

地
を
味
わ
い
な
が
ら
短
冊
臨
書
の
作
品
制
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
白
い
半
紙

で
は
な
い
美
し
い
紙
を
使
う
こ
と
で
、
墨
の
濃
さ
に
よ
る
作
品
の
違
い
、
筆
へ

の
含
墨
量
に
よ
る
渇
筆
の
表
現
等
が
、
何
度
も
書
い
て
い
く
う
ち
に
、
学
生
た

ち
に
も
分
か
っ
て
く
る
。

「
墨
」「
硯
」
に
つ
い
て

　

硯
の
陸
に
水
を
少
し
垂
ら
し
、「
の
」
の
字
を
書
く
よ
う
に
静
か
に
「
和
墨
」

を
動
か
し
、
硯
の
窪
ん
だ
だ
と
こ
ろ
（
海
）
に
た
め
て
い
く
。
こ
の
時
が
「
か

な
作
品
」
を
書
く
前
の
至
福
の
時
で
あ
る
。

　
「
墨
」
も
筆
同
様
、
和
墨
・
唐
墨
あ
る
が
、
製
法
や
膠
の
配
合
等
、
か
な
に

は
和
墨
が
よ
い
。

　

小
・
中
学
校
の
書
写
で
は
、
硯
で
固
形
の
墨
を
磨
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
し
な
い
で
、
墨
液
を
使
用
し
て
い
る
。
か
な
書
道
と
く
に
細
字
か
な
で
は
、

多
量
の
墨
は
必
要
な
い
の
で
、
墨
を
磨
る
こ
と
を
授
業
で
も
経
験
し
て
も
ら
い

た
い
と
思
い
、
硯
と
固
形
墨
を
持
参
に
し
て
い
る
。
墨
液
で
大
き
く
漢
字
を
書

く
授
業
で
は
味
わ
え
な
い
経
験
も
大
切
だ
と
考
え
る
。

　

最
近
の
学
生
が
小
・
中
学
校
で
使
っ
て
い
た
道
具
に
入
っ
て
い
る
硯
は
、
持

ち
運
び
の
こ
と
を
考
え
て
か
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
が
大
半
で
、
磨
墨
に
は

適
さ
な
い
。
最
近
は
墨
を
磨
る
部
分
に
は
セ
ラ
ミ
ッ
ク
等
が
貼
っ
て
あ
る
物
も

見
か
け
る
が
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
み
の
物
で
は
、
い
く
ら
磨
っ
て
も
濃
く
な
ら
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一
五

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。実
際
授
業
で
は
墨
液
一
滴
に
、水
を
少
々
加
え
て
持
っ

て
る
固
形
墨
で
混
ぜ
る
な
ど
し
て
墨
を
作
っ
て
い
る
。
墨
液
の
み
で
は
ネ
バ
ネ

バ
感
が
強
く
、（
授
業
で
は
空
調
を
使
用
し
て
い
た
り
す
る
と
少
量
の
墨
は
す

ぐ
に
蒸
発
し
て
し
ま
う
た
め
）
小
筆
が
ス
ム
ー
ズ
に
動
か
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
は
か
な
書
道
の
入
門
期
に
、
道
具
の
選
別
と
い
う
こ
と
で
、
大
学

で
話
を
し
て
い
て
感
じ
た
こ
と
な
ど
を
ま
と
め
て
み
た
。

作
品
制
作

Ａ　

半
紙
に
古
筆
か
ら
和
歌
一
首
を
選
ん
で
臨
書
作
品

　

高
野
切
第
三
種
は
「
古
今
和
歌
集
」
全
二
十
巻
の
う
ち
、
第
十
八
、十
九
巻

の
断
簡
で
あ
る
が
、
字
形
が
平
明
で
初
心
者
の
学
習
に
適
し
て
い
る
た
め
、
必

ず
ど
の
社
の
教
科
書
で
も
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
も
高
野
切
第
三
種

を
題
材
と
し
た
。

　

各
項
目
の
臨
書
例
は
巻
末
に
図
版
と
し
て
示
し
た
。

１
、「
高
野
切
第
三
種
」
か
ら
和
歌
の
み
を
選
ぶ
〔
図
版
①
〕

　
「
し
ら
ゆ
き
の
と
も
に
わ
か
み
は
ふ
り
ね
れ
と　

こ
こ
ろ
は
き
え
ぬ
も
の

に
そ
あ
り
け
る
」　

（
古
歌
を
書
く
場
合
は
、
濁
点
は
つ
け
な
い　

古
今
和
歌
集1065

）

２
、
文
字
は
原
帖
の
ま
ま
、
四
行
の
行
書
き
に
す
る
〔
図
版
②
〕

（
行
頭
を
そ
ろ
え
、
連
綿
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
る
べ
く
行
替
え
し
な
い

ほ
う
が
良
い
）

半
紙
に
「
散
ら
し
書
き
」

　
（
俳
句
や
和
歌
な
ど
を
書
く
と
き
、
行
頭
の
高
さ
や
行
と
行
と
の
間
を
そ

ろ
え
て
書
く
書
き
方
を
一
般
的
に
「
行
書
き
」
と
い
う
。
ま
た
、
行
頭
の
高

さ
を
変
え
た
り
、
行
の
長
さ
や
行
と
行
の
間
の
と
り
方
に
変
化
を
つ
け
た
り

し
て
配
置
す
る
方
法
を
「
散
ら
し
書
き
」
と
い
う
。）

３
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
行
頭
に
変
化
を
つ
け
て
み
る

（
行
頭
の
中
心
が
高
く
な
っ
て
い
る
山
型
〔
図
版
③
〕、あ
る
い
は
高
・
低
・
高
・

低
な
ど
ノ
コ
ギ
リ
の
よ
う
な
形
に
す
る
〔
図
版
④
〕）

４
、
行
間
に
変
化
を
付
け
る
〔
図
版
⑤
〕

（
三
行
め
と
四
行
め
の
行
間
を
広
め
に
あ
け
、
最
後
２
字
を
添
え
る
と
、
い

か
に
も
「
散
ら
し
書
き
」
ら
し
さ
が
増
す
）

５
、
こ
れ
が
半
紙
に
「
散
ら
し
書
き
」
に
し
た
臨
書
作
品
の
一
例
〔
図
版
⑥
〕

（
行
と
行
を
組
み
合
わ
せ
て
「
密
」
な
行
を
紙
面
の
中
に
創
り
中
心
に
広
い

空
間
を
あ
け
る
〔
図
版
⑦
〕）

６ 

、
こ
れ
は
「
寸
松
庵
色
紙
」
の
な
か
に
あ
る
散
ら
し
で
、
紙
面
の
右
下
と
左

上
に
散
ら
す
「
散
ら
し
書
き
」
で
あ
る
。〔
図
版
⑧
〕（
余
白
の
取
り
方
が
珍

し
い
の
で
、
難
し
い
が
学
生
に
は
人
気
が
あ
る
）

Ｂ　

臨
書
の
「
散
ら
し
書
き
」
を
も
と
に
「
創
作
作
品
」
を
考
え
る

　

散
ら
し
方
に
つ
い
て
は
、「
臨
書
作
品
」
で
説
明
し
た
の
で
、「
創
作
作
品
」

で
は
主
に
文
字
の
組
み
合
わ
せ
・
使
い
方
・
配
置
に
つ
い
て
述
べ
る
。
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一
六

　

作
品
の
中
で
、
同
じ
字
形
の
文
字
を
繰
り
返
し
使
う
こ
と
は
避
け
た
い

　

そ
こ
で
・
変
体
仮
名
を
使
う

　
　
　
　

・
漢
字
に
変
換
す
る　
　

　

同
じ
文
字
で
思
う
よ
う
な
字
形
の
文
字
が
見
つ
か
ら
な
い
と
き

　
　
　
　

・「
散
ら
し
書
き
」
に
し
た
と
き
の
位
置
に
変
化
を
付
け
る

　
　
　
　

・
墨
色
で
、
あ
る
い
は
多
少
文
字
の
大
き
さ
で
変
化
を
付
け
る

　
　
　
　
　

な
ど
同
じ
文
字
が
目
立
た
な
い
よ
う
に
工
夫
す
る

　

原
帖
で
使
っ
て
い
る
字
形
は
初
め
は
利
用
す
る
が
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
に

あ
っ
た
作
品
に
仕
上
げ
る
た
め
、
試
行
錯
誤
し
て
何
枚
も
書
い
て
い
る
う
ち
に
、

原
帖
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。

・ 

書
き
出
し
の
「
し
ら
ゆ
き
の
」
は
、
歌
意
を
視
覚
的
に
表
現
し
た
い
と

思
い
漢
字
を
使
っ
て
み
る
。

（
漢
字
は
曲
線
的
な
ひ
ら
が
な
に
調
和
す
る
、
や
や
柔
ら
か
い
感
じ
の
行

書
・
草
書
が
良
い
。
高
野
切
第
三
種
の
中
か
ら
探
し
た
い
が
高
野
切
第
三

種
に
は
漢
字
が
少
な
く
、
な
い
の
で
、
か
な
同
様
日
本
で
創
ら
れ
た
和
様

の
漢
字
が
調
和
し
や
す
い
と
考
え
る
。　

そ
こ
で
「
和
様
字
典
」
等
で
調

べ
る
の
が
良
い
。
ま
た
は
「
か
な
表
現
字
典
」
な
ど
を
参
考
に
す
る
の
も

良
い
。）

・ 

ま
た
「
し
ら
」
は
ひ
ら
が
な
、「
ゆ
き
」
は
漢
字
を
使
っ
て
、「
疎
」「
密
」

を
表
現
す
る
。

・ 「
ぬ
」
が
２
つ
あ
る
。「
ぬ
」
の
変
体
仮
名
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
古
筆
で

は
、
元
永
本
古
今
集
の
な
か
に
「
努
」
を
源
字
と
し
た
も
の
が
あ
る
の

み
で
あ
る
。（
字
典
で
確
認
す
る
が
な
く
、
後
々
ま
で
こ
の
「
ぬ
」
で

は
苦
労
し
そ
う
で
あ
る
）

・ 「
の
」「
と
」「
も
」「
り
」
も
そ
れ
ぞ
れ
２
つ
あ
る
が
、
変
体
仮
名
で
変

化
が
付
け
ら
れ
る
。

１ 

、
以
上
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
原
帖
の
連
綿
な
ど
を
な
る
べ
く
生
か
し
て

創
作
す
る
。〔
図
版
⑨
〕

２ 

、
行
の
流
れ
を
だ
す
た
め
に
、
文
字
の
概
形
が
長
め
の
も
の
を
、
行
の
中
に

入
れ
る
と
良
い
。
細
く
て
長
め
の
文
字
は
、そ
の
部
分
が
簡
素
に
な
り
「
疎
」

「
密
」
が
表
現
さ
れ
た
作
品
に
な
る
。〔
図
版
⑩
〕

（
例
え
ば
概
形
が
長
く
延
ば
せ
る
文
字
と
し
て
ひ
ら
が
な
で
は
「
し
」、
変

体
仮
名
で
は
「
布
」「
身
」「
耳
」「
天
」
な
ど
）

３ 

、
散
ら
し
を
上
下
に
分
け
て
み
た
。〔
図
版
⑪
〕（
こ
れ
も
寸
松
庵
色
紙
に
あ

る
「
散
ら
し
書
き
」
を
少
し
ア
レ
ン
ジ
し
て
み
た
。
散
ら
し
は
、
余
白
を
い

か
に
美
し
く
表
現
す
る
か
に
あ
る
）

　

こ
れ
ら
３
点
の
作
品
は
、
私
の
考
え
で
書
い
た
参
考
例
で
あ
る
。

　

使
っ
た
紙
が
や
や
墨
が
し
み
る
紙
で
あ
る
た
め
、
潤
・
渇
が
は
っ
き
り
表
現

さ
れ
た
。

　
「
ぬ
」
の
位
置
・
大
き
さ
・
字
形
・
墨
量
に
は
苦
労
し
た
。

お
わ
り
に

　
「
臨
書
作
品
」
制
作
は
、
展
開
と
し
て
は
簡
単
だ
が
、
実
際
や
っ
て
い
く
と
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さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
絡
み
合
っ
て
、「
か
な
書
道
」
の
あ
れ
こ
れ
を
知
っ
て
い

な
い
と
簡
単
に
作
品
完
成
と
は
い
か
な
い
。
し
か
し
指
導
を
す
る
上
で
は
、
何

か
ひ
と
つ
の
基
準
を
作
っ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
ひ
と
つ
の
方
法

と
し
て
ま
と
め
て
み
た
。

　
「
創
作
作
品
」
は
、
墨
継
ぎ
の
位
置
、
墨
量
を
考
え
た
り
、
渇
筆
の
美
し
さ

を
表
現
し
た
り
、
さ
ら
に
ど
ん
な
料
紙
を
使
う
か
な
ど
数
多
く
の
要
素
が
加

わ
っ
て
く
る
の
で
、
授
業
で
は
時
間
の
関
係
で
じ
っ
く
り
扱
う
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
出
来
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
文
字
の
組
み
合
わ
せ
、
紙
面
へ
の
布
置
・
余

白
の
生
か
し
方
等
、
部
分
練
習
や
説
明
の
み
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
場
合
が
多
く
、

直
に
作
品
と
し
て
生
か
す
こ
と
は
難
し
い
。

　

学
生
に
は
、
か
な
作
品
に
興
味
を
持
っ
た
ら
、
多
く
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ

と
で
、
ど
ん
な
文
字
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
？　

紙
面
に
余
白
を
ど
の

よ
う
に
生
か
し
て
収
め
て
い
る
か
？
等
を
学
ぶ
よ
う
薦
め
て
い
る
。

参
考
資
料

・
日
本
名
筆
選　

高
野
切
第
三
種　
（
二
玄
社
）

・
日
本
名
筆
選　

寸
松
庵
色
紙　
　
（
二
玄
社
）

・
携
帯
か
な
字
典　
（
角
川
学
芸
出
版
）

・
か
な
字
典　
（
二
玄
社
）

・
か
な
表
現
字
典　
（
二
玄
社
）

・
和
様
字
典　
（
二
玄
社
）

・
高
等
学
校
書
道
教
科
書

＊
武
蔵
野
大
学
教
育
学
部
兼
任
講
師
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