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平
安
朝
漢
文
の
自
分
語
り
を
め
ぐ
っ
て

高
山

大
毅

一
、
は
じ
め
に

日
本
漢
文
学
研
究
は
、
「
断
代
史
」
的
な
傾
向
が
強
く
、
江
戸
期
の
漢
文
学

を
専
門
と
す
る
書
評
者
に
と
っ
て
、
平
安
朝
の
漢
文
学
は
、
系
譜
的
な
連
続
性

の
あ
る
自
分
の
研
究
対
象
の
源
流
と
い
う
よ
り
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
異
な
る
地

域
の
文
学
に
近
い
存
在
で
あ
る
。
で
は
、
本
書
の
研
究
が
、
自
分
の
研
究
に
関

わ
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
他
地
域
の
文
学

と
の
比
較
研
究
が
重
要
な
知
見
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
平

安
朝
と
江
戸
期
の
漢
文
学
の
比
較
は
知
的
刺
戟
に
富
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
文

学
研
究
の
根
幹
に
迫
る
『
平
安
朝
文
人
論
』
の
議
論
は
、
江
戸
期
を
専
門
と
す

る
者
が
抱
き
が
ち
な
固
定
観
念
を
揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
。
報
告
に
お
い
て

は
、
本
書
の
「
公
私
」
概
念
の
用
法
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
上
で
、
本
書
の

議
論
の
有
す
る
射
程
に
つ
い
て
論
じ
た
。

二
、
「
公
私
」
概
念
に
つ
い
て

本
書
の
文
学
史
理
解
は
、「
公
的
」
な
漢
文
学
の
発
達
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、

「
私
的
」
な
漢
文
学
が
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
図
式
を
描
く
。
「
公
」
「
私
」

は
本
書
を
貫
く
鍵
概
念
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
書
に
お
い
て
、「
公
」「
私
」
概
念
は
、「
公
（
お
お
や
け
）
」「
私

（
わ
た
く
し
）
」
と
読
み
仮
名
が
振
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
（
六
五
頁
）
、"

p
u

b
l
i
c
"
"
p
r
i
v
a
t
e
"

に
引
き
付
け
て
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
六
一
頁
）
。

こ
れ
は
、
思
想
史
研
究
者
か
ら
す
れ
ば
、
戸
惑
い
を
覚
え
る
概
念
操
作
で
あ
ろ

う
。

溝
口
雄
三
『
中
国
の
公
と
私
』
（
研
文
出
版

、
一
九
九
五
年
）
や
、
渡

辺
浩
「
「
お
お
や
け
」
「
わ
た
く
し
」
の
語
義
―
―
「
公
」
「
私
」"

p
u
b
l
i
c
"
"
p

r
i
v
a
t
e
"

と
の
比
較
に
お
い
て
」
（
佐
々
木
毅
・
金
泰
昌
編
『
公
と
私
の
思
想

史
』
、
公
共
哲
学
１
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）
な
ど
で
既
に

議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
お
お
や
け
」
／
「
わ
た
く
し
」
、「
公
」
／
「
私
」
、

"
p
u
b
l
i
c
"
"
p
r
i
v
a
t
e
"

の
概
念
に
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
「
公
」
「
私
」

と
い
う
扱
い
の
難
し
い
概
念
に
議
論
を
集
約
し
な
か
っ
た
方
が
、
本
書
の
議
論

は
分
か
り
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
自
分
語
り
の
文
学
に
つ
い
て
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本
書
の
序
文
に
は
、
「
本
書
『
平
安
朝
文
人
論
』
は
、
公
共
的
な
文
章
の
専

門
家
た
る
文
人
が
、
自
己
表
現
を
発
見
し
、
そ
れ
を
開
拓
し
て
ゆ
く
精
神
史
を

照
射
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
（
二
頁
）
。
こ
の
よ
う

な
「
自
己
表
現
」
を
重
視
す
る
文
学
史
理
解
を
、
「
近
代
主
義
的
」
で
あ
り
、

ま
た
現
在
の
研
究
動
向
か
ら
す
れ
ば
「
古
い
」
も
の
で
あ
る
―
―
と
見
な
す
批

判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

し
か
し
、
書
評
者
は
本
書
を
こ
の
よ
う
な
批
判
に
回
収
す
る
こ
と
に
た
め
ら

い
を
覚
え
る
。
本
書
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
菅
原
道
真
「
書
斎
記
」
・
紀
長

谷
雄
「
延
喜
以
後
詩
序
」
・
三
好
清
行
「
詰
眼
文
」
と
い
っ
た
「
自
己
」
を
語

る
こ
と
に
長
け
た
諸
作
は
『
本
朝
文
粋
』
に
も
採
録
さ
れ
て
お
り
、
十
一
世
紀

に
お
い
て
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
「
自
己
」
を
語
る
こ
と
に
興
味
を
持
つ

こ
と
は
近
現
代
特
有
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
自
己
表
現
」
の
文
学
の
出
現

は
、
「
そ
れ
に
到
達
す
れ
ば
ゴ
ー
ル
」
と
い
っ
た
不
可
逆
の
画
期
的
な
出
来
事

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
文
学
史
上
で
定
期
的
に
起
こ
る
現
象
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

別
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、「
自
己
」
を
語
る
こ
と
に
関
心
が
稀
薄
な
文
学
も
、

同
様
に
興
隆
と
衰
退
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
文
学
の
主

要
な
関
心
が
、
「
自
己
表
現
」
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

共
同
性
や
表
現
の
定
型
性
を
重
視
す
る
文
学
こ
そ
が
、
む
し
ろ
Ｓ
Ｎ
Ｓ
時
代
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
親
和
的
で
あ
り
、
研
究
者
も
こ
の
よ
う
な
「
現
代
」

の
関
心
に
規
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
自
覚
的
で
あ
っ
て
も
良
い
で

あ
ろ
う
。

歴
史
上
、
自
分
語
り
の
文
学
が
繰
り
返
し
出
現
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
に

は
様
々
な
差
異
が
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
の
は
、
紀
長

谷
雄
の
「
延
喜
以
後
詩
序
」
で
あ
る
。
本
書
は
、
長
谷
雄
の
文
章
に
つ
い
て
「
誰

か
の
孤
独
は
、
文
章
に
刻
印
さ
れ
る
こ
と
で
い
つ
し
か
他
の
誰
か
に
共
感
さ
れ
、

新
た
な
文
章
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
物
を
通
じ
て
の
作
者
と
読
者
の
孤

独
な
連
帯
は
、
限
り
な
く
普
遍
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
」

と
述
べ
る
（
一
七
五
頁
）
。
卓
越
し
た
見
解
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
い
う
「
孤
独

な
連
帯
」
は
、
読
者
に
対
し
て
打
ち
明
け
話
を
聞
か
せ
て
い
る
よ
う
な
、
「
延

喜
以
後
詩
序
」
の
巧
み
な
「
語
り
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
「
延
喜
以
後
詩
序
」
だ
け
で
な
く
、
「
書
斎
記
」
・
「
詰
眼
文
」
も
、

三
人
称
で
語
ら
れ
る
客
観
的
な
記
録
の
よ
う
な
形
式
で
は
な
く
、
心
話
文
に
近

い
独
白
的
な
語
り
に
な
っ
て
い
る
（
「
詰
眼
文
」
は
自
問
自
答
の
よ
う
に
読
め

る
）
。
平
安
朝
の
「
自
己
表
現
」
の
文
学
は
、
虚
偽
を
排
し
て
自
己
の
あ
り
方

を
他
者
に
示
そ
う
と
す
る
類
の
も
の
で
は
な
く
、
書
き
手
の
心
の
中
の
語
り
に

読
者
を
巧
み
に
巻
き
込
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な

書
評
者
の
見
解
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
他
の
地
域
・
時
代
の
自
分
語
り

の
文
学
と
平
安
朝
の
こ
れ
ら
の
文
章
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で

あ
る
に
違
い
な
い
。


