
〔
入

講

座
L...J 

門

文

献

取

の

ス
門
講
座
で、
こ
ん
な
題
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
が、
こ
れ
か
ら
入
門
し
よ

う
と
す
る
の
は
私
自
身
で、
決
し
て
誰
か
初
歩
の
方
を
入
門
さ
せ
よ
う
と
す

る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
書
き
方
は
随
想
的
で
尾
も
な
ぐ
頭
も
な
く、
甚
だ

と
り
と
め
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が、
私
の
今
の
力
で
は
こ
ん
な
常
識
的
な
こ
と

し
か
書
け
な
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す。
な
お
例
と
し
て，
拳
げ
る
資
斜
は、
な

る
べ
く
覆
製
本
の
出
て
い
る
著
名
の
も
の
を
選
ぶ
こ
と
と
い
た
し
ま
す。

古
文
献
の
害
誌
的
な
取
扱
い
方
は、
古
典
保
存
会
の
夜
製
刊
行
本
の、
橋

本
進
吉
博
士、
山
田
孝
雄
博
士
ら
の
警
か
れ
た
解
説
に、
優
れ
た
模
範
的
な

方
法
が一
示
さ
れ
て
お
り
ま
す。
山
田
博
士
に
は
そ
の
よ
う
な
解
説
を
集
め
た

「
典
籍
説
稿」
が
あ
り
ま
す。
橋
本
博
士
の
解
説
な
ど
も、
実
に
明
快
で
幾

十
度
読
ん
で
も、
読
み
倦
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん。
そ
の
他
に
も
優
れ
た

解
説
を
附
し
た
覆
製
本
が
出
て
い
ま
ず
か
ら、
原
本
の
姿
と
解
説
と
を
よ
く

読
み
合
わ
せ
て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す。
ま
た
川
瀬一
馬
博
士
の
「
日
本
書

誌
学
の
研
究」
に
は、
随
所
に
書
誌
的
解
説
が
あ
っ
て、
有
益
な
参
考
と
な

る
と
思
い
ま
す。
こ
の
警
に
は
ま
た
日
本
書
誌
学
の
用
語
の
正
確
な
解
説
が

あ
り
ま
す。
池
田
亀
鐙
博
士
の
「
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究」
も

有
益
な
参
考
文
献
に
な
る
と
存
じ
ま
す。
ま
た
橋
本
博
士
の
「
国
語
学
研
究

法」
ハ
同
博
士
著
作
集
第
一
巻〉
の
第一一
章
「
国
語
資
料
と
そ
の
寂
扱
法」
は、
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扱

し
、

方
中

夫

田

祝

国
語
史
の
た
め
の
文
献
の
取
扱
を
説
い
た
実
に
有
益
な
文
字
で
あ
り
ま
す。

さ
て
文
献
の
取
り
扱
い
と
い
っ
て
も、
我
々
国
語
学
徒
の
立
場
か
ら
す
れ

ば、
そ
の
文
献
を
過
去
の
国
語
の
研
究
に
対
す
る
資
糾
と
し
て
観
察
す
る
わ

け
で
す
し、
過
去
の
国
語
を
観
察
す
る
際、
与
え
ら
れ
た
文
献
に
ど
の
よ
う

な
注
意
を
も
っ
て
臨
み、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
を
国
語
研
究
に
役
立
た
せ

る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と、
こ
れ
は
突
に
複
雑
な
各
磁
の
問
題
に
発
展

し、
ち
ょ
っ
と
概
論
す
る
に
堪
え
な
い
問
題
で
あ
り
ま
す。
と
こ
ろ
で
起
り

得
ベ
き
あ
ら
ゆ
る
諸
問
題
を
形
式
的
に
精
密
に
区
分
し
て
見
て
も、
そ
れ
が

す
ぐ
ど
れ
だ
け
有
益
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
ち
ょ
っ
と
疑
問
で
あ
り
ま

す。
な
お
具
体
的
な一
々
の
文
献
に
対
し
て
は、
文
献
学
的
著
作
で
い
く
ら

も
触
れ
ら
れ
て
お
り
ま
す
か
ら、
今
は
ふ
れ
な
い
こ
と
と
い
た
し
ま
す。

国
語
研
究
の
た
め
に
文
献
を
取
り
扱
う
に
は、
無
論
で
き
得
る
限
り
正
確

な
資
制何
に
よ
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん。
近
年
に
な
っ
て
正
確
な
校
本
鶴
印

本
の
類
が
多
数
刊
行
さ
れ
て
き
ま
し
た
が、
そ
れ
で
も
ま
だ
不
足
勝
ち
で
普

通
は
活
版
本
の
群
書
類
従
本
や
そ
の
他
の
活
肢
本
の
殻
警
に
よ
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
が
い
く
ら
も
あ
り
ま
す。
し
か
し
例
え
ば
群
書
類
従
の
活
阪

本
な
ど
は
御
承
知
の
よ
う
に
甚
だ
誤
植
が
多
い
こ
と
で
す
し、
な
る
べ
く
な

ら
ば
版
本
を
照
会
す
る
の
が
望
ま
し
く、
ま
し
て
も
の
に
引
用
す
る
場
合
な



3ど街kの取り扱い方

ど
こ
の
労
を
惜
し
ん
で
は、
誤
り
を
後
に
伝
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す。
続
群

書
類
従
の
場
合
は
版
本
が
あ
り
ま
せ
ん
が、
そ
の
塙
氏
旧
蔵
の
原
本
が
現
に

宮
内
庁
警
陵
部
に
蔵
さ
れ
て
あ
り、
彫
写
本
も
静
嘉
堂
文
庫、
内
閣
文
庫
で

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す。
と
こ
ろ
で
国
語
史
の
概
説
書
を
し
た
本
は、
よ
く

例
の
口
語
法
別
記
の
引
用
文
献
を
そ
の
ま
ま
に
い
ま
だ
に
用
い
て
い
る
の
を

見
か
け
ま
す
が、
群
書
類
従
に
入
っ
て
い
て
も
そ
の
性
質
の
は
っ
き
り
し
な

い
よ
う
な
も
の
は
ま
だ
一
等
資
料
と
し
て
信
拠
す
べ
き
で
な
い
と
思
い
ま

す。
例
え
ば
天
仁
二
年
ハ一
一
O
九)
の
『
童
蒙
碩
韻』
な
ど
も、
国
語
史

の
概
説
に
必
ず
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が、
ど
れ
だ
け
国
語
資
料
と
し
て
信
用

で
き
る
も
の
で
し
ょ
う
か。
お
そ
ら
く
あ
れ
は
院
政
時
代
の
厳
密
な
意
味
で

の
国
語
資
料
と
は
言
え
な
い
も
の
と
考
え
ま
す。
群
書
類
従
の
み
な
ら
ず、

手
近
の
叢
警
な
ど
も、
手
近
な
活
版
本
を
信
用
せ
ず、
な
る
べ
く
原
拠
の
確

か
な
資
料
に
湖
っ
て
行
く
べ
き
で
あ
り
ま
す。
原
拠
の
確
か
な
と
い
う
の
は

た
だ
年
代
上
古
い
と
い
ろ
の
で
は
な
く、
過
去
の
国
語
を
正
確
に
観
察
で
き

る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
す。
例
え
ば

群
書
類
従
中
に
ス
っ
て
い
て
も、
他
に
こ
れ
に
ま
ざ
る
精
刻
本
が
あ
れ
ば
こ

れ
に
よ
る
の
が
常
識
で
す
し、
さ
ら
に
写
真
夜
製
本
が
あ
れ
ば
無
論
そ
れ
に

よ
る
の
が
当
然
で
す。
精
密
な
覆
製
本
は
も
っ
と
も
有
益
で
す
が、
た
だ
原

本
の
写
真一
葉
を
与
え
ら
れ
て
も、
有
益
な
こ
と
が
多
い
わ
け
で
す。
し
か

し
写
真
や
覆
製
本
は、
や
は
り
原
本
に
甚
だ
劣
る
よ
う
で
あ
り
ま
す。
博
物

館
な
ど
で
展
覧
さ
れ
る
場
合、
ど
う
し
て
も
労
を
惜
し
ま
ず
原
本
を
見
に
行

く
べ
き
か
と
考
え
ま
す。

血(
籍
は
平
面
の
紙
面
の
上
に
警
か
れ
て
い
ま
す
が、
同一
紙
面
の
よ
に
脅

か
れ
な
が
ら、
幾
世
紀
か
の
年
代
の
距
り
が
あ
る
こ
と
も
当
然
起
る
わ
け
で

す。
巻
末
の
識
語、
伝
領
者
の
署
名、
本
文
中
の
書
込
み
な
ど、
時
代
差
か
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ら
見
れ
ば
幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
お
り、
従
っ
て
幾
人
か
の
手
が
ス
っ
て
お

り
ま
ず
か
ら、
同一
平
面
上
の
紙
面
を、
い
わ
ば
立
体
的
に
解
釈
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す。
と
こ
ろ
が
い
く
ら
精
刻
本
や
写
真
覆
製
で
あ
っ
て
も、
か
よ

ろ
な
微
細
な
観
察
に
堪
え
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん。
こ
ん
な
場
合
は
や
は
り

原
本
に
つ
い
て
観
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す。
転
写
本
と
な
る
と、

書
込
み
も
そ
の
ま
ま
写
し
て
し
ま
ヮ
て、
国
語
資
料
と
し
て
の
価
値
を
減
じ

て
行
く
こ
と
は
常
識
で
あ
り
ま
す。
中
世
以
前
の
写
本
に
は、
清
濁
の
符
号

も
な
く、
促
音
や
援
音
の
表
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
わ
け
で
す。
そ

こ
で
清
濁
や
声
点
な
ど
が
附
さ
れ
て
あ
り、
促
音、
援
音
が
小
記
さ
れ
で
あ

っ
た
り
す
れ
ば、
そ
れ
が
そ
の
本
の
で
き
た
時
代
の
も
と
の
も
の
で
あ
る

か、
後
世
の
だ
れ
か
が、
便
宜
的
に
勝
手
に
書
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を、
疑
ろ
必
要
が
あ
り
ま
す。
後
の
伝
領
者
が、
濁
音
を
任
意
に
書

き
込
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
る
は
ず
で
す
か
ら、
後
の
も
の
か
ど

う
か
と
い
ろ
こ
と
の
識
別
は
覆
製
本
の
み
で
は、
困
難
が
多
く、
や
は
り
原

本
に
接
す
る
必
要
が
ら
り
ま
す。
松
田
本
秘
密
漫
茶
羅
大
阿
闇
梨
耶
付
渋
伝

の
康
平
三
年
ハ一
O
六
O)
点
の
こ
と
は、
た
び
た
び
書
き
ま
し
た
が、

〉

〉

最
得
モ
ト
モ
エ
タ
p

斯
鷲
取
イ
カ
ソ
ト
ラ
ム

の
如
く、
促
音、
扱
音
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を、
棋
に
だ
し
て
小
記
し
て
い

ま
す。
こ
れ
な
ど
私
は
加
点
者
が
後
に
な
っ
て
自
分
で
補
入
し
た
も
の
と
見

て
い
ま
す
が、
補
ス
が
原
本
よ
り
幾
世
紀
も
後
で
あ
っ
た
り
す
れ
ば、
国
語

史
斜
と
し
て
は
甚
だ
閤
る
わ
け
で
す
か
ら、
一
々
の
文
献
に
つ
い
て、
よ
く

よ
く
の
注
意
を
用
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す。

訓
点
本
の
あ
る
も
の
は
伝
領
者
が、
幾
代
か
に
わ
た
っ
て、
幾
度
か
傍
訓

を
重
ね
て
附
け
て
あ
り
ま
す。
し
か
も
傍
訓
を
附
け
る
ご
と
に、
そ
の
よ
し

を
識
語
に
記
し
て
お
く
と
は
限
り
ま
せ
ん
か
ら、
識
語
に
よ
っ
て
例
え
ば
再



度
の
年
時
を
異
に
す
る
訓
点
の
あ
る
こ
と
が
判
断
で
き
て
も、
本
文
の
訓
点

そ
の
も
の
は、
識器開
の
通
り
に
必
ず
し
も
再
度
で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん。

そ
こ
で
筆
の
見
分
け
が
大
切
で
す
が、
墨
色
が
違
う
か
ら
と
い
っ
て
も、
同

一
人
が
数
年
を
距
て
て
加
点
し
た
も
の
も
あ
り、
そ
れ
ら
を一
体
ど
う
処
理

す
る
か
と
い、
勺
こ
と
は、
な
か
な
か
慎
重
を
要
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す。
本

文
は
朱
点
で
あ
り
な
が
ら、
加
点
識
認
は
曇
筆
で
記
し
た
よ
う
な
も
の
も
あ

っ
て、
判
別
は
と
も
か
く
慎
重
を
要
し
ま
す。
も
っ
と
も
そ
の
よ
う
に
問
題

の
多
い
資
桝
ば
か
り
で
は
な
く、
明
白
な
資
税
も
多
い
わ
け
で
す。

京
都
高
維
の
名
刺
神
護
寺
の
蔵
に
『
沙
門
勝
道
歴
山
護
玄
珠
碑』
と
い
う

一
巻
が
あ
っ
て、
『
二
荒
山
碑
文』
(『
椅
陀
洛
山
碑
文』)
と
も
い
わ
れ
る

も
の
で
す。
弘
法
大
師
真
蹟
全
集糊
九
曾
道
全
集
誌
な
ど
そ
の
他
に
写
真

覆
製
が
あ
る
わ
け
で
す。
な
お
こ
の
詩
文
は
弘
法
大
師
の
詩
文
集、
性
霊
祭

に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す。

こ
の
本
の
国
語、
資
料
と
な
る
の
は、
そ
れ
に
施
さ
れ
た
朱
筆
の
訓
点
で
あ

り
ま
す。
訓
点
は
其
仮
名
本
位
で
あ
る
こ
と
は、
大
矢
透
博
士
の
『
仮
石
造

及
仮
名
字
体
沿
革
史
粉』
の
第一
面
を
御
覧
下
さ
れ
ば
判
明
し
ま
す。
無
論

平
安
初
期
の
訓
点
で
す
が、
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
甲、
乙
両
者
の
使
い
分
け

は
判
然
と
し
ま
せ
ん。
両
者
に
わ
た
っ
て
仮
名
が
現
れ
る
ほ
ど、
傍
訓
が
多

く
な
い
か
ら
で
す
が、
現
れ
た
範
囲
で
は、
一
方
的
で
す
が、
あ
ま
り
誤
謬

は
な
い
よ
う
で
す。
こ
の
訓
点
の
最
初
の
部
分
に、

爾
奈比支
均昌久

乃

窓

並皆師陣レ不下依ニ仁山一託ニ智水一ム口鋭壁際

術中応
紛ケ水
被JU(時
間
禁伽日
早沼市附音。)
・

と
い
う
訓
点
が
あ
り
ま
す。
こ
の
部
分
は
大
矢
博
士
の
沿
革
史
斜
の
傍
訓
の

部
に
も
摘
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が、
他
の
部
分
は
問
わ
ず、
「
隊
第
路
支」

だ
け
は
明
ら
か
に
誤
点
で、
こ
の
打
消
の
意
の
文
字
を
か
く
訓
点
し
た
の

は、
こ
の
詩
文
の
意
味
を
全
く
解
し
な
い
人
の
手
に
な
る
こ
と
を
物
語
る
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す。
そ
し
て
こ
の
訓
点
を
記
入
し
た
人
は、
本
文
の
詩
文

に
漢
字
を
訂
正
記
入
し
た
人
と
同一
人
で
ら
り、
ひ
い
て
詩
文
そ
の
も
の
を

饗
写
し
た
人
と
同一
人
で
あ
る
こ
と
は.
三
者
が
一
筆
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
諒
解
で
き
る
と
思
い
ま
す。
つ
ま
り
あ
る
人
が
弘
法
大
師
の
ご
荒
山
碑
文

を
書
写
し、
そ
れ
の
誤
写
を
自
ら
正
し
つ
つ、
ま
た
訓
み
得
た
部
分
に
和
訓

を
附
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す。

と
こ
ろ
で
神
護
寺
蔵
の
こ
の
ご
荒
山
碑
文一
巻
は、
弘
法
大
師
自
筆
ゆ
書

巻
と
し
て、
古
来
最
も
有
名
な
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が、
「
際」
を

「
ナ
ピ
キ」
と
誤
読
す
る
よ
ろ
な
人
は、
到
底
弘
法
大
師
自
身
と
は
考
え
ら

れ
ま
せ
ん。
弘
法
大
師
が
自
ら
作
ヮ
た
我
が
詩
文
に
誤
点
す
る
よ
う
な
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
す。
神
護
寺
本一
巻
に
誤
字
の
多
い
こ
と
は
大
矢

博
士
が
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す。
し
か
し
自
分
の
作
っ
た
文
章
で
も
誤
記

脱
字
の
生
ず
る
こ
と
は、
い
く
ら
も
あ
る
こ
と
で
す。
業
智一
枚
脅
い
て
も、

不
見
識
な
誤
字
脱
字
が
起
り
勝
ち
で
あ
り
ま
す。
し
か
し
詩
文
の
読
み
方
が

全
然
見
当
選
い
で
ゆめ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
常
識
で
は
到
底
考
え
ら
れ
ま
せ

ん。
そ
ん
な
わ
け
で、
こ
れ
は
平
安
初
期
の
国
誇
資
料
と
し
て
は、
弘
法
大

師
と
ほ
ぼ
同一
時
代
の
資
籾
と
認
め
る
べ
き
か
と
恩
い
ま
す
が、
本
文
の
書

写
及
び
加
点
者
は
無
論
弘
法
大
師
で
も
な
ん
で
も
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す。

そ
し
て
こ
れ
は
短
少
な
小
事
実
で
あ
て
ヮ
も、
弘
法
大
師
の
真
蹟
に
関
す
る

研
究
の
み
な
ら
ず、
十本
舎
の
加
点
者
に
対
す
る
考
察
の
上
で
は
重
要
な
事
実

で、
決
し
て
軽
視
さ
れ、
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
ま
す。
ハ
大
橋
光
寺
本
方

丈
記
は
鴨
長
明
の
自
筆
で
あ
り
な
が
ら
誤
脱
の
あ
る
と
と
は、
川
瀬
博
士
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
し、
ト一一…町一山
文
学
薬U
御
堂
関
白
記
の
誤
脱
は
池
上
積
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造
氏
が
「自
筆
本
と
き十」
と
し
て
説か
れ
て
い
ま
す。
諸相一博4一一

右
の
事
実
の
判
明
し
た
の
は、
な
ん
と
い
っ
て
も
原
本
に
よ
っ
て
調
査
し

て
見
た
こ
と
が‘
根
本
的
な
端
緒
で
ら
り
ま
す
が、
私
は
ま
た
こ
の
木
を
た

だ
眺
め
て
い
る
だ
け
で
な
く、
全
体
的
に
臨
暮
し
か
っ
真
仮
名
風
の
具
体
仮

名
の
訓
点
を
原
漢
文
に
即
し
て
読
了
す
る
こ
と
を
努
め
た
か
ら
で
も
あ
り
ま

し
た。
と
こ
ろ
で
い
か
な
る
資
判何
で
も、
観
察
す
る
目
が
違
え
ば、
必
ず
と

い
っ
て
よ
い
位
に、
違
っ
た
見
方
が
出
て
来
て、
従
来
の
伝
説
な
ど
に
盲
従

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
生
れ
て
き
ま
す。
こ
の
よ
う
に
し
て
覆
製
本

に
よ
ら
な
い
で、
原
本
に
よ
る
必
要
が
大
い
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す。

し
か
し
右
の
私
の
説
明
に
は
一
つ
の
飛
躍
が
あ
り
ま
す。

訓
点
ハ
朱〉
記
入
の
人
H
本
文
の
正
誤
(
朱)
を
な
し
た
人
H
本
文
を

書
写
し
た
人

と
い
う
三
者
の
同一
を
考
え
た
わ
け
で
す
が、
こ
れ
は
全
文
を
て
い
ね
い
に

写
し
て
行
く
う
ち
に、
自
然
と
感
知
す
る
そ
の
筆
癖
の
自
然
の
類
似
で
あ
り

ま
す。
静
か
に
写
し
て
行
く
と、
自
ら
そ
の
同一
人
で
あ
る
か
ど
う
か
が
胸

奥
に
い
つ
の
ま
に
か
感
知
さ
れ
る
も
の
で、
私
の
経
験
か
ら
こ
の
本
の
場
合

な
ど
だ
れ
も
異
論
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す。
た
だ
し
た
だ
自
ら
書
写
す
る

労
を
は
ぶ
い
て
い
る
と、
そ
の
自
然
な
感
じ
は
少
く
と
も
私
に
は
泊
然
と
は

生
ま
れ
て
き
ま
せ
ん。

そ
ん
な
こ
と
に
い
さ
さ
か
苦
心
し
て
い
る
私
に
は、
例
え
ば
楠
本
博
士
の

「
打
開
警
の
解
説(
議珊)
の、

ζ
の
全国
は
全
部
墨
書に
し
て
本
文
は一
筆
な
り。
表
紙
上
の
文
字
及
表

紙
裏の
目
録
も
亦
恐
ら
く
は
本
文
と
同
町草
な
るべ
し。
而
し
て
表
紙
上

に
「
桑
門
栄
源
之」
と
あ
る
は
僧
栄
源
の
所
持の
義
に
し
て、
恐
ら
く

は
そ
の
自
筆
な
るベ
け
れ
ば、
本
文
も
亦
栄
源
の
筆
と
す
べ
き
が
如

し。
;
:・

と
い
っ
た
何
で
も
な
い
一
句
を
読
み
下
し
て
見
て
も、
私
に
は
実
に
鱗
・4
た

る
金
石
の
響
に
似
た
も
の
を
感
じ
ま
す。

筆
践
を
観
察
す
る
に
は、
筆
蹟
学
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
と
存
じ
ま

す
が、
文
献
を
取
扱
う
ほ
ど
の
者
は、
自
ら
の
目
を
肥
え
さ
せ
る
た
め、
ま

ず
自
ら
の
手
を
練
る
必
要
が
あ
り
ま
す。
日
常
は・ヘ
シ
し
か
も
た
ず、
室田
蹟

に
対
し
て
全
然
無
関
心
な
生
活
を
し
て
い
る
よ
う
で
は、
と
も
に
文
献
を
語

る
に
足
り
ま
せ
ん。
私
は
か
つ
て
恩
師
田
代
秋
鶴
先
生
か
ら
顔
真
卿
や
王
義

之
の
臨
幕
の
指
導
を
幾
年
か
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が、
一
流
の
書
道
家

の
文
字
の
特
徴
に
対
す
る
観
祭
が
異
常
に
深
い
の
を
知
り、
少
か
ら
ず
驚
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す。
も
し
徹
底
し
た
臨
翠
の
で
き
る
人
な
ら、
古
写
本
の

時
代
的
書
風
に
対
し
て
もd
敏
感
で
す
し、
数
多
く
の
資
料
に
鍛
え
ら
れ
る

と、
鑑
定
限
も
精
確
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す。
手
も
低

く、
自
も
低
く、
見
る
備
も
狭
く、
か
つ
日
常
ベ
シ
ば
か
り
使
用
し
て、
数

年
に
一
度
も
筆
を
も
た
な
い
よ
う
な
人
に
は、
写
本
の
筆
致
書
風
に
対
す
る

感
度
も、
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
す。
な
お
芸
術
的
な
書
道

史
の
立
場
と、
一
般
文
献
の
書
風
の
獲
遷
と
は、
自
ら
異
っ
た
立
場
が
あ
り

ま
す。
文
献
を
国
語
資
料
と
し
て
見
分
け
る
際
は、
筆
障
の
巧
拙
は
あ
ま
り

問
題
で
は
な
く、
時
代
の
新
古
が
問
題
で
あ
り
ま
す。
こ
こ
に
書
風
の
褒
遥

に
対
す
る
理
解
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
す
が、
書
風
に
対
す
る
適
当
な
歴
史

的
な
説
明
は、
い
わ
ゆ
る
手
鑑
な
ど
の
ほ
か
従
来一
つ
も
下
さ
れ
て
お
り
ま

せ
ん。
ま
た
そ
れ
は
説
明
す
る
に
た
え
な
い
も
の
で
す。
で
す
か
ら
私
ど
も

は
確
乎
と
疑
い
の
な
い
純
粋
の
資
斜
を
数
多
く
研
究
し、
資
桝
に
よ
っ
て
自

ら
を
鍛
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す。
そ
し
て
各
時
代
の
書
風
の
感
知
の
鋭
敏
さ

を
養
う
た
め
に
は、
た
だ
漠
黙
と
古
蓄
を
眺
め
る
だ
け
で
な
く‘
先
に
申
し
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た
正
確
な
臨
琴
に
よ
っ
て
各
時
代
の
書
風
を
識
別
し
て
行
く
の
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

同
時
代
の
人
々
の
害
風
は
自
ら
共
通
す
る
点
が
あ
り
ま
す。
こ
れ
は
無
論

同
時
代
の
同
文
化
の
も
と
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す。
そ
の

点
大
き
く
い
っ
て、
伝
教
大
師
の
書
風
も
弘
法
大
師
の
書
風
も、
と
も
に
奈

良
末、
平
安
初
期
の
同一
の
書
風
で
あ
り
ま
す。
と
こ
ろ
が
そ
の
中
に
あ
っ

て、
近
い
血
縁
の
人、
近
い
師
資
相
承
の
関
係
に
あ
る
人
々
の
書
風
は
ま
た

よ
く
似
合
っ
て
い
ま
す。
弘
法
大
師
の
よ
う
な
宗
教
界
の
偉
人
の
も
と
に
あ

っ
た
人
々
は、
そ
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
当
然
で、
そ
の
人
格
と
と
も
に

書
風
に
も
薫
染
し
て
行
き
ま
す。
既
述
の
神
護
寺
本
の
弘
法
大
師
自
筆
と
も

ま
ぎ
れ
る
よ
う
な
も
の
も、
そ
の
周
囲
の
人
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
べ
き
で

し
ょ
う。

金
剛
般
若
経
集
験
記
は
平
安
時
代
の
国
語、
資
糾
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り、

『
仮
名
遣
及
仮
名
字
体
沿
革
史
料
」
の
第
四
面
に
あ
り
ま
す。
そ
こ
に
「
発

大
天」
「
有
大
モ
天」
の
促
音
使
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
て、
国
語
史
の

概
説
書
に
は
み
な
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
ま
す
が、
複
製
本
に
よ
る

と、
各
自
発

太
天

(
石
山
寺
本

、

二
十
二
了
)

と
は
あ
り
ま
す
が、
他
は

有生
大毛
天ル
(
石
山
寺本、
二十七
丁
)

の
よ
う
で、
沿
革
史
斜
の
方
は、
あ
る
い
は
誤
読
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す。

今
後
は
あ
れ
は
引
用
す
べ
き
で
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す。
促品円
使
と
い
え
ば

良
久
叉
白
衣
服
己
来
見
在
床
上
モ
天

(
天
黒
板
本
一

ノ
十
一

丁
)

な
ど
こ
そ
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り、
史
料
で
は
ま
た

弁
呑
泊
万
字
介
天

ハ
黒
板
本
一

ノ
二
十
二
了
)

草木
奴
ハ
イ
マ

(
黒
板
本
ニ
ノ

四
丁
U

が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん。
ヤ
行
の
エ
と
い
え
ば、
受
身
の
助
動
詞

「
ラ
ユ
」
の
見
え
る
こ
と
な
ど
特
に
注
目
す
べ
き
で
す
が、

被
将
至

関
経
玉
所
弁-
Y
江

ハ
累
板
本
一

ノ
二
十
八
丁
)

は
ま
だ、
あ
ま
り
も
の
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
よ
ろ
で
す。
奈
良
時
代
の
古

い
助
動
詞
の、
訓
点
に
用
い
ら
れ
て、
後
世
に
伝
わ
っ
た一
例
と
し
て
注
意

し
て
よ
い
も
の
で
す。
と
に
か
く
複
削減
本
に
よ
っ
て
あ
た
っ
た
結
果
で
も、

従
来
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
反
し
て
種
々
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が、
原
本

を
精
査
す
る
と、
さ
ら
に
種
々
の
新
事
実
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

存
じ
ま
す。
黒
板
本
は
東
京
の
古
書
感
で
一
通
り
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が、
精
査
で
き
ま
せ
ん
で
し
た。
複
製
本
で
は
紙
背
の
和
訓
し
か
読
ま
れ
ま

せ
ん
が、
原
本
は
字
国
に
白
点
が
あ
っ
て、
努
力
す
れ
ば、
ま
だ
収
滋
が
い

く
ら
も
あ
る
と
存
じ
ま
す。
こ
う
い
う
点
に
な
る
と
複
製
本
で
は
ど
う
に
も

な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す。
複
製
本
の
つ
い
で
に、
や
は
り
古
典
保
存
会

覆
刊
の
猪
熊
本
の
古
事
記
の
こ
と
を
申
し
ま
す
と、
こ
の
本
の
界
線
は
印
刷

罫
紙
を
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す。
覆
州抜
本
で
は
そ
こ
ま
で
気
が
附
き

ま
せ
ん
が、
実
見
す
る
と
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と、
こ
れ
は
い

わ
ゆ
る
古
活
字
版
印
刷
の
影
響
を
蒙
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
ず
か
ら、
猪
熊
本

の
書
写
年
代
は
慶
長
中
期
以
後
と
な
り、
そ
れ
以
前
に
は
湖
り
得
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す。
(
日
本
書
誌
学
之
研
究
頁
三
二
に
拠
る)
や
は
り
複

製
本
だ
け
を
見
て
い
る
と、
文
献
の
性
質
が
判
明
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
し、
文
献
の
判
定
に
は、
意
外
に
界
線
方
法
な
ど
も、
決
定
的
な
影

響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
と
な
り
ま
す。

ヲ
コ
ト
点
も
ま
た
書
誌
学
研
究
に
有
力
な一
事
実
を
提
供
し
て
い
ま
す。

ヲ
コ
ト
点
を
少
し
調
査
し
得
た
私
の
現
在
の
結
果
か
ら
言
え
ば
例
え
ば
宝
臨
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院
点
本
な
ど
は、
新
出
の
点
法
で
す
か
ら、
ま
ず一
条
天
皇
ご
ろ
を
湖
る
も

の
は
な
い
も
の
の
よ
う
で
す。
で
す
か
ら
古
典
保
存
会
覆
製
の
石
山
寺
旧
蔵

ハ
守
屋
孝
蔵
氏
・
態
谷
直
之
氏
蔵
本)
奈
良
時
代
書
写
の
南
海
寄
帰
伝
の
加

点
な
ど
も、
ヲ
コ
ト
点
は
宝
鐙
院
点
で
す
か
ら
加
点
識
語
が
な
く
て
も
そ
の

加
点
時
代
に
は
上
限
が
劃
さ
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す。
そ
し
て
加
点
者
は
宝

障
院
点
の
流
布
範
囲
の
延
磨
寺
等
天
台
宗
の
僧
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま

す。
ヲ
コ
ト
点
を
調
査
し
て
行
く
と、
全
体
的
観
点
か
ら
こ
の
よ
ろ
に
言
え

る
例
か
い
く
ら
も
あ
る
と
存
じ
ま
す。

前
田
家
本
『
冥
報
記』
(
尊
経
閣
覆
製)
は
長
治
二
年
ご
ろ
の
朱
点
が
あ

り
ま
す。
巻
末
の
識
語
に、

長
治
二
年
入
月
十
五
日
書
了
為
令
法
久
住
往
生
極
楽
也
ロロ
之

書
写
し
た
人
の
名
を
抹
し
て
あ
る
の
は、
そ
の
人
自
身
が
僧
の
称
号
を
安
え

た
場
合
と
か、
後
の
伝
領
者
が、
所
有、
王
の
紛
れ
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
し
た
も

の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す。
所
有
者
の
田市
名
は
よ
く、
後
の
伝
領
者
に
よ
っ
て

消
抹
さ
れ
ま
す。
「
之」
と
い
う
の
は、
そ
の
所
有
品
と
い
ろ
こ
と
で
す。

朱
点
は
喜
多
院
点
で
す
が、
こ
の
当
時
は
真
言
宗
仁
和
寺
な
ど
の
一
派
の
僧

や
法
相
宗
の
人
々
に
用
い
ら
れ
ま
し
た。
こ
の
本
を
書
写
し
た
人
も
そ
う
し

た
人
に
遠
い
あ
り
ま
せ
ん。

安
田
文
庫
本
『
仮
名
書
論
語』
は、
そ
の
翻
印
本
巻
頭
の
写
真
に
よ
っ
て

見
て
も、
や
は
り
室
町
中
期
の
書
写
で
あ
る
ら
し
く、
副
本
は
江
戸
時
代
の

写
し
の
よ
う
で
す。
川
瀬一
馬
博
士
の
解
説
は
そ
の
点
正
当
で
あ
り、
副
本

の
巻
末
に、
「
元
弘
三
年
十
二
月
九
日
康
連
八
十
三
枚」
(
論
語
年
譜
附
録

第
三
十
図
面
参
照)
な
ど
の
識
語
が
あ
り
ま
す
が、
こ
れ
は
絶
対
信
じ
ら
れ

な
い
も
の
で
す。
原
本
が
江
戸
の
も
の
で
あ
る
の
に、
一
万
弘
云
々
と
は
時
代

が
全
く
か
け
離
れ
て
お
り、
元
弘
三
年一
玄
々
の
識
語
も
ま
た
近
年
の
筆
な
の

で
す。
文
献
の
鑑
定
で
最
も
重
ん
ず
べ
き
は
書
風
の
年
代
准
定
で
す
が、
こ

の
本
な
ど
十
自
の
見
る
と
こ
ろ
か
と
存
じ
ま
す
が、
従
来
の
国
語
学
者
な
ど

は、
国
語
法
別
記
以
来
み
な
鎌
倉
末
期
の
も
の
と
し
て
き
ま
し
た
が、
到
底

信
ず
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん。
ち
な
み
に
『
仮
名
書
論
語』
の
読
み
方
が、

「
や
や
音
読
を
多
く
交
じ
え
て
い
る
傾
向
が
あ
る
点
か
ら
察
し
て.
五
山
僧

か、
も
し
く
は
そ
の
関
係
者
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か」
と
准

定
さ
れ
て
い
ま
す
が、
今
日
知
ら
れ
て
い
る
清
原
家
点
本
の
読
み
下
し
文
と

一
致
し
ま
す
か
ら、
五
山
の
僧
な
ど
の
配
慮
は
妥
当
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り

ま
す 。

(
京
都
大
学
蔵
本
の
清
原
宣
賢
の
織
諮
の
あ
る
論
語
な
ど
と

一

致
し

ま
ず
か
ら

、

清
原
家
点
に
よ
ワ

た
ζ
と
は
断
定
で
き
ま
し
ょ

う
。

)

思
?っ
に
脅
風
に
よ
る
年
代
鑑
定
は
紙
質
や
装
踊
な
ど
に
優
先
し
て
務
局
決

定
的
の
も
の
で
・あ
り
ま
す。
紙
質
そ
の
他
の
こ
と
を
申
し
ま
す
が、
古
来
か

ら
貯
え
た
紙
に
書
く
場
合
も
あ
り
ま
す
し‘
古
書
の
巻
末
や
上
下
欄
空
白
に

饗
き
込
む
こ
と
も
あ
り
ま
す。
そ
れ
な
の
に
紙
質
な
ど
を
大
き
な
手
掛
り
と

し
て
い
た
ら、
国
語
史
料
と
し
て
論
ず
る
場
合
随
分
と
誤
り
を
起
す
こ
と
と

な
り
ま
す。
な
お
斜
紙
こ
と
に
格
紙
な
ど
は、
年
代
の
た
っ
た
場
合、
紙
質

の
目
が
し
ま
っ
て、
墨
附
を
悪
く
し
ま
す。
新
紙
に
筆
を
下
し
た
場
合
は、

後
世
の
書
込
み
の
場
合、
ま
た
古
紙
に
書
い
た
場
合
な
ど
と
は、
墨
色
の
染

み
方
に
相
異
を
き
た
し
ま
す。
捺
印
な
ど
も、
後
に
な
っ
た
も
の
は
朱
肉
が

紙
に
浮
い
て
い
る
よ
う
で、
紙
と
共
に
年
代
を
経
た
も
の
と
見
わ
け
が
つ
く

と
い
わ
れ
ま
す。
要
す
る
に
そ
ん
な
こ
と
も
総
合
し
て
書
風
の
年
代
感
知

が、
文
献
取
扱
い
の
一
大
急
所
に
な
る
わ
け
で
す。

識
語
な
ど
も、
も
と
の
本
の
識
語
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
て、
転
写
本
を
作

成
し
た
そ
の
際
の
日
附
を
識
語
と
し
な
い
も
の
が
い
く
ら
も
あ
り
ま
す。
で

す
か
ら
識
語
の
年
代
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
か、
あ
る
い
は
も
と
の
本
の
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識
誇
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
お
い
て、
転
写
本
を
な
し
た
際
の
日
附
を
記
し
て

な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
判
断
が
常
に
必
要
で
あ
り
ま
す。
し
か
し
こ

れ
を
鑑
定
す
る
に
も、
や
は
り
書
風
の
年
代
が
大
き
く
影
響
い
た
し
ま
す。

普
通
も
と
の
識
語
を
警
写
ず
る
際
は、
「
警
本一
式」
「
本
云」
と
し
て
識
語

を
与
す
も
の
で
す
が、
「
本
云」
と
警
か
な
い
で、
も
と
の
識
語
を
写
し
て

お
く
場
合
が
い
く
ら
も
あ
り
ま
す。
観
智
院
本
類
家
名
義
抄
の
建
長
三
年
の

書
写
談
話
の
場
合
は、
右
肩
に
「
本
云」
の
文
字
が
あ
っ
た
の
を
消
抹
し
た

も
の
で
す。
つ
ま
り
書
写
は
建
長
三
年
以
後
(
あ
ま
り
降
る
と
も
考
え
ら
れ

ま
せ
ん)
で
あ
り
ま
す
が、
そ
の
際
の
識
語
が
な
い
わ
け
で
す。
後
に
な
っ

て、
こ
の
本
を
古
く
見
せ
る
た
め
に、
「
本
云」
の
文
字
を
消
抹
し
た
こ
と

は
岡
田
希
雄
氏
に
指
摘
さ
れ
て
今
日
は
だ
れ
に
も
知
ら
れ
て
お
り
ま
す。

こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
最
中
に、
築
島
裕
氏
が、
保
阪
潤
治
氏
蔵
本

『
蒙
求』
の
写
真
を
頒
布
し
て
く
れ
ま
し
た。
こ
れ
は
漢
音
を
字
音
に
附
し

た
も
の
で‘
字血田
の
有
力
な
資
桝
で
あ
句
ま
す。
識
語
に、

長
承
三
年
(一
一
三
四)
十
二
月
廿
七
日
(
花
押)

僧
淋
会
之
本
也

と
あ
り
ま
す。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
場
合
は
と
も
す
れ
ば
逆
に
年
代
を
引

き
下
げ
て
長
承
三
年
の
書
写
と
い
た
し
が
ち
で
す
が、
僧
琳
免
は
伝
領
者
で

あ
っ
て、
書
写
は
長
承
三
年
を
相
当
減
る
も
の
2
0
0
0
1
ど
ろ
か)
で
あ

り
ま
す。
識
語
の
墨
附
も
た
し
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
原
本
を
実
見
し
た
際

に、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
感
じ
た
の
で
こ
こ
に
記
し
て
お
き
ま
す。

識
語
の
位
置
は、
巻
末
の
尾
題
に
や
や
自
然
に
離
れ
た
位
置
に
あ
る
も
の

で
す。
と
こ
ろ
が、
か
の
小
川
本
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
の、
消
抹
さ
れ
た

識
語
は
次
の
よ
う
で
す。

延
暦
十
三
年
甲
成之
春
写
之
了
ハ岡
田
希
雄
氏
解
読)

右
は、
「
大
方
広
仏
護
隊
経
音
義
巻
下」
の
尾
題
に、
べ
っ
た
り
と
く
っ
つ

い
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ま
す。
し
か
も
下
に
か
た
よ
ら
ず
中
央
に
あ
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は、
私
の
古
文
献
を
見
て
来
た
記
憶
に
は
全
く
な
い
こ
と
で

甚
だ
安
な
感
じ
を
受
け
ま
す。

文
字
が
拙
劣
で
あ
る
と、
書
写
の
年
代
を
不
当
に
引
き
下
げ
る
よ
う
に
な

り
ま
す。
天
治
本
の
催
馬
楽
抄
な
ど
の
巻
末
識
語
な
ど、

天
治
二
年
春
三
月
付
家
説
移
野
了
口
伝
己
秘
蔵
也
不
可
有
外
見
歎

と
あ
っ
て、
移
点
を
移
野
と
誤
記
し
て
い
ま
す。
し
か
し
そ
の
警
の
拙
劣
な

の
を
見
る
と
文
字
に
習
わ
な
い
人
の
筆
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り、
そ
の
た
め

に
本
文
は
他
人
に
詠
え
て
書
写
せ
し
め、
後
に
自
ら
点
(
段
・
拍
子
等
の
朱

武田)
を
加
え
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。
文
字
に
習
わ
な
い
倒
劣
な

人
で
あ
る
た
め、
黙
と
野
と
を
自
ら
誤
記
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え、
こ
れ

を
天
治
二
年
以
後
の
人
が
誤
写
し
た
と
す
る
の
は、
必
ず
し
も
当
ら
な
い
と

思
い
ま
す。

し
か
し
私
は
右
の
二
本
は
と
も
に
原
本
も
見
な
い
で
覆
製
本
に
よ
っ
て
判

断
し
た
も
の
で
す。
甚
だ
危
険
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
不
謹
慎
で
あ
り
ま
ず

か
ら、
こ
ん
な
疑
問
を
懐
い
て
お
い
て、
原
本
実
見
の
期
会
を
ま
ち
た
い
と

存
じ
ま
す。

な
お
行
成
の
『
夜
鶴
庭
訓
抄』、
教
長
の
『
才
業
抄』、
尊
円
親
王
の
『
八

木
抄』
な
ど
は
文
献
を
作
る
人
の
背
後
に
あ
っ
た
教
え
で
あ
り
ま
ず
か
ら、

笑
際
の
文
献
と
照
合
し
て
熟
読
す
ぺ
き
か
と
存
じ
ま
す。
平
仮
名
の
文
献
を

研
究
す
る
に、
有
益
で
あ
り
ま
す。

本
稿を
な
すに
あ
たっ
て 、
川
瀬一
馬
博士
の
数一木を
得た
点の
多ヤ

と
と
を
感謝い
たし
ま
す 。
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