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『
古
典
Ａ
』

　

漢
文
は
日
本
の
言
葉
と
文
字
に
多
大
な
影
響
を
与
え
な
が
ら
、
そ

の
作
品
は
長
い
歴
史
を
通
じ
て
読
み
継
が
れ
、「
日
本
の
古
典
」
と

し
て
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
つ
つ
あ

る
の
が
現
状
で
す
。
こ
う
し
た
中
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
重
き
を

置
き
、
古
典
と
し
て
の
漢
文
に
親
し
む
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。

高
校
生
が
少
し
で
も
漢
文
に
振
り
向
き
、
古
人
の
も
の
の
考
え
方
・

見
方
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
の
思
い
で
教
材
は
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

故
事
成
語
で
は
「
塞
翁
が
馬
」「
朝
三
暮
四
」「
杞
憂
」
を
取
り
あ

げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
熟
語
は
現
在
で
も
日
常
的
に
使
わ
れ
ま
す
。

二
千
年
以
上
も
前
に
成
立
し
た
熟
語
が
今
も
っ
て
使
わ
れ
る
の
は
な

ぜ
で
し
ょ
う
か
。
言
葉
の
背
後
に
潜
む
人
間
が
生
き
る
上
で
の
大
切

な
智
恵
を
味
わ
っ
て
下
さ
い
。
そ
の
智
恵
こ
そ
が
長
く
生
き
続
け
て

き
た
理
由
で
あ
り
、
今
日
も
我
々
が
共
感
し
う
る
源
泉
な
の
で
す
。

　

思
想
で
は
、『
論
語
』
よ
り
孔
子
の
生
き
方
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

た
章
を
、『
老
子
』『
荘
子
』
よ
り
そ
の
特
徴
を
示
す
章
を
取
り
あ
げ

て
い
ま
す
。
漢
文
の
授
業
で
、
と
か
く
孔
子
を
神
聖
化
す
る
傾
向
が

あ
り
ま
す
が
、
孔
子
も
人
間
で
す
。
理
想
の
政
治
を
追
い
求
め
な
が

ら
も
、
そ
れ
ら
は
叶
う
こ
と
な
く
、
多
く
の
挫
折
を
味
わ
い
ま
し
た
。

よ
く
知
ら
れ
た
章
で
す
の
で
、
人
間
く
さ
い
孔
子
を
味
わ
っ
て
く
だ

さ
い
。
孔
子
の
思
想
と
対
を
な
す
老
荘
思
想
の
教
材
は
、
物
事
を
考

え
る
時
に
は
決
し
て
一
方
向
か
ら
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
見

る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

　

漢
詩
で
は
、
盛
唐
を
代
表
す
る
王
維
・
李
白
・
孟
浩
然
・
杜
甫
の

近
体
詩
を
取
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
超
俗
の
世
界
を
詠
む
「
竹
里
館
」、

月
に
後
ろ
髪
を
引
か
れ
つ
つ
故
郷
か
ら
の
旅
立
ち
を
詠
む
「
峨
眉
山

月
の
歌
」、
隠
者
の
生
活
へ
の
憧
れ
を
詠
む
「
洞
庭
に
臨
む
」、
自
然

の
雄
大
さ
と
自
己
の
卑
小
を
詠
む
「
登
高
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
限
ら
れ

た
字
に
凝
縮
さ
れ
た
作
者
の
思
い
を
味
わ
っ
て
く
だ
さ
い
。
い
ず
れ

の
詩
に
も
高
校
生
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
世
界
が
秘
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

史
伝
で
は
、
日
本
で
最
も
親
し
ま
れ
て
い
る
『
三
国
志
』
を
取
り

あ
げ
て
い
ま
す
。「
三
顧
の
礼
」は
今
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
熟
語
で
す
。

劉
備
と
孔
明
と
は
ど
の
よ
う
な
出
会
い
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
時

代
背
景
と
二
人
の
心
情
の
駆
け
引
き
を
読
み
取
っ
て
下
さ
い
。
き
っ

と
こ
れ
以
降
の
二
人
の
活
躍
が
気
に
な
る
は
ず
で
す
。
学
習
後
に
生

徒
が
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
で
『
三
国
志
』
の
世
界
に
飛
び
込
む
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。

　

故
事
成
語
・
思
想
・
漢
詩
の
コ
ラ
ム
は
、
高
校
生
に
と
っ
て
身
近

な
話
題
で
共
感
で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
漢
文
に
親
し
む
た

め
の
契
機
と
し
て
利
用
し
て
下
さ
い
。

　

『
古
典
Ａ
』
の
漢
文
は
、
以
上
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
高
校
生
に
と
っ
て
振
り
向
き
や
す
い
作
品
で
す
。
日
本
で

長
い
間
親
し
ま
れ
た
作
品
だ
け
に
、
作
品
の
内
容
を
突
き
つ
め
て
い

く
と
、
漢
文
独
特
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。「
温
故
知
新
」、
教
材
か
ら
得
た
見
方
・
考
え
方
は
、
き
っ
と

こ
れ
か
ら
の
生
き
方
に
も
活
か
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
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現
代
に
生
か
す
力
を
養
う
漢
文
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