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は
、
朱
子
学
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
仁
斎
や
徂
徠
と
も
響
き
合
う
と
こ

ろ
の
あ
る
、
多
彩
な
学
問
や
文
芸
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
内
実
は
ま

だ
解
明
の
余
地
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
徂
徠
が
摂
取
し
た
朱
子
学
が
、
果
た

し
て
現
在
の
我
々
が
想
像
す
る
ほ
ど
《
純
正
》
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
精
査
が
俟
た
れ
る
。

　

な
お
本
書
に
収
め
ら
れ
た
論
考
の
初
出
時
期
は
二
、
三
十
年
前
で
あ
り
、

当
時
か
ら
現
在
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
に
つ
い
て
筆
者
は
特
に
加
筆
を
行
っ

て
い
な
い
た
め
、
読
者
が
適
宜
補
う
な
ど
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
か

し
、
年
月
が
経
っ
て
も
、
著
者
の
視
点
は
新
鮮
な
ま
ま
で
あ
り
、
決
し
て

古
色
を
帯
び
て
い
な
い
。

　

最
後
に
一
言
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
本
書
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
玄

人
向
け
の
研
究
書
で
あ
る
。
記
述
は
あ
た
か
も
数
式
の
ご
と
く
極
限
ま
で

論
理
的
で
あ
り
、
論
の
進
め
方
は
非
常
に
慎
重
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
折

大
胆
で
も
あ
る
。
初
学
者
や
専
門
外
の
読
者
が
気
軽
に
読
め
る
本
で
は
な

い
。
し
か
し
こ
れ
は
本
書
の
汚
点
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
、
一
般

読
者
に
諂
う
こ
と
な
く
、
研
究
と
い
う
営
為
の
難
解
さ
、
複
雑
さ
を
無
理

に
包
み
隠
そ
う
と
は
し
な
い
、
本
書
の
よ
う
な
専
門
書
こ
そ
、
学
問
の
水

準
を
引
き
上
げ
、
学
界
に
豊
富
な
栄
養
を
供
給
す
る
。
本
書
が
取
り
上
げ

る
徂
徠
の
『
論
語
徴
』
や
崑
崙
の
『
七
経
孟
子
考
文
』
も
ま
た
正
に
そ
の

よ
う
な
著
述
で
な
か
っ
た
か
。

 

（
大
阪
大
学
専
任
講
師
）

高
山
大
毅
著

『
近
世
日
本
の
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」

─
荻
生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
』

（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
一
六
年
）

片
　
岡

　
　
龍

　

編
集
委
員
会
か
ら
本
書
の
書
評
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
こ
こ
し
ば
ら
く

荻
生
徂
徠
研
究
か
ら
離
れ
て
い
る
し
、
本
書
の
主
関
心
で
あ
る
徂
徠
没
後

の
徂
徠
学
の
影
響
や
波
及
の
実
態
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
勉
強
し
て
い
な
い

の
で
、
そ
れ
ら
に
詳
し
い
人
と
の
共
同
書
評
の
形
に
で
き
な
い
か
と
相
談

し
て
み
た
が
、
案
の
定
却
下
さ
れ
た
。

　

却
下
の
理
由
も
筋
が
と
お
っ
て
お
り
、
も
は
や
辞
退
も
で
き
ず
、
あ
き

ら
め
て
ワ
ー
プ
ロ
に
向
か
っ
て
は
み
た
も
の
の
、
予
想
ど
お
り
自
分
に
は

ま
と
も
な
書
評
を
す
る
資
格
の
な
い
こ
と
に
、
い
よ
い
よ
後
悔
が
募
る
ば

か
り
で
あ
る
。

　

本
書
は
「
第
五
回
東
京
大
学
南
原
繁
記
念
出
版
賞
」
受
賞
に
よ
っ
て
品

質
保
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
書
評
会
も
開
か
れ
て
い
る
（
二
〇
一
六
年

八
月
の
徂
徠
研
究
会
）。
い
ず
れ
ま
と
も
な
書
評
は
か
な
ら
ず
出
よ
う
。
高

山
さ
ん
は
じ
め
読
者
に
は
申
し
訳
な
い
が
、
こ
の
書
評
は
、
本
書
を
ダ
シ

に
自
分
の
思
い
を
語
る
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
。
た
だ
、
高
山
さ
ん
は

じ
め
若
い
読
者
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
真
摯
に
語
り
か
け
る
つ
も

り
で
書
い
た
。
憎
ま
れ
口
は
性
癖
ゆ
え
と
、
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
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で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
本
書
の
見
取
り
図
か
ら
。
本
書
は
大
き
く
第
一
部
「
礼
楽
」、

第
二
部
「
修
辞
」
に
分
か
れ
る
。
各
部
と
も
四
章
立
て
で
、
こ
れ
に
序
章

と
終
章
を
併
せ
て
全
一
〇
章
の
構
成
で
あ
る
。

　

第
一
部
、
第
二
部
の
最
初
の
章
で
徂
徠
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
後
は
、

第
一
部
は
水
足
博
泉
（
一
七
〇
七
─
三
二
）、
田
中
江
南
（
一
七
二
八
─
八

一
）、
会
沢
正
志
斎
（
一
七
八
二
─
一
八
六
三
）、
第
二
部
は
ふ
た
た
び
田
中

江
南
、『
滄
溟
先
生
尺
牘
』（
一
七
三
〇
年
刊
行
）、
賀
茂
真
淵
（
一
六
九
七

─
一
七
六
九
）・
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
─
一
八
〇
一
）・
富
士
谷
御
杖
（
一

七
六
八
─
一
八
二
三
）
ら
を
主
題
と
す
る
。

　

こ
れ
を
見
れ
ば
、
ほ
ぼ
一
八
世
紀
の
徂
徠
学
の
磁
場
が
、
本
書
の
射
程

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
正
志
斎
だ
け
一
九
世
紀
だ
が
、
彼
を
論
じ
た
章
題

「
遅
れ
て
き
た
「
古
学
」
者
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
挙
に
幕
末
水
戸
学

に
ひ
き
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ
け
一
八
世
紀
か
ら
の
延
長
に
と
ど
め

よ
う
と
し
て
い
る
）。

　

従
来
、
こ
の
時
代
の
徂
徠
学
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
詩
文
派
的
側
面

（
本
書
で
い
う
「
修
辞
」）
と
経
世
派
的
側
面
（「
礼
楽
」）
が
人
的
系
譜
を
も

と
に
互
い
に
関
連
な
く
論
じ
ら
れ
る
か
（
た
と
え
ば
徂
徠
の
二
人
の
高
弟
で

あ
る
服
部
南
郭
を
前
者
の
祖
、
太
宰
春
台
を
後
者
の
祖
と
し
て
）、
か
り
に
両

者
の
関
連
を
説
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
近
代
的
自
我
や
唯
物
論
的
思
考
の
発

達
を
妨
げ
た
と
い
っ
た
消
極
的
意
義
を
汲
み
出
す
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ

た
。

　

し
か
し
、
南
郭
・
春
台
と
い
う
極
端
な
例
を
の
ぞ
く
と
、
本
書
で
と
り

あ
げ
ら
れ
た
水
足
博
泉
や
田
中
江
南
だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
徂
徠
学

者
は
、
詩
文
派
と
経
世
派
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は

難
し
く
、
こ
の
点
に
着
眼
し
て
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
徂
徠
学
の
展
開
を
、

よ
り
大
き
な
思
想
史
的
文
脈
（
後
述
）
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
に
、
本
書
の
最
も
重
要
な
企
図
が
あ
る
。

　

で
は
、
そ
れ
は
成
功
し
て
い
る
の
か
。
着
想
と
い
う
点
で
は
、
成
功
し

て
い
る
と
評
価
し
た
い
。
し
か
し
、
構
成
と
い
う
点
で
は
、
着
手
段
階
に

終
わ
っ
て
い
る
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

本
書
が
大
学
院
の
学
位
論
文
を
も
と
に
し
た
も
の
と
い
う
点
か
ら
考
え

れ
ば
、
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
関
心
か
ら
い

え
ば
、
好
事
家
的
考
証
に
精
力
を
費
や
し
す
ぎ
て
い
る
と
思
う
。
も
う
少

し
そ
れ
を
、
思
想
史
的
構
成
の
充
実
に
ふ
り
む
け
る
こ
と
も
で
き
た
の
で

は
な
い
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
研
究
ス
タ
ン
ス
の
違
い
の
問
題
で
も
あ
る
。
高
山

さ
ん
の
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
国
文
学
・
中
国
思
想
・
日
本
政
治
思
想
史

と
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
徂
徠
学
の
全
体
を
捉
え
る

に
は
必
須
の
領
域
で
あ
る
。
そ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
満
遍
な
く
身
に
つ
け

よ
う
と
す
る
志
は
立
派
だ
が
、
そ
の
ぶ
ん
ど
の
領
域
も
腰
か
け
的
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

　

一
つ
の
領
域
に
じ
っ
く
り
腰
を
す
え
て
、
小
さ
な
穴
か
ら
で
も
全
体
に

通
じ
る
よ
う
な
や
り
方
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
国
文
学

を
自
分
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
な
ら
、
徂
徠
学
の
「
修
辞
」
を
、
一
八
世

日本思想史学48-書評【念校】　　［出力］ 2016年9月30日　午後4時26分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



209　書　評

紀
に
限
ら
ず
、
和
歌
研
究
や
近
現
代
の
レ
ト
リ
ッ
ク
論
の
成
果
と
見
合
わ

せ
て
、
よ
り
考
察
を
深
め
る
よ
う
な
。
実
際
に
そ
う
感
じ
た
箇
所
が
い
く

つ
か
あ
っ
た
。

　

一
方
、
一
つ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
し
ば
ら
れ
な
い
思
想
史
の
場
合
で
も
、

一
八
世
紀
の
徂
徠
学
だ
け
見
て
い
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
思
想
史
家

た
る
も
の
、
い
ず
れ
自
分
な
り
の
通
史
を
書
い
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、

つ
い
一
昔
前
ま
で
の
多
く
の
思
想
史
学
者
の
夢
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ

ま
で
は
い
か
な
く
て
も
、
一
八
世
紀
の
徂
徠
学
を
と
お
し
て
、
そ
の
分
析

が
古
代
や
現
代
思
想
の
研
究
ま
で
刺
戟
す
る
よ
う
な
も
の
を
。

　

そ
の
よ
う
な
夢
が
本
書
か
ら
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
と
言
え
ば
、
言

い
す
ぎ
だ
ろ
う
か
。
徂
徠
学
の
影
響
や
飛
び
火
の
実
態
を
詳
細
に
明
ら
か

に
す
る
こ
と
な
ど
、
キ
リ
の
な
い
作
業
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
夢
の
方
だ
っ
て
、
そ
う
か
ん
た
ん
に
実
現
し
な
い
か
ら
夢
な

の
で
あ
っ
て
、
キ
リ
が
な
い
と
い
え
ば
、
こ
ち
ら
も
変
わ
り
な
い
。
で
は

な
に
が
ち
が
う
の
か
。
一
人
の
夢
は
他
の
人
の
夢
を
も
搔
き
立
て
る
（
ま

た
他
人
の
夢
に
よ
っ
て
搔
き
立
て
ら
れ
る
）
と
い
う
点
が
ち
が
う
。

　

最
近
こ
う
し
た
夢
（
の
連
鎖
、
拡
が
り
）
を
感
じ
さ
せ
な
い
学
術
書
が

少
な
く
な
っ
て
き
た
の
は
、
根
本
的
に
は
研
究
成
果
が
個
人
、
あ
る
い
は

狭
い
集
団
内
の
所
有
物
の
よ
う
に
考
え
る
人
が
多
く
な
っ
て
き
た
（
一
言

で
い
え
ば
業
績
主
義
の
弊
害
）
か
ら
だ
と
思
う
。

　

本
書
を
読
み
終
え
た
後
の
率
直
な
印
象
は
、
本
書
か
ら
も
高
山
さ
ん
の

孤
独
な
顔
、
ま
た
は
指
導
教
授
の
方
々
の
顔
と
の
つ
な
が
り
く
ら
い
し
か

浮
か
ん
で
き
に
く
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
本
書
の
思
想
史
的

着
想
の
秀
抜
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
構
成
の
拡
が
り
や
充
実
を
妨
げ

て
い
る
根
本
原
因
だ
と
思
う
。

　

研
究
と
は
も
っ
と
、
会
っ
た
こ
と
の
な
い
先
人
や
、
遠
い
ど
こ
か
に
い

る
仲
間
、
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
ラ
イ
バ
ル
ら
と
の
共
同
作
業
的
な
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
学
問
的
夢
を
豊
か
に
は
ぐ
く
み
、
そ
の

実
現
の
困
難
を
耐
え
さ
せ
る
原
動
力
だ
と
、
わ
た
し
は
考
え
る
。

　

は
じ
め
に
本
書
の
見
取
り
図
と
企
図
を
示
す
つ
も
り
が
、
だ
ん
だ
ん
と

高
山
さ
ん
宛
て
私
信
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
話
を
本
書
の
企
図
（
思
想

史
的
着
想
）
の
地
点
に
も
ど
そ
う
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
の
秀
れ
た
思
想
史
的
着
想
は
、
徂
徠
学

の
「
礼
楽
」
的
側
面
と
「
修
辞
」
的
側
面
を
、「
接
人
」
と
い
う
概
念
の

発
見
に
よ
っ
て
、
従
来
に
な
い
角
度
か
ら
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。

　

と
い
っ
て
も
、「
接
人
」
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
語
で
は
わ
か
り
に
く
か

ろ
う
。
こ
の
語
は
、
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
─
一
七
〇
五
）
や
荻
生
徂
徠

（
一
六
六
六
─
一
七
二
八
）
が
実
際
に
使
用
し
て
い
る
も
の
で
、
訓
読
す
れ

ば
「
人
に
接ま

じ
わ
る
」。「
他
者
と
の
関
係
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
の
だ
が
、

著
者
は
前
近
代
の
思
想
に
現
代
思
想
的
な
「
他
者
論
」
を
読
み
こ
む
こ
と

を
禁
欲
し
、
あ
え
て
「
接
人
」
と
い
う
語
を
、
そ
の
ま
ま
一
八
世
紀
の
思

想
を
分
析
す
る
概
念
と
し
て
用
い
る
。

　
「
接
人
」
の
着
想
の
ど
こ
が
秀
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
た
ん
に
そ
れ

が
「
礼
楽
」（
人
々
の
政
治
的
交
際
）
と
「
修
辞
」（
人
々
の
文
学
的
交
際
）

を
関
連
づ
け
る
だ
け
で
な
く
、
仁
斎
か
ら
徂
徠
へ
の
思
想
的
脈
絡
を
、
両
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者
の
思
想
的
個
性
を
失
わ
な
い
ま
ま
描
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
点
で
あ
る
。

　

従
来
の
思
想
史
的
研
究
で
は
、
仁
斎
は
徂
徠
と
い
う
山
頂
に
至
る
中
腹

と
し
て
し
か
、
意
義
づ
け
に
く
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
「
接

人
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
仁
斎
は
人
々
の
交
わ
り
に
お
け
る
〈
率
直
〉
性

を
、
徂
徠
は
〈
婉
曲
〉
性
を
重
視
し
た
と
説
く
。

　

こ
れ
を
著
者
は
、
財
物
の
譲
与
を
願
い
出
ら
れ
た
と
き
に
、
諾
否
い
ず

れ
に
せ
よ
、
率
直
な
方
が
長
い
目
で
見
て
互
い
の
た
め
に
な
る
の
か
、
婉

曲
な
方
が
人
間
関
係
の
円
滑
を
損
な
わ
な
い
の
か
、
こ
の
よ
う
な
一
見
、

平
凡
で
つ
ま
ら
な
い
悩
み
に
も
思
想
的
機
微
が
あ
る
と
説
明
す
る
（
こ
の

よ
う
な
卑
近
な
比
喩
に
よ
る
明
快
な
解
説
は
本
書
の
随
所
に
見
え
、
本
書
の
長

所
で
あ
る
）。

　

温
和
な
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
仁
斎
思
想
の
核
心
に
、
こ
の
よ
う
な
〈
率

直
〉
さ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
だ
け
で
も
一
つ
の
成
果
だ
が
、
さ
ら
に

こ
れ
が
、
朱
子
か
ら
徂
徠
を
〈
自
然
〉
か
ら
〈
作
為
〉
と
意
義
づ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
仁
斎
の
位
置
づ
け
を
曖
昧
と
し
て
し
ま
っ
た
旧
来
の
図
式
を

刷
新
す
る
と
い
う
点
で
、
秀
逸
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
後
、
徂
徠
の
〈
婉
曲
〉
は
、
言
語
表
現
の
型
（「
修
辞
」）

か
ら
統
治
機
構
（「
礼
楽
」）
に
わ
た
っ
て
人
々
の
交
際
領
域
に
操
作
的
に

介
入
す
る
一
群
の
思
想
と
し
て
展
開
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
本
書
の
副

題
「
荻
生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
」
の
意
味
で
あ
り
、
本
論

の
主
旋
律
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
が
仁
斎
か
ら
徂
徠
、
そ
し
て
徂
徠
学
へ
と
至
る
唯

一
の
思
想
史
的
解
答
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
仁
斎
の
〈
率
直
〉
と
徂

徠
の
〈
婉
曲
〉
の
対
比
も
、
仁
斎
を
頂
点
と
す
る
徳
川
時
代
前
期
の
〈
批

判
的
精
神
〉
と
徂
徠
以
後
の
〈
歴
史
的
精
神
〉
と
い
っ
た
先
行
の
学
説

（
相
良
亨
「
徳
川
時
代
の
儒
教
」）
と
の
格
闘
の
跡
を
よ
り
明
示
す
る
必
要
は

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
斬
新
な
図
式
の
案
出
は
、
今
後
、

後
学
に
よ
る
様
々
な
色
彩
の
思
想
史
ス
ト
ー
リ
ー
提
示
の
道
を
切
り
開
く

も
の
と
し
て
、
研
究
史
上
に
銘
記
さ
れ
て
よ
い
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
本
書
で
そ
れ
が
ど
の
く
ら
い
自
覚
さ
れ
て
い
る
か
分

か
ら
な
い
が
、「
修
辞
」（
詩
文
派
）
と
「
礼
楽
」（
経
世
派
）
を
結
び
つ
け

る
こ
と
は
、
一
徂
徠
学
の
展
開
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
よ
り
広
範
な

近
世
思
想
史
の
再
構
成
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

　

す
こ
し
話
に
飛
躍
が
あ
る
と
思
う
が
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
徂
徠

学
の
展
開
が
詩
文
派
と
経
世
派
の
分
裂
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
は

─
前

近
代
に
典
拠
が
あ
る
に
せ
よ

─
、
基
本
的
に
は
近
代
の
自
由
主
義
・
個

人
主
義
的
史
観
と
唯
物
論
的
史
観
の
二
派
の
対
立
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
徂
徠
学
の
研
究
自
体
に
そ
の
よ
う
な
対
立
が
あ
っ
た
と

い
う
よ
り
は
、
大
き
く
近
世
思
想
史
の
研
究
が
、
対
立
す
る
二
つ
の
立
場

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
前
者
で
と
り
あ
げ
ら
れ
や
す
い
思
想

家
と
後
者
の
そ
れ
と
の
あ
い
だ
の
ズ
レ
が
、
徂
徠
学
の
展
開
の
捉
え
方
に

も
響
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

そ
の
証
拠
に
、
共
産
主
義
の
思
想
的
勢
い
が
衰
え
る
に
つ
れ
、
彼
ら
の

と
り
あ
げ
や
す
い
思
想
家
（
三
浦
梅
園
や
安
藤
昌
益
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る

と
わ
か
り
や
す
か
ろ
う
）
に
た
い
す
る
研
究
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

い
わ
ゆ
る
経
世
思
想
家
と
括
ら
れ
る
思
想
家
た
ち
も
、
社
会
経
済
史
の
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211　書　評

観
点
か
ら
の
研
究
が
多
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
太
宰
春
台

（
一
六
八
〇
─
一
七
四
七
）
や
海
保
青
陵
（
一
七
五
五
─
一
八
一
七
）
ら
を
と

り
あ
げ
、
徂
徠
学
の
経
世
派
と
し
て
つ
な
い
で
見
て
も
穴
だ
ら
け
の
系
譜

に
し
か
な
ら
な
い
上
に
、
徂
徠
学
を
こ
え
て
、
熊
沢
蕃
山
（
一
六
一
九
─

九
一
）
は
ま
だ
し
も
、
佐
藤
信
淵
（
一
七
六
九
─
一
八
五
〇
）
や
二
宮
尊
徳

（
一
七
八
七
─
一
八
五
六
）
に
は
、
ど
う
や
っ
て
も
内
的
連
環
を
つ
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

詩
文
派
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う
括
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
思
想
的
系

譜
と
い
う
よ
り
も
、
戦
前
の
文
壇
以
上
に
社
会
か
ら
浮
き
上
が
っ
た
同
人

集
団
以
外
の
意
義
を
見
出
し
に
く
く
、
近
代
的
自
我
の
萌
芽
と
し
て
評
価

さ
れ
た
文
学
者
た
ち
と
は
隔
絶
し
て
し
ま
う
。

　

近
世
思
想
史
の
研
究
が
低
調
に
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
冷
戦
体
制
が

崩
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
し
刺
戟
し
あ
っ
て
き
た
二
つ
の
近
代
的
な

分
析
枠
組
み
が
弛
緩
し
、
新
た
な
枠
組
み
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
、
情
報
量

の
多
さ
と
そ
の
処
理
能
力
の
み
を
基
準
と
す
る
個
別
実
証
研
究
に
終
始
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

わ
た
し
が
、
本
書
の
着
想
を
高
く
買
い
な
が
ら
、
そ
の
思
想
史
的
構
成

の
不
徹
底
に
文
句
を
つ
け
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
関
わ
る
。
本
書
は

注
の
数
と
頁
数
ば
か
り
が
多
い
、
実
証
だ
け
が
と
り
え
の
個
別
論
文
の
寄

せ
集
め
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
新
た
な
近
世
思
想
史
の
分
析
枠
組
み
を
提

示
で
き
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
直
接
論
じ
ら
れ
る

の
は
序
章
の
み
で
、
そ
れ
以
降
は
表
面
的
に
は
序
章
の
構
想
に
も
と
づ
い

て
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
中
身
は
個
別
論
文
の
羅
列
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
も
し
か
た
が
な
い
。

　

む
ろ
ん
、
徂
徠
学
だ
け
で
な
く
、
水
戸
学
や
国
学
を
も
射
程
に
と
り
こ

ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
志
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も

実
証
性
を
損
な
わ
な
い
範
囲
に
禁
欲
さ
れ
て
い
る
（『
徂
徠
漫
筆
』
を
正
志

斎
が
閲
読
し
て
い
た
こ
と
の
実
証
は
優
れ
た
成
果
）。
そ
れ
な
ら
い
っ
そ
、
徂

徠
学
者
を
網
羅
的
に
扱
っ
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

思
想
史
の
海
に
漕
ぎ
出
す
の
な
ら
、
も
っ
と
冒
険
心
を
出
さ
な
い
と
、

か
え
っ
て
中
途
半
端
に
終
わ
る
。
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
一
八

世
紀
を
主
た
る
分
析
対
象
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
世
界
史
的
に
見
て
近

代
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
思
想
資
源
と
し
て
も
見
直
さ
れ
て
い
る
こ
の
時

代
の
様
々
な
学
者
を
も
射
程
に
収
め
る
こ
と
で
、
近
代
的
枠
組
み
と
は
異

な
る
新
た
な
枠
組
み
を
案
出
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
「
接
人
」
は
果
た
し
て
そ
れ
に
耐
え
う
る
概
念
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
か
。

三
浦
梅
園
や
安
藤
昌
益
ら
を
も
、「
接
人
」
と
い
う
座
標
軸
に
よ
っ
て
位

置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
か
。
わ
た
し
に
は
難
し
く
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

す
べ
て
を
一
つ
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
が
、
少
な
く
と

も
「「
接
人
」
の
制
度
構
想
」
と
一
八
世
紀
の
他
の
思
想
家
た
ち
と
の
関

連
性
の
有
無
を
説
明
す
る
責
任
は
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
一
九
世
紀
以

降
の
「
他
者
論
」
に
ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
つ
な
が
ら
な
い
か
の
展
望
も

示
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

　

わ
た
し
は
、
や
は
り
「
接
人
」
は
仁
斎
か
ら
徂
徠
の
思
想
史
的
説
明
と

し
て
し
か
有
効
に
働
い
て
い
な
い
と
思
う
。
そ
れ
を
論
じ
た
序
章
は
本
書

の
白
眉
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
近
年
の
近
世
思
想
研
究
に
お
け
る
珠
玉
で
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あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
い
っ
そ
う
、
序
章
と
本
論
と
の
落
差
が
何
に
因
る
の

か
、
気
に
か
か
る
の
で
あ
る
。

　
「
あ
と
が
き
」
で
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
荻
生
徂
徠
研
究
会
（
朱

子
・
仁
斎
・
徂
徠
の
論
語
注
釈
を
毎
月
一
章
ず
つ
三
人
で
担
当
）
で
の
報
告
準

備
と
議
論
の
な
か
で
、
本
書
の
重
要
な
着
想
は
得
ら
れ
た
と
い
う
。
高
山

さ
ん
自
身
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
諸
学
問
の
「
入
会
地
」
的
性
格

を
持
つ
日
本
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
研
究
会
の
担
う
役
割
は
大
き
い
」。

　

思
想
史
は
、
諸
学
問
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
い
く
ら
多
く
身
に
つ
け
た
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
描
け
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
入
会
地
」

的
な
開
か
れ
た
人
的
交
流
（「
接
人
」
?
）
に
よ
っ
て
、
育
ま
れ
た
夢
が
思

想
史
叙
述
の
原
動
力
と
な
る
。

　

わ
た
し
は
本
書
序
章
は
、
徂
徠
研
の
共
同
研
究
の
成
果
と
考
え
る
。
わ

た
し
自
身
は
、
も
う
十
年
以
上
徂
徠
研
に
参
加
し
て
い
な
い
が
、
わ
た
し

が
出
席
し
な
く
な
っ
た
後
に
徂
徠
を
担
当
し
て
い
る
の
が
高
山
さ
ん
で
あ

る
（
わ
た
し
の
参
加
以
前
の
徂
徠
担
当
は
澤
井
啓
一
さ
ん
、
仁
斎
は
亡
く
な
っ

た
丸
谷
晃
一
さ
ん
、
朱
子
は
末
木
恭
彦
さ
ん
）。
自
分
自
身
の
経
験
に
鑑
み

て
、
そ
う
思
う
。

　
「
あ
と
が
き
」
に
謝
辞
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
中
で
は
丸
谷
さ

ん
、
澤
井
さ
ん
、
末
木
さ
ん
ら
の
研
究
へ
の
論
及
は
な
い
。
彼
ら
の
研
究

と
本
格
的
に
対
峙
す
る
こ
と
で
、
本
書
は
も
っ
と
奥
行
き
の
あ
る
も
の
に

な
っ
た
と
思
う
。
丸
谷
さ
ん
の
仁
斎
論
は
い
つ
も
カ
ン
ト
の
倫
理
学
が
念

頭
に
置
か
れ
て
い
た
し
、
澤
井
さ
ん
は
日
本
思
想
史
を
東
ア
ジ
ア
に
開
く

た
め
の
理
論
構
築
を
継
続
さ
れ
、
末
木
さ
ん
は
地
道
な
経
学
的
考
察
を
粘

り
強
く
実
践
し
て
い
る
。
三
人
の
窓
を
と
お
し
て
、
そ
の
奥
に
拡
が
る
学

問
世
界
は
限
り
な
く
広
い
。

　

も
う
一
つ
、
思
想
史
は
、
研
究
客
体
と
研
究
主
体
の
両
方
か
ら
距
離
を

と
れ
る
能
力
が
重
要
だ
と
思
う
。
た
ん
な
る
実
証
研
究
は
、
研
究
し
て
い

る
自
分
自
身
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
条
件
の
中
に
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

を
自
覚
化
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
研
究
対
象
の
中
に
自
足
し
が
ち

で
あ
る
。

　

本
書
も
大
き
く
言
え
ば
、
徂
徠
学
に
吞
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
逆
に
現

代
が
対
象
化
で
き
て
い
な
い
。
近
代
的
枠
組
み
が
有
効
で
な
く
な
っ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
前
近
代
的
発
想
が
そ
の
ま
ま
今
に
通
用
す
る
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
（
土
着
論
の
現
代
的
意
義
の
指
摘
な
ど
の
軽
言
が
ま
ま
見
受
け
ら
れ

る
。
現
代
的
意
義
を
言
う
な
ら
、
本
気
で
現
代
に
つ
い
て
、
書
物
と
現
実
の
両

方
を
と
お
し
て
謙
虚
に
学
ん
で
ほ
し
い
）。
そ
の
捉
え
直
し
が
で
き
て
い
な

い
。

　

だ
か
ら
、
一
見
、
自
己
を
相
対
化
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
際
は
一
九
世

紀
以
降
へ
の
思
想
史
的
説
明
放
棄
の
言
い
訳
に
す
ぎ
な
い
「
一
連
の
「
接

人
」
の
制
度
構
想
は
、
思
想
・
文
化
史
上
の
絶
滅
し
た
生
物
群
で
あ
る
」

と
い
っ
た
洒
落
た
口
を
叩
く
の
で
あ
る
（
そ
う
見
る
な
ら
、
せ
め
て
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
の
「
歴
史
の
天
使
」
の
よ
う
な
眼
差
し
が
ほ
し
い
）。

　

思
い
つ
き
が
奔
放
に
過
ぎ
て
い
る
箇
所
も
目
に
つ
く
（
わ
た
し
の
仁
斎

論
を
ふ
ま
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
仁
斎
の
異
端
攻
撃
の
強
さ
を
、
正
志
斎
の
西

洋
に
対
す
る
敵
愾
心
と
結
び
つ
け
る
点
な
ど
）。
地
道
（
必
ず
し
も
実
証
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
）
と
飛
翔
の
バ
ラ
ン
ス
が
、
思
想
史
家
と
し
て
の
今
後
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の
著
者
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

　

限
ら
れ
た
紙
数
で
、
思
い
の
ま
ま
直
言
し
た
た
め
、〈
率
直
〉
よ
り

も
〈
婉
曲
〉
を
好
ま
れ
る
高
山
さ
ん
の
耳
に
は
届
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
趣
味
の
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
た
め
大
上
段
か
ら

の
コ
メ
ン
ト
に
終
始
し
、
個
々
の
論
点
に
対
す
る
具
体
的
指
摘
が
で
き
な

か
っ
た
の
は
く
れ
ぐ
れ
も
申
し
訳
な
い
。
二
点
だ
け
記
し
て
、
せ
め
て
も

の
責
め
を
ふ
さ
ぎ
た
い
。

　

⑴
日
本
に
お
け
る
「
根
源
的
同
一
性
に
対
す
る
疑
念
」
の
理
由
を
職
分

論
の
み
に
帰
す
点
に
つ
い
て
は
、
近
世
日
本
（
中
世
か
ら
の
つ
な
が
り
か
ら

も
）
に
お
け
る
「
他
者
性
」
や
「
霊
性
」
な
ど
の
面
も
考
慮
す
る
余
地
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
徂
徠
の
「
天
命
」
論
を
職
分
論
と
し
て

の
み
捉
え
ら
れ
る
か
。

　

⑵「
修
辞
」
を
一
つ
の
柱
と
す
る
以
上
、
林
少
陽
さ
ん
の
研
究
（『「
修

辞
」
と
い
う
思
想
』
白
澤
社
、
二
〇
〇
九
年
）
に
お
け
る
徂
徠
や
近
代
中
国

の
「
修
辞
立
誠
」
論
へ
の
言
及
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

レ
ト
リ
ッ
ク
論
は
日
本
で
も
見
直
さ
れ
て
い
る
が
、
現
代
中
国
に
お
い
て
、

近
代
日
本
か
ら
の
輸
入
と
い
う
面
も
ふ
く
め
て
、
よ
り
大
き
な
思
想
的
意

味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
か
ら
。

　
「
同
時
代
の
中
国
や
朝
鮮
の
思
想
と
は
共
通
項
の
少
な
い
学
問
の
流
れ

を
扱
う
こ
と
で
、
近
世
日
本
に
お
け
る
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」
の
特
質
を

理
解
す
る
上
で
の
有
効
な
立
脚
点
を
示
し
得
る
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

近
現
代
ま
で
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
よ
り
開
か
れ
た
東
ア
ジ
ア
思
想
史
叙
述

と
し
て
今
後
展
開
さ
せ
る
べ
き
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。
た
だ
し
、
そ
の

場
合
、
中
国
の
思
想
と
朝
鮮
の
思
想
を
一
括
り
に
す
る
よ
う
な
偏
見
を
、

学
問
的
に
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
「
礼
楽
」
を
身
体
論
な
ど
の
角

度
か
ら
再
読
す
る
よ
う
な
研
究
と
、
も
っ
と
真
剣
に
対
峙
し
て
も
よ
か
っ

た
。

 

（
東
北
大
学
准
教
授
）
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