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《
紹
介
》今

井
源
衛
校
訂

『依
田
学
海

墨
水
別
錘
雑
録
』

石

田

忠

彦

泉
鏡
花

晩
年

の
小
説

に

『薄
紅
梅
」
と

い
う

の
が
あ
る
。
鏡
花

の
文
章

を
要

約
す

る
ほ
ど
興
冷

め
な

こ
と

も
な

い
の
で
、

や
や
長
文

に
わ

た

っ
て
恐
縮

だ

が
、
次

に
そ
の
冒
頭
を
引

い
て
み
る
。

麹

町
九
段
「
ー
中
坂

は
、
武
蔵
鐙
、
江
戸
砂
子
、
惣
鹿

子
等

に
よ
れ
ば
、

い
や
、

そ
ん
な
事

は
何

う
で
も

い
ゝ
。
此

の
あ
た
り

こ
そ
、

明
治
時
代
文
芸

発
程

の
名
地

で
あ

る
。
嘗

て
文
壇

の
梁
山
泊
と
構

へ
ら
れ
た
硯
友
社
、

そ
の

星
座

の
各
員
が
陣
を
構

へ
、
塞
頭
高
ら
か

に
、
我
楽
多
文
庫

の
旗
を
翻

し
た
、

編
輯
所
が
あ

っ
て
、
心
織
筆
耕

の
花

を
咲

か
せ
、
綾
な
す
霞
を
鍍
魏
か
せ

た
。

若
手

の
作
者

よ
、
小
説
家
よ
!
…
…
天
晴
れ
、
と

一
つ
煽

い
で
や
ら
う
と
、

扇
子
を
片
手
に
、
当
時
文
界
の
老
将
軍
ー

佐
久
良
藩
の
碩
儒
で
、
む
か
し

江
戸

の
お
留
守
番
と
聞
け
ば
、

武
辺
、
文
道
、
両
達

の
依
田
学
海
翁
が
、

一

夏
土
用

の
日
盛

の
事

…
…
生
平

の
揚

羽
蝶

の
漆
紋

に
、
袴
着
用
、
大
刀
が
は
り

の
杖
を
片

手

に
、

芝
居

の
意

休
を

一
ゆ
が
き

し

て
洒
然

と
灰
汁
を
抜

い
た

や
う
な
、

白

い
髭

を
、
爽

に
扱

き
な

が
ら
、

こ
れ
、

は
じ
め

て
の
見
参
。

…
…

こ
こ
に
、
明
治
三
十
年
頃

の
依
田
学
海

の
面
影
は
、
鏡
花

に
よ

っ
て
み
ご
と

に
描
か

れ
て
い
る
。
武
人

に
し

て
儒
者
、
そ
し

て
文
学
者
、

そ
れ

に
何

よ
り
も

意
休

ば
り

の
白
髭
が

そ
の
ト

レ
ー

ド

・
マ
ー
ク
で
あ

っ
た
。

(本

書

口
絵
写
真

参

照
)

こ

の
小
説

で
学
海

は
今
二

度

通
人
と

し

て
登
場

さ
せ
ら

れ

て
い
る
。

作
中
人
物

の

一
雪
が

「
駿
河
台

へ
通

つ
て
、
依

田
学
海
翁

に
学

ん
で
」

い
る
と

い
う

こ
と
が
知
れ
る
と
、
若

い
女
性

の
こ
と
ゆ
え
、

ま
さ
か

『
紅
櫻
夢
』

で
は

あ

る
ま

い
が
と
話
題

に
な
り
、
と
く
に
そ
の
教

え
方

が
、
説
く

の
か
教
ゆ

の
か

授
く

の
か
案
外
施
す
の

で
は
な
い
か
と

一
同

が
心
配
す

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

学
海
施

一
雪
紅
櫻

夢
ー

や
不
可

え
。

あ
の
髭
が
白

い
頸
脚

へ
触
る
や
う
だ
。

こ
の
よ
う
な
依

田
学
海

は
、
鏡
花
が
小
説

に
登
場
さ
す

ほ
ど
愛
着

の
あ
る
入

物

で
あ

っ
た
わ
け
だ
が
、
現
在
、
我
国

の
近
代
文
学
史

の
中

で
は
ほ
ぼ
忘

れ
ら

れ

て
し
ま

っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
依
田
学
海
と
は
ど
う

い
う
人
か
。

我

国

の
近
代
文
学

の
創
始
者
を
坪
内
迫
遙

に
お
く

の
は
定

説
だ
と
し
て
も
、

最
近

で
は
そ
の
席
が

二
葉
亭

四
迷

に
よ

っ
て
脅

か
さ
れ

て
い
る
。

い
や
、
佐
藤

春
夫

の
よ
う
に
森
鴎
外

に
そ

の
位
置
づ
け
を
す
る
人

も
す
く
な
く
は
な

い
。
し

か
し
、

そ
の
い
ず
れ

に
創
始
者

の
栄
光

を
与

え
る
に
し

ろ
、

そ
の
先
行
者

の
存

在

は
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
成
島
柳
北

は
す

ぐ
頭

に
浮
か

ぶ
。
勿
論
依
田
学
海

も
そ

の

一
人

で
あ
る
。

学
海

の
位
置
は
、
迫
遙

や
鵬
外

に
対
す

る
呼
び
方

で
分
る
。
造
遙

を

「
坪
内

}76
「



某
」
と
呼
ぶ

(
坪
内
某
か
訳
す
る
所

の
院
本

シ
リ
ヤ

ス
シ
ー
サ

ル
を

よ
む
。

日

記

17

・
2

・
2
)
。
ま
た
鵬
外

に

つ
い
て
は
、
す
で
に
幼
児

よ
り
漢
文
を
教
え

て
い
る

(林
太
頴
敏

に
し
て
沈
毅
、

尋
常

の
年
少

に
同
じ
か
ら
ず
。

日
記

17

・
8

・
9
)
。
こ
の
よ
う
な
学
海

は
、
遭
遙

が
登
場
す

る
直
前

の
文
学
界

で
は

権
威

で
あ

っ
た
。

そ
の
た
あ
、
迫
遙
も

『
該
撒
奇
談

自
由
太

刀
余
波
鋭
鋒
』

の
序
文

を
求

め
、
矢
野
龍
漢

は

『
経
国
美
談
』

の
評
を
依
頼
し

た
。

こ
の
事
情

は
数
年
後

の
幸

田
露
伴

の

『露
団

々
』

(明

22
)

に
お

い
て
も
変
わ
ら
な

い
。

学
海

の
仕
事

は
多
岐

に
わ
た

っ
て
い
る
が
、

そ
の
主
な
も

の

へ
の
文
学
的
評

価
を
紹
介
し

て
み
た

い
。

漢
詩
文

の
業
績
を
高

く
評
価
す
る
人

は
多

い
が
、
「
ま

こ
と

に
学
海

は
才

気

敏
捷

の
人

で
あ

っ
た
。
し

た
が

っ
て
そ
の
文
章
も
才

に
あ
ま
り
が
あ

っ
て
平
易

に
失

し
気

に
あ
ま

り
が
あ

っ
て
荒
ら
荒

ら
し
き

に
失
し
た
弊
が
あ

る
」

(
三
浦

叶

「
明
治

の
漢
文
」
)
と
評
価
す

る
人
も

い
る
。.

明
治
以
降

に
お

い
て
、
近
世

の
文
人
や
文
学
者

の
評
伝
や
批
評
は
学
海

が
は

じ
め

て
行

っ
た
と

い
え

る
。

と
く

に
瀧
沢
馬
琴
好
き
な

の
が
目
立

つ
。

『
八
犬

伝
』
な
ど
は
、

そ
の
勧
善
懲
悪
性
ゆ
え
を
も

っ
て
高

く
評
価
し
た

(曲
亭
　

仁
義
礼
智
信

の
五
常
を
根
基
と
し
童
幼
婦
女

の
道
徳

の
何
物
た
る
を
知

ら
さ
る

も

の
を
し

て
自

ら
識

ら
す
知

ら
す

仁
義

の
道
を
暁

ら
し
む

「
南
総

里
見
八
犬

伝
」
明
20

・
10
～
21

・
3
)
。
勿
論

こ
れ

に
は
山
田
美
妙
が

「
儒
教

の
外

に
は
宇

宙

の
中

に
猶
秀
れ
た
教
は
無

い
も

の
と
妄
信
し

て
居
た
時
代

な
ら
そ
の
様

な
評

も
褒
め
ら
れ
ま
し
や
う
。
」
と
や
ん
わ
り
と
反
論
し
た

(
「
学
海
居
士

里
見
八
犬

伝
批
評

の
第

一
」
明
21

・
9
)
。

批
評
家
と
し

て
の
学
海

の
批
評
基
準
は
驚
く
ほ
ど
明
解

で
あ
る
。
勧
善
懲
悪

主
義

で
あ
る
。
往
年

の
儒
学
者

の
価
値
基

準
は
明
治

に
な

っ
て
も
微
動

だ
に
し

な

い
。
学
海
は
、
ド

ス
ト

エ
フ
ス
キ

ー
の

『
罪
と
罰
』

に
も
勧
懲

の
寓
意
を

み

よ
う
と
し
た

(
二
孝
女

一
信
友

を
写
し
て
。
社
会

の
悪
風
を
矯
正
せ
ん
と
す
る

も

の
と
見
え
た
り
。

誰
か
小
説

は
勧
懲
を
主
と
せ
す
と

い
ふ
や
。

「
罪
と
罰

の

評
」
明
25

・
12
)
。
さ
す
が
に
、
北
村
透
谷

が

「柳
か
当
惑
す
る
と

こ
ろ
な
き
能

は
ざ
り
し
。」

(
「
「
罪
と
罰
」

の
殺
人
罪
」
明

26

・
1
)
と
反
論
す
る

こ
と
に
な

る
。

こ
の
よ
う
な
批

評
態
度

は
二
葉
亭

四
迷

の

『
浮
雲
』

に
対
し

て
も
尾
崎
紅

葉

の

『
多
情
多
恨
』

に
対

し
て
も
か
わ
ら
な

い
。
紅
葉

の
描
く

「
主
人

公
た
る

鷲

見
某

は
、

即
ち
今

の
洋
学
者
流

に
し

て
仁
義
礼
智

の
教
育

な
き
も

の
の
標
本

な
り
」

と
酷
評

さ
れ

て
い
る
。
『
多
情
多
恨
』
と

い
う
小
説

は
、

『源
氏
物
語
』

の
影
響

を
受

け
な

が
ら
も
、
性
格
と
心
理
と
を
写
実
的

に
描

き
、

ま
た
近
代

口

語
体
を
定
着

さ
せ
た
、
明
治

二
十
年
代

で
は
完

成
度

の
高

い
作
品

で
あ

る
な

ど

と
い
う
評
価

は
、

こ
の
よ
う
な
学
海

の
批
評

の
前

で
は
い
う
の
も
野
暮
だ
と

い

う
気

さ
え
し
て
く

る
。
占
田
精

一
氏

の
言
を
借

り
れ
ば

「迫
遙

・
二
葉
亭
が
切

り
ひ
ら
い
た
近
代
文
学
以
前

の
評
家

の

一
典
型
」

と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。

芝
居
好
き

の
学
海
が
み
ず
か
ら
も
戯
曲

を
書

き
、

そ
の
改
良

に
努
め

た
演
劇

に
お
い
て
も
、

そ
の
勧
懲

の
主
意
は
明
白

で
あ
る
が
、
演
劇
改
良

に
お

い
て
と

く

に
目
立

つ
の
は
極
端
な
史
実
主
義

で
あ
る
。
学
海

の
意
図

は
史
劇

の
改
良

に

あ

り
、

そ
れ
を
徹
底
し
た
史
実

の
探
索

に
基

づ
い
て
行

お
う
と
し
た
。

そ
の
た

め
梨
園

の
内
側
か
ら
も
、
ま
た
坪
内

迫
遙

な
ど
の
外
側

か
ら
も
批
判
さ
れ

る
こ

と

に
な

っ
た
。
迫
遙
は
、
「
識
、
学
、
見
共
ハ
に
高
く
、
且

つ
最
も
斯
道

に
熱
心
な

る
老

い
て
ま
す
　

壮
大
な
る

一
大
家
」

が
、
極
端
な
史
実
主
義

に
陥

ろ
う
と

し

て
い
る

(史
劇

の
外
道

に
流
れ
ん
と
す
)

こ
と
を

「歎
惜
」
し
な
が
ら
、
学

海

の
史
劇

は
、

「
舞
台
を
考
古
的
博
覧
場
」

と
み
な
し
た

「
一
種

の
演
義
的
野

史
」

で
あ

る
と
批
判
す
る

(「
我
が
邦

の
史
劇
」
明

26

・
11
)
。
お

そ
ら
く
、
学

海

の
史
実
主
義
は
、
演
劇
論

で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
儒
教
的
実

の
思
想

に
基
づ

い
た
倫
理
観

に
近

い
も

の
で
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

㎜
77」



以
上

が
学
海

に
対
す

る
お
も
な
文
学
的
評
価

で
あ

る
が
、

こ
の
よ
う

に
、
学

海
と
い
う
人
は
、

い
わ
ゆ
る
御

一
新
後

も
そ
の
思
想
性

や
生
活
信
条

に
ほ
と
ん

ど
動
揺

を
き
た
さ
な
か

っ
た
人
物
だ
と

い
う

こ
と
が

い
え

る
。
か
と

い

っ
て
、

頑
迷
固
随

か
と

い
う
と
必
ず

し
も

そ
う

で
は
な

い
。
稗
史
小
説
を
好
み
、
愛
妾

と
芝
居
見
物

に
出

か
け
、
風
流

の
友
と
季
節

の
移
り
か
わ
り
を
賞

で
て
漢

詩
文

を
作

る
と

い
う
風
流
人

で
も
あ

る
。
と
す

る
と
、
学
海
を
評
価
す
る
場
合

に
必

要
な
視
点

は
、
す

で
に
越
智
治
雄
氏

の
疑
問

に
あ
る

「
新
時
代
に
お
け
る
彼

の

有
効
性

の
有
無
」
と

い
う
こ
と

で
あ
り
、

こ
れ
が
近
代
文
学
を
研
究

す
る
者

の

課
題
と
な

る
も

の
と
考

え
ら
れ

る
。

と

こ
ろ
で
、
近
代
文
学

の
研
究

の
現
状

は
、
昭
和
四
十
年

ご
ろ
よ
り
、
作
品

論
研
究
が
主
流
と
な
り
、
か

っ
て
、
た
と
え
ば
塩
田
良

平
氏

の

『樋

口

一
葉
研

究
』

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
作
家
論
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な

い
。

た
と

え
な
さ
れ

て
い
て
も
、
弊
履

の
ご
と
く
捨

て
て
顧

み
ら
れ
な
い
、

と
い

っ
た
ら

比
喩
が
過
ぎ
よ
う
か
。
芳
賀
徹
氏

の
い
わ
ゆ
る

「貴
族

の
学
問
」
ば
か

り
が
栄

え

て

「
農
奴

の
学
問
」

は
冷
遇
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。
文
学
研
究

が
作
品
研

究

で
あ
る

の
は
当
然

の
こ
と
な

の
だ
が
、
作

品
論
研
究

の
隆
盛
な

い
し
狂

い
咲

き
は
、

研
究
者

が
自

己

の
文
学
的
才
能

と
思

わ
れ

る
も

の
を

ふ
り
か
ざ
し

て
、

研
究
対

象

で
あ
る
文

学
者

の
作

品
を
乗

り
越

え
る
競
争

で
あ

る
か

の
よ
う
な
光

景

と
も
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
時

に
、
今
井
源
衛
先
生

の

『
依
田
学
海
墨
水
別

漿
雑
録
』

が
刊
行

さ
れ
た
の
は
、
む

し
ろ
痛
快
事

で
あ

る
。

本
書

は
、
依

田
学
海

が
、
月

に
数
回
通
う
妾
宅

で

つ
け
た
、
明
治
十
六
年

か

ら

三
十

二
年
ま

で
の
漢
文
体

の
日
記

で
あ

る
。
そ

の
内
容
は
、
本
書

「解
題
」

及
び

「
依
田
学
海

の
愛
妾
瑞
香
と
そ

の
家
族
」
(
「
文
学
」

昭
60

・
3
)

に
詳

し

い
の
で
省
略
す

る
が
、

一
読
、
種

々
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
れ

は
、
ま
ず
第

一
に
、
「
一
身

に
し

て
二
生
を
経
る
」
こ
と
に
な

っ
た
人
間

の
精
神
性

の
問
題

で
あ

る
。
福
沢
諭

吉
は
、
「
二
生
を
経
る
」
幸

運
を
い

っ
て
い

る

の
だ
が
、

そ

の
た
め
に
は
強
靱
な
精
神
が
必
要

で
あ

っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で

も
な

い
。
彼

ら
に
と

っ
て
明
治
新
時
代
と
は

一
体

何
だ

っ
た
の
か
。
成
島
柳
北

の

「新
時
代

に
お

け
る
ー

有
効
性
」
は
、
前
田
愛
氏

に
よ

っ
て
す

で
に
評
価

さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
依
田
学
海
は
今
か
ら
で
あ
る
。
柳
北

ほ
ど
新
時
代

を
相
対
化

で
き
な
か

っ
た
学
海

の
場
合
は
お

の
ず
と
別

の
視
点

が
必
要

で
あ

ろ

う
。

や
や
遅
れ

て
き
た
幸
田
露
伴
評
価

に

つ
い

て
は
、
西
欧
型

の
近
代
と

は
別

の

「
も

う
ひ
と

つ
の
近
代
」
の
視
点
が
猪
野
謙

二
氏

に
よ

っ
て
示
さ
れ

て
い
る
。

夏
目
漱
石

に

つ
い
て
も
そ

の

「
反
近
代
」
を

い
う
三
好
行
雄
氏

の
視
点
が
あ

る
。

こ
れ

ら
の
、
「
西
欧
を
基
準

に
し

て
そ
の
歪

み
を
正
す
と

い
う
上
昇
志
向
」
の
近

代
と

は
別

の

「
も
う

ひ
と

つ
の
近

代
」

の
系
列

に
、
学
海

は
、
組
み
込
ま
れ
う

る
か
ど
う
か
。

そ
し

て
、

こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
戦
後
文
学
を
検
討
す

る
際

に
も
、
あ

る
示
唆
を
与

え

て
く

れ
る
。
明

治
維
進

と
敗
戦

と
を

パ
ラ

レ
ル
に
並

べ
て
し

ま
う

こ
と
は
諺
り
も
あ
ろ
う
が
、
戦
後
を
拒
否
し
た
と

こ
ろ
に
自
己

の
文
学
を

置

い
た
作
家
も
い
た
が
、

い
わ
ゆ
る
戦
後

に
多
く

の
文
学
者
達
が
み
ご
と

に
順

応

し

て
い
く
。

つ
ま
り
戦
後

の
新
時
代

に
乗
り
遅
れ
ま

い
と
す
る
精
神

の
類
型

を
明
治
に
も
見

る
こ
と
が
で
き

る
。

第

二
に
、
漢
詩
文

に
よ
る
表
現

の
問
題

で
あ
る
。
文

学
者

は
文
体
を
選

ん
だ

瞬
間

に
す

べ
て
が
決
定
さ
れ

て
い
る
。
漢
詩
文

と
い
う
、

日
本
語

で
も
中
国
語

で
も
な

く
、

ま
た
、

日
本
語

で
も
中
国
語

で
も
あ
る
文
体
を
明
治
と

い
う
激
変

の
時
代

に
な
お
選
ん
だ
と

い
う

こ
と
は
も

っ
と
考

え
ら
れ
て
よ
い
。
学
海
が
、

妾
宅

に
お
け

る
日
記

の
文
体
に
漢
文
体

を
選

ん
だ
と

い
う
こ
と

は
、
お

そ
ら
く

虚
構
意
識

で
あ

ろ
う
。
そ

の
こ
と
は
、

こ
の
日
記

に
書

い
て
あ

る
こ
と
が
嘘

で

あ

る
と

い
う
意
味

で
は
な

い
。
退
屈

な
ぐ
ら

い
、

い
わ
ゆ
る
事
実

の
羅
列

で
あ

「
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る
。
毎
年
、
梅

の
遅
速
を
愛
し
、
桜

の
散

る
の
を
恨
み
、
柳
架

の
動
き
に
目
を

見
張

る
。

そ
れ
ら
が
毎
年

ま

る
で
判

で
押

し
た
よ
う

に
書

き
連

ね
ら
れ

て
い

る
。

そ
こ
に
、
学
海

の
秩
序
感
覚
が
読
み
と
れ
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、

た
く

ま

ぬ
抵
抗

の
姿
勢
が
読
み
と
れ
る

の
で
あ
る
。
そ

の
意
味

で
、
学
海

の
関
心

が
、

滅
び
ゆ
く
旧
幕
臣

に
あ

っ
た

こ
と
は
ま
ち
が

い
が
な
い
。

た
と
え
ば
、
成
島
柳

北

の
死
や
、
そ

の
後

の
そ

の
家
族

の
零
落
ぶ
り
は
克

明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
漢

文
体

で
書
か
れ
た
事
実

と

い
う
虚
構

の
中
に
、
学
海

が
、
押

し
寄

せ
る
波
か
ら

自
己
及
び

一
族

の
生
を
守
り
ぬ

い
て
い
る
の
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ

る
。

第
三

に
考
え

さ
せ
ら
れ

る

の
は
、
近

代
文
学

と
儒
学
思
想

と

の
関
係

で
あ

る
。

こ
れ
は
、
近
代
文
学

の
研
究

の
中

で
全

く
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど
考
慮
さ
れ

ず

に
き
た
。
そ
れ
は
、
儒
学

と
く
に
朱
子
学

が
勧
懲
主
義

で
あ

っ
た
こ
と

は
否

定

で
き
な

い
の
で
、

た
と
え
ば
、
馬

琴

の
勧
懲
思
想

は
、
坪
内
迫
遙

に
よ

っ
て

否
定

さ
れ
、
そ

の
た
め
、
近
代
文
学

の
立
脚
点

を
儒
学

の
否
定

の
h

に
お

い
て

き
た
.

つ
ま
り
、

明
治

の
近

代
文

学
は
儒
学
思
想
を
否
定
な

い
し

は
克
服
し
た

も

の
と
み
な
し

て
し
ま

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、

、
一百
年
以
ヒ
も

日
本
人

の
精
神

を
支

え

て
き
た
思
想

が

一
朝

一
夕

で
消

え
去

る
は
ず

は
な

い
。
た
と
え

ば
馬
琴

を
否

定
し
た
迫
遙

の
中

に
も
儒
学
的
発
想

は
根
強
く
残

っ
て
い
る
し
、

二
葉
亭

四
迷

は
、

ロ
シ
ア
の
ベ
リ

ン
ス
キ
ー
な
ど
の
観
念
論
美
学
を
摂
取
す

る

に
際

し
、

用
語
も
概
念

も
儒
学

の
も
の

で
行

っ
た
ふ
し
が
あ

る
。

依

田
学

海

に
、

明
治
三
十
年

ご
ろ
ま

で
で
は
あ
る
が
、
あ
れ

ほ
ど
序
文
や
碑

文
を
乞

う
人
が
多

か

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
学
海
が

一
つ
の
権
威

で
あ

っ
た
か

ら

で
あ
ろ
う
。
そ
の
権
威

が
儒
学
的
教
養

の
与

え
る
精
神

の
安
定
性

に
あ

っ
た

で
あ
ろ
う

こ
と
は
容
易

に
想
像

が

つ
く
。

こ
の
妾
宅

日
記

に
よ

っ
て
も
、
学
海

の
修
身

・
斉
家

ぶ
り
は
み
ご
と
で
あ
る
。
勿
論
、

そ
の
修
身

の
中

に
も
斉
家

の

中

に
も
蓄
妾

の
矛
盾
意
識

は
な
い
。

た
だ
、
学
海

は
、

そ
の
修
身
と
斉
家
と
が

治
国
と
結

び

つ
く
位
置

に
は
明
治
十
八
年
以
降

は
お
か
れ
て
い
な

い
。
あ
え

て

い
え
ば
、
官
を
辞
し
た
十
八
年
以
降

は
、
文
学

・
演
劇

が
治
国

で
あ

っ
た
。

こ

の
よ
う
な
学
海
が
権
威

で
あ
り
続

け
た
と
い
う
こ
と

は
、
明
治

に
な

っ
て
も
儒

教
的
世

界
観

や
倫

理
観

が
な
お
権
威

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
を
物
語

っ
て
い

る
。
国
家
も
儒
教
を
復

活
さ
せ

て
い
る
。
現
在
、
中
国
を
中
心
と
す
る
東

ア
ジ

ア
の
儒
教
文
化
圏

の
近

代
的

現
代
的
意
義

が
再
評
価

さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。

そ

の
よ
う
な

こ
と
も
考
慮

す
れ
ば
、

わ
が
国

の
近
代
文
学
を
み
る
場

合
、

こ
こ

に
視
点
を
お
く

こ
と
も
あ
な
が
ち
時
代
錯
誤
と

は
い
え
な

い
の
で
あ
る
。

最
後

に
、
本
書

を
読

ん

で
つ
く
づ

く
と
考
え

さ
せ
ら
れ
た

こ
と
は
、
文
学
研

究
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
で
あ
る
。
今
井
源
衛
先
生
か
ら
は
、
韓
国
出

張
中

に
、

こ
の
日
記
を
国
立
中
央
図
書
館

で
発
見
な

さ

っ
た
由
を
お
う
か
が

い
し
た
記
憶

が
あ
る

の
で
、
そ
れ
は
昭
和

五
十
八
年

の
夏
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
か

ら
刊
行
ま

で
実
に
四
年
間

が
経
過
し

て
い
る
。

み
よ
う

に
よ

っ
て
は
、
た
か
が

妾
宅

で
の
日
記

で
あ
る
。
失
礼

な
が
ら
必
ず
し
も
お
若
く
な

い
先
生

が
、

そ
れ

に
四
年
間
を
か
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、

一
体
ど
う

い
う
意
味
を
も

つ
の
か

考
え
さ
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

本
書

の
内
容
を
批
評
す

る
の
は
や
さ
し

い
。
依
田
学
海
自
体
が

一
先
行
者

に

す
ぎ
な

い
。

そ
れ
に
、

こ
の
日
記

に
出

て
く
る

そ
の
交
友
関
係

に
よ

っ
て
新

た

に
明
治
文

学
史

が
大

き
く
書

き
か
え
ら

れ
る

こ
と

は
あ

る
ま

い
と
。
お

そ
ら

く
、
そ

の
批

評
は
正

し
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書

の
刊
行

に
よ

っ

て
今
ま

で
分
ら
な

か

っ
た

こ
と
が

一
つ
、
分

っ
た
と

い
う

こ
と

は
事

実

で
あ

る
。

そ
れ

で
い
い
で
は
な
い
か
、
と

い
う
実
感
が
、
五
百
頁
を
越
す
本
書

を
閉

じ
た
時
に
膨

灘
と
浮

か
ん
で
く

る
の
で
あ

る
。

(今

井
源
衛
校
訂

『
依

田
学
海
墨
水
別
駆
雑
録
』
昭
和
六
十
二
年

四
月

一
日

吉

川
弘
文
館
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