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評
書

藤
村
　
禅
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「
楠
本
碩
水
伝
」

疋

田

啓

佑

　
本
書
は
幕
末
平
戸
藩
の
儒
者
楠
本
碩
水
の
伝
記
で
あ
る
。
著
者
は
「
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
そ
の
名
天
下
に
能
く
、
遠
く
青

森
．
新
潟
．
水
戸
か
ら
も
笈
を
負
ふ
て
、
こ
の
僻
隙
の
地
、
針
尾
島
に
来
り
学
ぶ
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
で
は
郷
土
の
一

部
の
人
以
外
に
は
殆
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
伝
記
も
学
問
内
容
も
、
ま
た
そ
の
業
績
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
、
今
日

に
至
っ
て
い
る
の
を
、
郷
土
の
後
黙
止
し
て
、
こ
の
こ
と
を
遺
憾
と
し
、
こ
の
偉
大
な
郷
土
の
先
輩
の
業
績
を
明
ら
か
に
し
て
後
世
に
伝

え
る
の
は
、
後
輩
の
果
さ
ね
ば
な
ら
な
い
責
務
で
あ
る
」
　
（
前
が
き
）
と
い
う
目
的
で
執
筆
さ
れ
た
。
碩
水
の
兄
楠
本
端
山
に
関
し
て
は
、

岡
田
武
彦
先
生
の
「
楠
本
端
山
」
　
（
昭
和
鈎
年
、
空
文
館
刊
）
に
、
端
山
の
伝
記
と
学
問
、
そ
し
て
近
世
儒
学
史
上
の
位
置
づ
け
が
成
さ

れ
て
い
る
が
、
碩
水
に
関
し
て
は
端
山
と
並
称
さ
れ
る
だ
け
で
、
、
碩
水
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
研
究
は
な
い
の
で
あ
る
。
強
い
て
挙
げ
る
な

ら
、
高
瀬
代
次
郎
の
「
佐
藤
一
斎
と
そ
の
門
人
」
　
（
大
正
1
1
年
南
陽
堂
刊
）
の
門
人
の
中
に
数
窯
業
を
の
ぞ
か
せ
る
程
度
で
、
日
本
思
想

史
や
儒
学
史
に
略
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
※
－
そ
の
理
由
は
、
明
治
以
来
の
文
明
開
化
・
欧
化
主
義
の
風
潮
に
合
わ
な
か
っ

た
こ
と
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
彼
ら
幕
末
維
新
の
蔵
王
学
者
が
、
中
国
、
明
智
の
思
想
家
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
彼
ら
明
末
の
思
想
家

の
学
問
は
、
朱
子
学
を
通
過
し
た
上
で
陽
明
学
に
入
り
、
そ
の
陽
明
学
の
欠
陥
を
超
克
し
た
中
か
ら
生
れ
た
。
実
践
的
心
的
性
格
を
持
っ

た
め
非
常
に
究
め
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
「
楠
本
碩
水
伝
」
が
完
成

し
た
こ
と
を
喜
び
た
い
。

‘
本
書
は
、
碩
水
の
一
生
を
十
九
章
に
分
け
、
年
代
順
に
項
目
を
立
て
て
叙
述
し
て
い
る
。
概
略
を
述
べ
る
と
、

　
一
、
家
系
と
生
ひ
立
ち
　
楠
木
家
は
河
内
の
楠
木
氏
の
後
景
と
さ
れ
、
江
戸
の
元
禄
頃
か
ら
家
系
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
肥
前
国

針
尾
村
に
住
し
て
農
業
を
営
む
中
に
庄
屋
を
務
め
、
祖
父
丈
助
が
士
分
に
と
り
た
て
ら
れ
ろ
。
碩
水
は
冷
害
次
右
衛
門
の
第
三
子
と
し
て
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生
れ
た
。
幼
名
謙
三
郎
、
名
は
孚
嘉
、
字
は
奮
励
。
号
は
碩
水
、
又
天
逸
と
も
言
っ
た
。
兄
に
確
蔵
（
号
端
山
）
と
慶
四
郎
（
節
斎
）
、

そ
し
て
弟
に
猪
吉
（
号
松
野
）
、
も
う
一
人
の
弟
は
天
醸
し
た
。
幼
い
頃
は
近
藤
新
右
衛
門
に
四
書
を
習
う
。
維
新
館
教
授
佐
々
聖
堂
（

佐
藤
一
斎
の
門
人
）
の
養
子
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
後
年
復
姓
し
て
い
る
。

　
二
、
遊
学
e
　
端
山
が
九
州
内
の
儒
者
を
巡
っ
た
の
に
な
ら
っ
て
、
佐
賀
の
草
場
現
川
、
熊
本
の
木
下
韓
村
、
日
田
の
広
瀬
淡
窓
な
ど

を
訪
れ
て
い
る
。

　
三
、
遊
学
O
　
再
度
熊
本
へ
行
き
、
木
下
韓
村
、
横
井
小
楠
、
月
田
蒙
斎
ら
を
訪
れ
学
を
受
け
た
。
月
田
蒙
斎
は
碩
水
に
最
も
大
き
い

感
化
を
与
え
た
崎
門
派
の
儒
者
で
あ
る
。

　
四
、
遊
学
θ
　
江
戸
に
出
て
佐
藤
一
斎
の
門
に
入
り
、
ま
た
一
斎
の
高
弟
大
橋
訥
庵
の
門
に
も
入
る
が
、
そ
こ
で
学
ぶ
よ
り
も
、
同
門

の
人
々
と
の
交
友
に
よ
り
切
磋
し
、
ま
た
江
戸
へ
の
往
復
の
途
中
で
精
力
的
に
各
地
の
儒
者
、
東
沢
潟
、
吉
村
秋
陽
、
池
田
草
庵
、
春
日

潜
庵
ら
を
訪
問
、
貧
欲
に
学
ぶ
べ
き
も
の
を
吸
収
し
た
。
碩
水
は
師
の
大
橋
脂
汗
を
あ
ま
り
好
ま
し
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の

は
訥
庵
の
政
治
的
運
動
、
就
中
頼
三
樹
三
郎
の
遺
髪
を
収
毒
し
た
こ
と
を
売
名
行
為
と
解
釈
し
、
ま
た
春
日
潜
庵
が
王
事
に
奔
走
し
た
こ

と
も
功
利
的
と
評
し
て
嫌
っ
た
。
訥
庵
は
端
山
と
の
関
係
も
あ
っ
て
、
碩
水
を
諄
諄
と
諭
し
て
い
る
が
、
碩
水
は
後
年
に
な
る
ま
で
訥
庵

の
真
意
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
碩
水
は
師
を
見
出
す
べ
く
、
学
問
の
本
質
を
蒙
斎
に
問
う
て
い
る
。
そ
し
て
江
戸
遊
学
の
帰
途
、
大
阪

の
尼
崎
修
斎
か
ら
三
宅
尚
斎
の
講
義
や
直
万
の
書
を
進
呈
さ
れ
、
門
門
学
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
碩
水
が
崎
門
学
を
自
分
の
学
と
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
尼
崎
修
斎
の
お
蔭
だ
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
崎
門
の
儒
者
金
子
霜
山
を
も
訪
う
て
い
る
。

　
五
、
端
山
へ
の
影
響
　
碩
水
は
平
戸
に
帰
り
、
維
新
館
の
教
授
見
習
と
な
り
、
そ
こ
で
崎
門
学
を
唱
え
た
。
兄
の
端
山
は
明
末
の
儒
者

高
肇
竜
の
学
を
修
め
、
崎
門
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
た
が
、
碩
水
か
ら
影
響
さ
れ
て
崎
門
に
共
鳴
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
六
、
名
分
論
　
豊
前
小
倉
藩
の
後
嗣
に
小
笠
原
敬
譲
が
候
補
と
さ
れ
た
の
に
、
敬
斎
は
固
辞
し
て
木
曽
山
中
に
逃
げ
た
事
件
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
き
端
山
や
吉
村
秋
陽
は
、
敬
斎
の
功
利
に
走
ら
ぬ
身
の
処
し
万
に
対
し
賞
賛
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
碩
水
は
名
分
に
よ
る
出
処

進
退
の
方
か
ら
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
崎
門
学
で
も
、
浅
見
綱
斎
や
若
林
強
斎
ら
の
、
君
主
は
天
皇
一
人
、
将
軍
大
名
も
庶
民
と
同
じ

く
一
つ
と
い
う
考
え
を
、
碩
水
や
敬
斎
は
受
け
継
ぎ
、
　
「
二
君
に
仕
え
ず
」
と
い
う
出
処
進
退
の
在
り
万
を
持
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ

碩
水
は
諸
般
の
事
情
か
ら
平
戸
藩
に
仕
え
て
い
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
大
名
に
仕
え
る
の
を
潔
し
と
し
な
い
思
想
で
あ
っ
た
。
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七
、
月
田
蒙
斎
と
の
交
渉
蒙
斎
は
崎
門
の
道
統
を
継
ぐ
者
と
し
て
小
笠
原
潔
斎
を
考
え
て
い
た
が
、
敬
斎
が
急
死
し
た
た
め
、
端
山
、

碩
水
兄
弟
に
托
す
こ
と
に
し
て
、
千
手
廉
斎
か
ら
受
け
た
遺
書
を
二
人
に
贈
り
、
斯
道
後
継
者
た
ら
ん
こ
と
を
依
頼
し
た
。
崎
門
の
道
統

は
次
の
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
山
崎
闇
斎
↓
三
宅
尚
斎
↓
久
米
訂
斎
↓
宇
井
黙
斎
↓
千
手
廉
斎
↓
千
手
旭
山
↓
月
田
蒙
斎
↓
楠
本
端
山
・
碩
水

　
八
、
桜
鉛
書
院
　
端
山
碩
水
兄
弟
は
自
分
ら
の
理
想
の
学
問
（
正
室
）
を
興
す
必
要
で
桜
難
書
院
を
建
て
、
崎
門
流
の
学
問
を
講
義
し

指
導
し
た
。

　
九
、
小
倉
・
佐
賀
へ
の
旅
行
　
　
十
、
三
条
公
へ
の
上
書
　
　
十
一
、
上
京
　
　
以
上
三
章
を
ま
と
め
て
述
べ
る
。
藩
命
に
よ
り
日
本

の
国
内
の
状
況
を
調
べ
る
た
め
旅
行
に
出
る
。
ま
た
福
岡
藩
の
尊
王
派
と
俗
論
派
の
党
争
を
調
停
し
に
行
き
、
旧
友
土
万
等
親
と
会
い
、

そ
の
関
係
で
三
条
実
美
公
に
謁
す
。
ま
た
幕
府
と
長
州
の
戦
雲
急
で
あ
り
、
急
変
の
日
本
の
状
況
に
ど
う
対
処
す
る
か
、
諸
国
の
情
勢
の

調
査
を
す
る
。
王
事
の
た
め
に
尽
す
か
、
幕
府
に
つ
く
か
、
端
山
は
そ
の
面
で
下
問
を
受
け
る
が
、
碩
水
は
重
要
な
関
係
は
し
て
い
な
い
。

こ
の
あ
た
り
の
歴
史
情
勢
は
、
歴
史
家
と
し
て
の
著
者
の
力
量
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
詳
細
を
極
め
て
い
る
。

　
十
二
、
王
政
復
古
　
平
戸
藩
は
こ
の
歴
史
的
転
換
に
立
ち
後
れ
を
す
る
。
引
き
続
き
成
さ
れ
た
版
籍
奉
還
に
つ
い
て
端
山
は
、
封
建
制

度
を
改
め
る
こ
の
や
り
方
に
つ
い
て
行
け
ず
、
こ
の
こ
と
を
不
可
と
し
て
説
く
が
、
碩
水
は
反
対
に
版
籍
奉
還
し
郡
県
制
を
主
張
し
て
い

た
。
こ
れ
は
当
時
の
儒
者
に
は
珍
ら
し
い
時
流
を
抜
い
た
卓
説
で
あ
る
と
著
者
は
碩
水
を
大
い
に
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
碩
水
は
名
分

論
で
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇
の
下
に
仕
え
る
立
場
で
あ
っ
た
（
陣
門
尊
王
説
）
の
で
、
主
公
か
ら
家
禄
を
賜
わ
っ
た
の
を
辞
退
、
諸

公
の
心
証
を
害
し
、
世
間
の
非
難
を
あ
び
た
が
、
こ
れ
こ
そ
彼
の
思
想
の
実
践
で
あ
る
。

　
十
三
、
隠
棲
　
碩
水
の
理
想
と
す
る
時
代
が
到
来
し
た
が
、
先
を
見
こ
し
て
隠
棲
、
こ
の
理
由
に
つ
き
著
者
は
「
碩
水
伝
」
の
中
の
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

然
れ
ど
も
道
の
行
は
れ
ざ
る
、
先
生
早
く
已
に
こ
れ
を
知
る
」
と
い
ヶ
語
か
ら
推
測
し
、
功
利
的
世
界
の
出
現
が
、
道
の
世
界
か
ら
は
な

れ
て
い
く
こ
と
を
予
測
し
て
の
こ
と
と
す
る
。
そ
の
傍
証
と
し
て
池
田
草
庵
の
書
簡
の
中
に
同
様
の
考
え
を
見
出
し
て
い
る
。
碩
水
は
隠

棲
し
て
梅
林
山
荘
で
子
弟
を
教
育
、
明
治
七
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
世
俗
と
一
切
遮
断
し
た
生
活
を
し
て
い
る
。

　
十
四
、
鳳
鳴
書
院
　
端
山
、
碩
水
兄
弟
は
平
戸
か
ら
針
尾
に
帰
り
、
こ
こ
に
門
弟
の
脇
力
を
得
て
争
鳴
書
院
を
建
て
る
。
そ
こ
に
学
ん

だ
門
人
菅
沼
貞
風
、
岡
彪
邨
（
直
養
・
次
郎
）
、
貞
万
士
精
（
弥
三
郎
・
研
）
な
ど
の
事
績
、
鳳
鳴
書
院
の
教
育
上
の
功
績
を
述
べ
て
い
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る
。　

十
五
、
並
木
志
水
と
の
論
争
　
訥
殺
鼠
の
並
木
栗
水
が
理
気
及
び
性
論
に
つ
い
て
、
程
明
道
の
思
想
を
汲
み
入
れ
て
朱
子
の
立
場
を
固

守
す
る
碩
水
と
論
争
し
た
。
こ
の
論
争
に
伴
な
い
崎
門
の
神
道
、
陳
北
野
に
つ
い
て
も
論
争
し
た
が
、
後
者
は
碩
水
説
き
ふ
せ
ら
れ
、
そ

の
つ
い
で
に
碩
水
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
栗
水
が
師
の
「
大
橋
童
蒙
伝
」
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　
十
六
、
身
辺
雑
事
　
友
人
達
も
次
々
と
死
に
碩
水
も
晩
年
を
迎
え
、
課
題
で
あ
っ
た
「
日
本
道
学
淵
源
録
」
の
校
正
増
補
を
思
い
立
っ

た
。　

十
七
、
内
田
周
平
と
の
交
わ
り
　
当
時
第
五
高
等
学
校
の
教
師
だ
っ
た
内
田
周
平
が
碩
水
を
何
度
も
訪
れ
、
碩
水
か
ら
教
え
を
受
け
る

と
と
も
に
、
碩
水
も
周
平
か
ら
受
け
る
も
の
が
多
く
、
崎
門
学
の
振
興
に
努
力
す
る
周
平
に
期
待
を
か
け
た
。
周
平
は
孝
養
の
た
め
熊
本

を
離
れ
．
後
東
京
大
学
に
奉
職
、
「
．
碩
水
の
晩
年
の
精
神
生
活
を
充
実
さ
せ
た
。

　
十
八
、
晩
年
　
門
弟
が
八
十
を
賀
し
て
図
書
室
を
建
て
て
碩
水
に
贈
る
。
そ
れ
に
守
待
（
雷
撃
待
後
）
室
と
名
づ
け
た
。

　
十
九
、
碩
水
遺
著
の
出
版
と
岡
彪
邨
碩
水
の
死
を
契
機
に
、
弟
子
が
協
力
し
て
遺
著
を
出
版
、
特
に
岡
直
養
の
自
己
を
犠
牲
に
し
て

の
熱
意
が
遺
書
の
全
出
版
を
完
成
さ
せ
た
。

　
全
篇
、
歴
史
家
で
あ
る
著
者
の
資
料
を
駆
使
し
た
詳
細
な
碩
水
の
伝
記
で
あ
る
。
す
で
に
岡
直
養
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
「
碩
水
先
生

鯨
稿
」
　
「
朱
理
合
編
」
　
「
碩
水
日
記
」
　
「
過
庭
三
悪
」
や
「
幕
末
維
新
朱
子
学
者
書
簡
集
」
　
（
「
朱
子
学
大
系
」
所
収
）
は
勿
論
の
こ
と

楠
本
家
所
蔵
の
未
刊
の
書
簡
や
弟
子
貞
方
弥
三
郎
の
貞
方
家
所
蔵
書
簡
な
ど
、
一
般
に
未
公
開
の
資
料
を
も
披
露
し
て
説
か
れ
て
い
る
点

は
、
碩
水
の
伝
記
と
し
て
他
の
追
随
を
許
さ
ぬ
も
の
に
な
る
と
思
う
。

　
本
書
中
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
碩
水
の
交
友
関
係
で
あ
る
。
朱
子
学
者
の
栗
水
は
当
然
で
あ
る
が
、
池
田
草
庵
、
春
日
潜
庵
、
吉
村

秋
陽
、
東
沢
潟
ら
の
陽
明
学
者
と
の
深
い
交
り
で
あ
る
。
彼
の
奉
ず
る
朱
子
学
に
相
対
す
る
に
拘
わ
ら
ず
、
特
に
草
庵
や
沢
潟
と
の
書
信

の
往
復
は
死
ぬ
ま
で
続
く
親
密
さ
で
あ
る
。
碩
水
は
、
学
問
の
異
同
得
失
は
互
に
問
は
ず
、
そ
の
信
ず
る
所
を
尊
重
し
て
交
わ
り
を
続
け

尤
。
．
こ
の
生
き
万
は
相
手
の
立
場
を
認
め
る
大
き
い
入
間
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
学
問
へ
の
真
摯
な
七
度
と
師
弟
愛
の
深
さ
で
あ
る
。
晩
年
内
田
周
平
（
号
、
遠
湖
）
が
五
高
を
辞
職
し
た
後
も
、
碩
水
に
文
章
の

添
削
や
書
物
の
批
評
を
依
頼
し
て
い
る
。
当
時
碩
水
は
眼
疾
の
た
め
読
書
に
も
不
自
由
を
覚
え
て
い
る
の
に
右
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
一
つ
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一
つ
丁
寧
に
応
じ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
碩
水
か
ら
周
平
に
も
学
問
上
の
問
題
の
調
査
を
依
頼
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
碩
水
が
常
に

問
題
に
し
て
い
る
の
は
学
者
の
出
処
進
退
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
碩
水
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
該
博
な
知
識
の
所
有
者
で
も
、
出
処
進
退
に

欠
け
る
も
の
が
あ
る
の
は
真
の
学
者
と
し
て
認
め
が
た
い
。
そ
こ
に
学
問
と
人
間
の
生
き
方
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
左
書
邨
（
次
郎
・
直
養
）
・
貞
万
士
精
（
弥
三
郎
・
研
）
と
の
師
弟
愛
も
美
し
い
。
特
に
岡
彪
邨
が
恩
師
の
遺
志
を
継
ぐ
の
に
全
生
涯

を
賭
け
、
そ
こ
に
立
命
の
境
地
を
見
出
す
魂
の
美
し
さ
、
さ
わ
や
か
さ
は
胸
を
打
つ
。
師
の
全
遺
著
を
出
版
し
、
師
の
業
績
を
永
く
世
に

伝
え
る
と
と
も
に
、
日
本
の
道
義
の
回
復
を
願
っ
た
。
そ
し
て
「
先
生
畢
生
貧
に
安
ん
ず
。
弟
子
そ
の
書
を
公
に
せ
ん
と
欲
し
て
富
人
の

門
を
叩
か
ば
、
則
ち
先
生
必
ず
こ
れ
を
喜
こ
ぼ
ざ
ら
ん
。
直
養
因
っ
て
衣
を
縮
め
、
食
を
節
し
て
、
わ
ず
か
に
以
て
こ
れ
を
成
し
、
且
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
て
そ
の
罪
万
一
を
償
は
ん
と
欲
す
」
　
（
P
3
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
の
全
財
産
を
投
じ
、
自
分
の
生
活
を
切
り
つ
め
て
師
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

遺
著
の
出
版
に
力
を
注
ぐ
姿
は
感
動
的
で
、
現
代
の
若
い
人
々
に
読
ん
で
ほ
し
い
姿
で
あ
る
。

　
最
後
に
本
書
に
つ
い
て
望
む
点
を
二
、
三
挙
げ
て
み
た
い
。
内
容
の
詳
細
さ
と
深
さ
か
ら
す
れ
ば
、
幕
末
の
儒
者
を
研
究
し
た
専
門
的

書
物
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
碩
水
の
思
想
に
つ
い
て
は
些
か
不
満
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
碩
水
の
思
想
を
形
成
す
る
根

抵
に
あ
る
朱
子
学
は
、
崎
門
学
派
の
そ
れ
で
あ
り
、
石
門
学
に
お
い
て
は
朱
子
か
ら
直
接
と
い
う
よ
り
も
、
朝
鮮
の
儒
学
者
立
退
渓
を
※

2
通
し
て
の
朱
子
学
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
研
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
碩
水
に
お
い
て
も
※
3
そ
れ
は
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら

碩
水
に
お
け
る
李
退
渓
、
君
門
を
通
過
し
た
朱
子
学
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
。
そ
の
面
の
追
求
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

並
木
栗
水
と
の
理
気
論
や
名
分
論
だ
け
で
は
、
碩
水
の
思
想
と
し
て
は
不
十
分
と
言
え
よ
う
。
ま
た
名
分
論
は
、
碩
水
の
場
合
は
浅
見
綱

斎
や
若
林
強
斎
の
考
え
を
受
け
つ
い
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
月
田
蒙
斎
か
ら
つ
な
が
る
君
門
の
道
統
は
三
宅
尚
斎
の
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

と
す
る
と
急
落
の
考
え
を
碩
水
は
ど
う
把
え
て
い
る
の
か
、
更
に
付
け
加
え
る
と
碩
水
は
明
末
の
陽
明
学
者
※
4
湯
急
雨
の
学
を
好
ん
だ

と
（
「
東
沢
潟
の
書
簡
」
）
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
思
想
的
意
味
を
持
つ
の
か
等
。
し
か
し
碩
水
の
伝
記
を
中
心
と
す
る
こ
の
書
に
そ

こ
ま
で
求
め
る
の
は
酷
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
書
の
形
態
的
面
か
ら
二
、
三
述
べ
る
と
沸
文
献
表
の
整
備
や
書
簡
の
う
ち
未
公
開
の
も
の
の
所
在
や
参
考
文
献
か
ら
の
引
用
の
注
記

な
ど
も
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
書
を
現
代
の
読
者
層
に
普
及
さ
せ
、
碩
水
先
生
の
遺
業
を
広
く
知
ら
し
め
よ
う
と
す
る
な
ら

現
代
仮
名
遣
い
と
当
用
漢
字
の
使
用
を
望
み
た
い
。
ま
た
漢
文
な
ど
も
返
り
点
が
つ
い
て
い
る
の
と
っ
か
な
い
の
と
不
揃
い
の
が
あ
る
よ
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り
は
、
い
っ
そ
書
き
下
し
文
か
現
代
訳
に
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
文
の
平
易
さ
に
比
べ
て
、
引
用
文
は
相
当
難
解
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
点
を
挙
げ
た
か
ら
と
て
こ
の
書
の
価
値
に
は
何
ら
影
響
は
な
い
と
思
う
。

　
碩
水
先
生
は
「
こ
れ
と
言
っ
て
顕
著
な
功
績
も
残
さ
れ
な
か
っ
た
。
言
わ
ば
平
凡
な
田
舎
学
者
の
一
生
で
あ
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
内
面
の
世
界
に
立
ち
入
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
外
面
的
な
生
活
の
平
凡
さ
か
ら
は
、
凡
そ
想
像
も
で
き
な
い
精
神
の
た
．
ゆ
む
こ

と
な
き
苦
闘
の
連
続
が
あ
り
、
そ
し
て
遂
に
人
間
精
神
の
到
り
得
る
最
高
の
境
地
ま
で
極
め
た
学
者
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
学
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
そ
の
社
会
的
地
位
や
世
間
的
名
声
で
以
て
評
価
す
る
こ
と
程
馬
鹿
げ
た
滑
稽
は
な
い
」
　
（
P
3
2
）
と
い
言
う
。
し
か
し
現
代
社
会
は
そ

の
馬
鹿
げ
た
評
価
を
し
て
い
る
面
も
あ
る
。
そ
う
い
う
面
か
ら
も
現
代
の
、
こ
れ
か
ら
日
本
を
築
く
若
者
達
に
読
ま
れ
る
べ
き
、
ま
た
読

ん
で
ほ
し
い
本
で
あ
る
。
　
「
崎
門
朱
子
学
の
本
領
は
己
れ
の
た
め
の
学
を
以
て
学
問
の
本
質
と
し
た
」
の
だ
が
、
そ
の
考
え
を
実
践
篤
行

し
た
の
が
楠
本
碩
水
で
あ
る
。
こ
の
人
の
人
と
な
り
と
実
践
の
記
録
で
あ
る
本
書
は
、
現
代
の
軽
挑
浮
薄
な
時
代
に
ず
し
り
と
重
み
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

※
・
舞
類
に
は
「
近
世
漢
学
者
鱗
毒
典
」
（
関
儀
一
郎
・
関
藷
編
）
「
漢
学
者
伝
記
及
著
述
集
覧
」
（
小
川
貫
道
編
）
「
漢

　
　
学
者
伝
記
集
成
」
　
（
竹
林
貫
一
編
）
な
ど
、
ま
た
西
村
天
囚
の
「
九
州
巡
礼
」
　
（
大
阪
朝
日
新
聞
）
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
新
ら

　
　
し
く
は
笠
井
助
治
著
「
近
世
藩
校
に
お
け
る
学
統
学
派
の
研
究
」
　
（
吉
川
弘
文
館
）
P
6
8
こ
れ
が
引
用
す
る
も
の
は
「
長
崎
県
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
6

　
　
伝
」
　
（
未
見
）

※
2
阿
部
吉
雄
著
「
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
」
（
東
大
出
版
会
）
全
般
的
に
わ
た
っ
て
。

※
3
同
右
書
P
銅
「
碩
水
先
生
遺
書
」
・
P
鰯
r
鰯
「
碩
水
先
生
絵
稿
」
を
引
用
。

　
　
　
岡
田
武
彦
著
「
楠
本
端
山
」
．
（
積
文
館
書
店
）
P
8
9

※
4
　
同
右
書
P
9
3
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