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〈
書
評
〉近

藤
啓
吾
著
『
山
崎
闇
斎
の
研
究
』

牛
　
尾
　
弘
　
孝

　
近
年
、
伊
藤
仁
斎
や
荻
生
但
篠
等
の
研
究
の
隆
盛
に
比
し
て
、
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
崎
門
学
の
研
究
は
、
本
書
に
よ
っ
て
書
誌

学
的
な
面
に
お
い
て
も
、
思
想
的
な
面
に
お
い
て
も
、
着
実
な
進
展
の
基
盤
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
全
篇
を
通
じ
て
詳
細
な
論

究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
内
容
の
要
約
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
評
者
な
り
の
理
解
に
即
し
て
、
以
下
各
篇
ご
と
に
紹

介
し
て
い
き
た
い
（
原
稿
枚
数
の
都
合
上
、
第
二
部
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
）
。

翫つ

先
ず
本
書
の
目
次
を
あ
げ
る
と
左
記
の
如
く
で
あ
る
（
便
宜
上
、
通
し
番
号
を
附
し
た
）
。

序
緒
説
一
本
書
の
論
点
－

　
　
第
一
一
部

の回国四国
『
關
異
』
と
『
周
子
書
』

『
白
鹿
洞
書
院
掲
示
』
の
表
章

『
大
家
商
量
集
』
編
纂
の
目
的
と
そ
の
成
立

『
近
思
録
集
解
』
と
『
西
銘
解
』
の
点
刊

『
西
銘
』
と
三
門
学



因囮㈲の

6
口日園三国肉

H
回国四国

年
譜

索
引蹟

敬
説
の
転
回

『
語
録
辞
義
』
の
発
見

『
玉
講
附
録
』
の
成
立
と
そ
の
意
義

山
崎
闇
斎
と
保
科
正
之

嘉
点
『
論
語
集
註
』
の
研
究

易
学
と
山
崎
闇
斎

『
神
代
巻
記
録
』
の
改
変

『
神
代
巻
記
録
』
に
見
え
る
「
伝
」
に
つ
い
て

心
神
考
－
三
輪
大
神
と
山
崎
闇
斎
一

『
垂
加
草
』
の
開
板

『
風
葉
集
』
の
完
成
と
若
林
強
斎

第
二
部

闇
斎
先
生
の
風
格
－
浅
見
綱
斎
の
記
録
よ
り
1

野
中
兼
山
の
母
　
秋
田
夫
人
の
碑

楠
本
碩
水

平
泉
博
士
と
山
崎
闇
斎

山
崎
闇
斎
先
生
墓
所
修
理
お
よ
び
山
崎
闇
斎
先
生
三
百
年
祭
に
つ
い
て

↑つ

二
　
緒
説
i
本
書
の
論
点



　
副
題
に
、
本
書
の
論
点
と
記
し
て
あ
る
よ
う
に
、
著
者
が
本
書
を
通
じ
て
何
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
か
を
、
六
節
に
分
け
て
述
べ

た
も
の
で
あ
る
Q
そ
れ
は
闇
斎
の
実
像
を
究
明
す
る
と
い
う
一
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
闇
斎
の
学
は
禅
・
朱
子
学
・
神
道
と
三
足
し
て
い
る
。
こ
の
激
烈
な
思
想
遍
歴
の
真
意
は
、
生
前
に
お
い
て
佐
藤
直
方
・
浅
見
綱
斎
等

の
高
弟
達
に
さ
え
も
理
解
さ
れ
ず
、
没
後
は
そ
の
人
物
・
学
問
に
つ
い
て
、
つ
と
に
伝
説
化
権
威
化
が
お
こ
な
わ
れ
、
孫
弟
子
あ
た
り
と

も
な
る
と
す
で
に
強
固
な
偶
像
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
直
方
の
高
弟
・
稲
葉
迂
斎
の
子
で
あ
る
増
嵩
の
著
書
『
先
達
遺
事
』

に
お
い
て
伝
説
化
さ
れ
た
「
門
弟
六
千
人
」
の
呼
称
は
、
そ
の
顕
緒
な
例
と
い
え
る
。
闇
斎
の
研
究
は
こ
の
よ
う
な
伝
説
を
批
判
し
、
闇

斎
の
虚
像
を
打
ち
破
る
こ
と
よ
り
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
虚
像
が
構
成
さ
れ
る
以
前
の
真
実
の
資
料
を
捜
し
だ
さ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
不
十
分
な
た
め
に
、
近
年
に
お
け
る
学
界
の
長
行
を
見
て
も
、
か
え
っ
て
新
た
な
る
虚
像
を
構
成
し
つ
つ
あ

る
。
た
と
え
ば
、
相
良
亨
氏
の
、
闇
斎
は
ほ
と
ん
ど
窮
理
を
説
か
ず
に
た
だ
持
敬
の
み
を
問
題
と
し
た
と
い
う
説
、
平
重
遠
氏
の
、
闇
斎

は
晩
年
に
み
ず
か
ら
の
神
道
に
お
い
て
秘
伝
を
設
け
た
と
い
う
説
、
阿
部
吉
雄
氏
の
、
李
退
漢
学
説
の
闇
斎
へ
の
影
響
を
過
大
視
す
る
説
、

そ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
闇
斎
の
著
書
・
墨
書
・
講
義
録
等
へ
の
厳
密
な
書
誌
学
的
調
査
が
不
十
分
な
う
え
に
、
そ
の
遺
著
の
す
べ
て
に
わ
た
っ

て
精
読
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
来
る
謬
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
さ
ら
に
闇
斎
の
人
物
と
学
問
を
理
解
す
る
の
に
困
難
な
こ
と
は
、

そ
の
学
説
が
し
ば
し
ば
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
変
化
し
て
や
ま
な
い
底
に
、
終
始
一
貫
し
て
変
ら
ぬ

も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
闇
斎
の
生
涯
を
通
b
て
変
ら
ぬ
も
の
は
、
そ
の
孝
子
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
孝
こ
そ
闇
斎

の
本
質
な
の
で
あ
る
。
仏
者
と
し
て
禅
寺
に
あ
っ
た
と
き
も
孝
子
で
あ
り
、
儒
に
帰
し
た
と
き
も
、
神
道
に
帰
し
た
と
き
も
孝
子
で
あ
っ

た
。
闇
斎
の
苦
悩
も
転
回
も
、
こ
の
孝
子
た
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
倫
理
（
朱
子
学
）
も
信
仰
（
垂
領
神
道
）
も
㍉
皇
室

論
も
歴
史
観
も
、
孝
子
た
る
本
質
を
理
解
し
な
け
れ
ば
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
第
一
部

　
日
　
『
關
異
』
と
・
『
周
子
書
』

　
『
關
異
』
は
正
保
四
年
の
春
、
闇
斎
が
三
十
歳
の
と
き
に
成
っ
た
編
纂
書
で
あ
る
。
里
程
子
や
巌
暑
軒
等
の
書
か
ら
の
引
用
も
あ
る
が
、

主
と
し
て
『
朱
子
文
集
』
・
『
朱
子
語
類
』
の
中
よ
り
、
朱
子
の
仏
教
批
判
（
と
り
わ
け
禅
批
判
）
の
語
を
抄
録
し
、
最
後
に
闇
斎
自
身

の
後
記
を
附
し
て
い
る
。
藤
原
幌
窩
・
林
至
聖
等
の
江
戸
初
期
の
学
者
は
、
明
代
に
著
わ
さ
れ
た
『
四
書
大
全
』
・
『
四
要
素
引
』
等
か
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ら
の
孫
引
き
に
よ
っ
て
い
る
が
、
闇
斎
の
『
開
異
』
に
お
い
で
は
じ
め
て
直
接
に
原
典
か
ら
引
用
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
立
言
す
る
と

い
う
学
問
の
正
道
が
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
闇
斎
が
こ
の
書
を
編
纂
し
た
目
的
は
、
か
つ
て
家
を
捨
て
親
を
捨
て
て
禅
林
に
入
っ
た
こ

と
に
対
す
る
苦
悩
と
臓
悔
か
ら
く
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
よ
っ
て
立
つ
べ
き
倫
理
の
綱
常
を
朱
子
の
説
に
よ
っ
て
、
理
論
的
に
も
体
験
的

に
も
深
く
是
認
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
『
周
子
書
』
は
同
じ
く
正
保
四
年
の
五
月
に
成
っ
た
編
纂
書
で
、
周
濾
漢
の
「
太
極
図
」
・
「
太
極
図
説
」
・
「
通
書
」
を
い
つ
れ
も

朱
子
の
註
と
と
も
に
の
せ
、
あ
わ
せ
て
演
漢
の
遺
文
等
を
も
収
め
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
朱
子
の
語
を
『
朱
子
文
集
』
の
中
よ
り
採
録
し
、

最
後
に
闇
斎
自
身
の
践
文
を
附
し
て
い
る
。
闇
斎
が
こ
の
書
を
編
纂
し
た
目
的
は
、
『
漏
電
』
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
た
倫
理
の
綱
常
の
由
っ

て
き
た
る
本
源
を
、
濾
漢
や
朱
子
の
「
理
」
の
哲
学
に
よ
っ
て
説
明
し
、
三
綱
五
常
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
闇
斎
は
、
『
周
子
書
』
を
『
關
異
』
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
ぬ
一
体
不
可
分
の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
に
違
い

な
い
の
で
あ
る
。

　
同
　
『
白
鹿
洞
書
院
掲
示
』
の
表
章

　
慶
安
三
年
の
十
二
月
、
闇
斎
三
十
三
歳
の
と
き
に
、
『
朱
子
文
集
』
巻
七
十
四
よ
り
採
録
し
た
「
白
鹿
洞
書
院
掲
示
」
に
註
解
を
加
え

て
加
点
刊
行
し
た
表
章
書
が
、
『
白
鹿
洞
学
事
集
註
』
で
あ
る
。
な
ぜ
闇
斎
が
「
書
院
掲
示
」
と
せ
ず
に
「
弓
馬
」
と
し
た
か
と
い
う
と
、

李
退
漢
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
年
こ
れ
を
改
め
て
『
白
鹿
洞
書
院
掲
示
』
（
た
だ
し
註
解
は
除
か
ず
）
と
し
て
い
る
。
こ

の
表
請
書
の
目
的
は
、
父
子
の
親
・
君
臣
の
義
・
夫
婦
の
別
・
長
幼
の
序
・
朋
友
の
信
、
い
わ
ゆ
る
五
倫
を
学
ぶ
こ
と
を
教
え
た
も
の
で
、

闇
斎
が
禅
林
生
活
に
お
い
て
、
父
母
を
慕
う
恩
愛
の
情
を
絶
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
苦
悩
を
十
分
に
推
察
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
本

書
を
講
説
し
た
も
の
に
、
高
弟
浅
見
綱
斎
の
『
白
鹿
洞
書
院
掲
示
師
』
が
あ
る
。

　
国
　
『
大
家
商
量
集
』
編
纂
の
目
的
と
そ
の
成
立

　
『
大
家
商
量
集
』
は
承
応
元
年
よ
り
同
三
年
の
間
、
闇
斎
が
三
十
五
歳
よ
り
三
十
七
歳
の
間
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
編
纂
書
で
あ

る
。
『
開
異
』
に
お
い
て
禅
を
批
判
し
た
闇
斎
は
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
朱
子
の
論
敵
陸
象
山
兄
弟
の
学
を
批
判
し
、
朱
陸
の
差
異
を
明
ら

か
に
し
ょ
う
と
し
た
。
本
書
は
初
め
に
闇
斎
の
自
序
が
あ
り
、
末
に
「
答
真
辺
仲
庵
書
」
二
篇
を
附
し
、
本
文
は
す
べ
て
『
朱
子
文
集
』
・

『
朱
子
語
素
』
か
ら
の
抄
録
で
あ
る
。
闇
斎
が
陸
象
山
の
学
問
を
批
判
し
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
陸
学
が
読
書
窮
理
の
努
力
を
欠
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き
、
自
己
の
心
の
み
を
過
信
す
る
あ
ま
り
、
儒
者
で
あ
り
な
が
ら
倫
理
綱
常
を
害
し
て
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
こ
と
、
そ
こ
に
闇
斎
は
禅
の

影
響
を
見
た
の
で
あ
る
。
一
つ
は
近
世
朱
子
学
の
祖
と
よ
ば
れ
る
藤
原
幌
窩
が
、
陸
学
を
許
容
す
る
と
い
う
折
衷
的
態
度
を
有
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
本
書
を
講
義
し
た
も
の
に
浅
見
論
士
お
よ
び
そ
の
高
弟
若
林
強
斎
の
『
大
家
商
量
集
師
説
』
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
。

　
四
　
『
近
思
録
集
解
』
と
『
西
銘
解
』
の
点
刊

　
寛
文
十
年
の
五
月
、
闇
斎
が
五
十
三
歳
の
と
き
に
、
無
註
本
『
近
想
録
』
の
校
訂
が
成
っ
た
。
こ
れ
は
葉
菜
の
加
註
し
た
『
近
思
録
集

解
』
か
ら
そ
の
註
を
削
り
、
朱
子
の
原
本
に
訓
点
を
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
闇
斎
が
朱
子
の
真
精
神
を
究
明
す
る
た
め
に
、
通
行

本
の
書
論
を
退
け
て
朱
子
の
原
書
の
姿
に
復
元
す
る
こ
と
を
志
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
闇
斎
は
こ
れ
以
前
に
実
は

葉
菜
の
『
近
思
録
集
解
』
を
加
点
刊
行
し
て
い
た
の
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
れ
を
悔
い
て
そ
の
絶
板
を
望
み
ふ
そ
の
た
め

門
流
も
『
集
解
』
を
用
い
な
く
な
っ
た
の
で
、
い
つ
し
か
闇
斎
が
そ
れ
に
加
点
し
た
と
い
う
事
実
も
忘
れ
ら
れ
、
ど
の
本
が
そ
れ
で
あ
る

か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
加
点
者
の
名
を
記
し
て
い
な
い
『
近
思
録
集
解
』
（
寛
文
士
二
年
、
吉
野
屋
権
兵
衛
刊
本
）
と
推

定
さ
れ
得
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
同
じ
く
闇
斎
が
加
点
刊
行
し
た
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
、
『
西
銘
解
』
が
あ
る
。
江
戸
初
期
に
お
い
て
一
般
に
読
む
ご
　
　
刃

と
が
で
き
た
張
横
雪
の
『
西
銘
』
は
、
『
性
理
大
全
』
所
収
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
朱
子
の
『
解
』
の
ほ
か
に
、
『
朱
子
語
類
』
の
み

な
ら
ず
楊
亀
山
・
張
罪
業
・
芸
北
漢
等
の
言
を
広
く
集
め
て
『
解
』
を
補
っ
て
お
り
、
す
こ
ぶ
る
煩
雑
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
闇
斎
は

そ
れ
ら
諸
家
の
言
を
す
べ
て
削
り
、
朱
子
の
『
西
銘
解
』
の
翠
黛
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

　
国
　
『
西
銘
』
と
三
門
学
1
そ
の
垂
加
神
道
へ
の
投
影
一

　
闇
斎
の
芸
無
書
『
西
銘
解
』
は
、
三
十
八
歳
前
後
ご
ろ
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
李
退
漢
の
『
西
銘
考
証
講
義
』

に
触
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
説
に
盲
従
す
る
こ
と
な
く
、
採
る
べ
き
は
採
り
、
採
る
べ
か
ら
ざ
る

は
退
け
て
い
る
。
闇
斎
が
『
西
銘
』
を
尊
重
し
た
理
由
は
、
天
地
即
父
母
、
父
母
即
吾
と
し
て
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
流
れ
る
「
い
の
ち
」

の
存
在
を
、
観
念
的
に
で
は
な
く
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
体
認
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
宮
号
…
強
斎
と
継
承
さ
れ
、
と
り

わ
け
闇
斎
と
強
斎
は
こ
の
『
西
銘
』
に
神
道
の
本
質
を
見
た
。
強
斎
所
書
の
『
西
銘
師
説
』
は
、
闇
斎
の
真
意
を
深
く
理
解
し
た
も
の
で

あ
る
。



因
敬
説
の
転
回

　
朱
子
は
窮
理
と
持
々
と
が
車
の
両
輪
、
鳥
の
両
翼
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
を
廃
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
慶
安
四

年
、
闇
斎
は
三
十
四
歳
の
と
き
に
表
章
書
『
敬
愛
箴
集
註
附
録
』
を
編
纂
し
、
敬
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
務
め
た
が
、
さ
ら
に

推
敲
を
重
ね
、
実
際
に
刊
行
し
た
の
は
明
暦
元
年
、
闇
斎
三
十
八
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
朱
子
の
「
敬
呈
箴
」
を
『
朱
子
文
集
』

巻
八
十
五
よ
り
採
録
し
て
加
訓
加
註
し
、
さ
ら
に
朱
子
・
黄
勉
斎
等
の
、
同
箴
に
つ
い
て
述
べ
た
語
を
附
録
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
朱
子

の
区
々
は
我
が
身
に
内
在
す
る
理
へ
の
畏
敬
で
あ
っ
た
が
、
闇
斎
は
伊
勢
・
吉
田
神
道
の
相
伝
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
神
を
主
体
と
し
、

我
が
外
な
る
天
神
へ
の
崇
敬
で
あ
る
と
同
時
に
、
我
が
内
な
る
天
神
（
す
な
わ
ち
心
神
）
へ
の
畏
敬
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
生
じ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
敬
説
の
転
回
は
、
闇
斎
の
儒
学
の
上
に
も
変
化
を
促
す
こ
と
に
な
り
、
寛
文
十
二
年
、
闇
斎
が
五
十
四
歳
の
と

き
に
成
っ
た
『
中
和
叢
説
』
・
『
性
論
明
楽
録
』
、
お
よ
び
そ
れ
と
前
後
し
て
編
せ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
白
鞘
無
朕
説
』
を
見
る
と
、

闇
斎
の
思
索
の
対
象
が
、
こ
れ
ま
で
の
倫
理
綱
常
の
確
立
を
目
標
と
す
る
も
の
か
ら
、
「
心
」
の
実
体
の
究
明
に
重
き
を
置
く
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
囮
　
『
語
録
辞
義
』
’
の
発
見

　
従
来
闇
斎
が
『
朱
子
語
類
』
を
は
じ
め
、
諸
書
の
う
ち
か
ら
俗
語
に
関
係
の
あ
る
個
所
を
抄
録
し
て
一
書
と
な
し
た
も
の
の
存
否
は
未

詳
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
幸
い
に
も
内
閣
文
庫
蔵
『
語
録
解
義
』
写
本
二
部
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
『
語
録
解
義
』
そ
の
も
の
は

林
富
山
の
所
編
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
語
録
解
義
』
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
わ
ず
か
十
三
条
の
『
語
録
辞
義
』
と
題
す
る
筍
記
が
、

「
右
山
崎
若
妻
之
」
と
い
う
後
記
に
よ
っ
て
、
闇
斎
の
所
撰
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
闇
斎
が
俗
語
に
注
目
そ
の
解
説
に
努
力
し
た
の

は
、
朱
子
の
思
想
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
、
『
朱
子
唾
壷
』
の
読
解
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
闇
斎
の
こ
の
よ
う
な

俗
語
研
究
は
門
流
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
今
日
に
も
有
意
義
な
書
で
あ
る
留
守
希
斎
（
三
宅
尚
斎
の
弟
子
）
の
『
語
録
訳
義
』
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

む
に
至
っ
た
。

　
囚
　
『
玉
山
附
録
』
の
成
立
と
そ
の
意
義

　
『
玉
山
講
義
附
録
』
は
保
科
正
之
が
編
纂
し
た
も
の
で
、
そ
の
こ
と
は
正
之
の
年
譜
『
土
塁
霊
神
事
実
』
の
寛
文
五
年
（
五
＋
五
歳
）
の

項
に
、
「
（
九
月
）
九
日
、
『
習
事
附
録
』
成
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
体
裁
は
、
『
朱
子
文
集
』

一9
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巻
七
十
二
よ
り
「
玉
山
講
義
」
を
採
録
し
、
そ
れ
に
『
朱
子
文
集
』
・
『
朱
子
生
類
』
よ
り
抄
録
し
た
仁
義
立
智
等
の
朱
子
の
説
を
附
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
留
意
す
べ
き
は
本
書
の
編
纂
の
仕
方
で
あ
る
。
一
つ
は
『
朱
子
語
類
』
か
ら
の
引
用
が
百
九
十
五
条
、
『
朱

子
文
集
』
か
ら
の
引
用
が
六
十
四
条
、
す
な
わ
ち
ほ
と
ん
ど
前
者
か
ら
の
抄
録
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
巻
数
ま
で
厳
密
に
記
載
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
つ
は
太
極
・
性
・
仁
義
礼
智
信
等
に
関
す
る
論
旨
明
快
の
語
が
整
理
よ
く
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
当
時
こ
れ
ほ
ど
の
学
力
を
有
し
て
い
る
も
の
は
闇
斎
を
お
い
て
は
ほ
か
に
な
く
、
さ
ら
に
同
じ
年
の
寛
文
五
年
の
三
月
に
、
正
之
は

闇
斎
を
賓
師
と
し
て
招
聴
し
て
い
る
事
実
か
ら
し
て
、
本
書
の
編
集
の
任
に
闇
斎
が
主
と
し
て
当
っ
た
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

今
日
に
で
も
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
流
布
本
『
玉
講
附
録
』
（
寿
文
堂
刊
本
）
に
は
、
「
山
崎
国
号
」
の
四
字
を
加
え
た
後
記
が
附
し

て
あ
る
。
こ
れ
は
闇
斎
の
長
逝
後
、
書
聖
が
勝
手
に
加
え
て
、
購
読
者
の
意
を
引
こ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　
因
　
山
崎
闇
斎
と
保
科
正
之

　
秀
忠
の
庶
子
と
し
て
生
ま
れ
た
保
科
正
之
は
、
家
光
の
遺
命
に
よ
り
、
年
少
の
家
並
の
後
見
役
と
な
り
、
徳
川
幕
府
の
文
治
政
治
確
立

に
絶
対
的
な
政
治
力
を
発
揮
し
た
が
、
彼
は
本
質
的
に
求
道
者
で
あ
っ
た
。
若
き
日
に
は
兵
書
を
愛
読
し
、
つ
い
で
雪
仏
に
心
を
寄
せ
た

が
、
四
十
二
歳
の
と
き
に
始
め
て
朱
子
の
『
小
学
』
を
読
み
、
そ
の
倫
理
の
厳
粛
さ
に
深
く
感
銘
し
て
、
朱
子
学
に
転
ず
る
こ
と
と
な
っ

た
。
し
か
し
彼
は
儒
学
の
み
で
は
満
足
で
き
ず
、
五
十
一
歳
の
と
き
に
吉
川
惟
足
に
つ
い
て
吉
田
神
道
の
説
を
聞
く
に
至
っ
た
。
正
之
は

五
十
五
歳
の
と
き
に
闇
斎
（
四
＋
八
歳
）
を
招
聰
し
て
、
『
論
語
』
・
．
『
近
思
録
』
等
の
講
義
を
さ
せ
る
と
と
も
に
、
『
玉
山
講
義
附
録
』
等

の
い
わ
ゆ
る
会
津
三
部
書
、
な
い
し
五
部
書
の
編
集
に
も
従
事
さ
せ
た
。
闇
斎
は
正
之
に
招
聰
さ
れ
る
以
前
か
ら
神
道
に
深
い
関
心
を
持
っ

て
い
た
が
、
正
之
の
影
響
も
あ
っ
て
、
寛
文
十
一
年
の
冬
、
正
之
（
六
＋
一
歳
）
が
吉
川
惟
足
よ
り
吉
田
神
道
の
伝
を
受
け
る
と
同
時
に
、

闇
斎
も
惟
足
よ
り
伝
を
受
け
て
、
そ
の
思
想
は
大
き
く
飛
躍
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
闇
斎
は
神
道
の
傾
斜
を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、

傲
然
と
し
て
権
力
の
座
を
占
め
、
朝
廷
を
抑
圧
す
る
徳
川
氏
へ
の
批
判
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
あ
わ
せ
て
正
之
の
神
道
尊
崇
の
限
界
を
見

抜
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
正
之
が
没
し
た
翌
年
の
延
宝
元
年
、
闇
斎
は
正
之
の
葬
儀
に
参
列
し
た
あ
と
、
長
逝
す

る
ま
で
の
十
年
間
、
京
都
を
離
れ
ず
、
二
度
と
東
遊
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
δ
　
嘉
点
『
論
語
集
註
』
の
研
究

　
闇
斎
の
嘉
点
『
四
書
集
註
』
の
刊
行
は
、
初
刻
が
寛
文
十
年
頃
に
出
さ
れ
、
そ
の
定
本
と
も
い
う
べ
き
現
行
本
の
完
成
は
延
宝
四
年
頃

トヨ



と
推
定
さ
れ
る
。
『
四
書
』
は
平
安
朝
以
来
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
古
訓
が
、
江
戸
初
期
ま
で
厳
然
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
林
泉
山
加

訓
の
道
春
点
『
四
書
集
註
』
は
、
古
訓
を
保
存
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
闇
斎
の
嘉
定
『
四
書
集
註
』
の
特
色

は
、
実
に
こ
の
古
訓
を
脱
却
し
て
、
漢
文
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
簡
潔
で
明
快
な
和
訓
を
施
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き

は
経
廠
本
『
四
書
』
を
底
本
と
し
、
そ
れ
も
安
易
無
批
判
に
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
諸
本
と
厳
重
な
校
合
を
し
、
従
う
べ

き
と
従
う
べ
か
ら
ざ
る
と
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
の
ち
に
松
平
定
信
が
寛
政
異
学
の
禁
を
出
し
て

か
ら
は
、
崎
門
系
の
学
者
が
儒
官
と
し
て
登
庸
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
嘉
点
『
四
書
集
註
』
が
盛
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
円
　
易
学
と
山
崎
闇
斎

　
闇
斎
の
学
問
的
態
度
は
厳
正
で
あ
っ
て
、
『
四
書
大
全
』
・
『
四
書
蒙
引
』
等
か
ら
の
孫
引
き
を
排
し
、
直
接
に
『
朱
子
文
集
』
・

『
朱
子
語
類
』
に
遡
っ
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
、
朱
子
の
真
精
神
を
究
明
す
る
た
め
に
、
通
行
本
の
漁
戸
を
退
け
て
朱
子
の
原
書
の
姿
に

復
元
す
る
こ
と
を
志
し
、
『
近
思
録
』
や
『
四
書
集
註
』
等
を
加
点
刊
行
し
た
こ
と
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
易
』
に
対
し
て
も

同
様
で
あ
り
、
延
宝
三
年
目
五
＋
八
歳
）
三
月
、
『
易
経
本
義
』
回
訓
刊
行
、
同
五
年
初
夏
、
『
朱
易
千
重
』
編
纂
刊
行
、
同
五
年
孟
夏
、

『
易
学
啓
蒙
』
改
訂
刊
行
、
同
六
年
孟
春
、
『
著
卦
考
誤
』
表
章
刊
行
と
い
う
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
晩
年
の
十
年
間
に
お
け
る
易

学
研
究
の
成
果
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
そ
の
大
き
な
特
徴
を
三
つ
あ
げ
る
と
、
第
一
は
、
当
時
一
般
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
、

『
易
』
の
経
文
（
杢
X
）
に
十
翼
の
う
ち
の
象
伝
・
早
早
・
文
言
伝
を
移
饗
し
た
体
裁
、
す
な
わ
ち
『
周
易
伝
義
』
や
『
易
経
大
全
』
の
体

裁
を
斥
け
、
経
文
と
十
二
と
を
分
け
て
、
朱
子
の
原
輯
（
『
易
経
本
義
』
）
に
復
元
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
朱
子
の
易
註
な

る
『
易
経
本
義
』
の
真
髄
を
「
羽
十
精
微
」
（
も
と
も
ど
『
礼
記
』
経
解
篇
の
語
、
『
朱
子
語
類
』
巻
六
十
七
、
易
三
に
詳
し
い
）
に
見
て

取
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
開
静
精
微
と
は
、
『
易
』
を
読
む
に
は
私
見
・
作
意
を
持
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
。
第
三
は
、
闇
斎
の
常
言
で
あ
っ

た
と
い
う
「
易
ハ
唐
ノ
神
代
巻
、
神
代
巻
ハ
日
本
ノ
易
ヂ
ャ
」
（
『
強
斎
先
生
雑
話
筆
記
』
巻
二
）
と
い
う
語
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
闇
斎
に

と
っ
て
易
の
研
究
が
、
そ
の
ま
ま
『
日
本
書
紀
・
神
代
巻
』
の
研
究
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
日
　
『
神
代
巻
記
録
』
の
改
変

　
闇
斎
の
『
神
代
巻
記
録
』
（
『
神
代
記
垂
加
翁
講
義
』
と
も
い
う
）
は
、
『
日
本
書
紀
・
神
代
巻
』
の
講
義
を
高
弟
浅
見
綱
斎
が
筆
録
し

た
も
の
で
あ
る
。
本
講
義
の
眼
目
は
、
大
己
貴
神
（
お
お
あ
な
む
ち
の
か
み
）
の
出
処
進
退
の
潔
さ
に
、
利
害
功
名
の
心
を
す
べ
て
投
げ

一
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捨
て
、
ひ
た
す
ら
に
わ
が
心
は
神
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
よ
う
と
す
る
神
道
の
根
本
義
を
見
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
闇
斎

の
神
道
説
（
垂
加
神
道
）
を
純
粋
に
継
承
し
た
の
が
、
綱
斎
の
高
弟
若
林
強
斎
で
あ
っ
た
。
そ
の
墨
継
と
同
世
代
で
あ
っ
て
、
闇
斎
の
神

道
の
方
の
高
弟
正
親
町
公
通
と
出
雲
路
信
直
と
に
学
ん
で
、
京
に
お
け
る
垂
加
神
道
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
の
が
玉
木
正
英
（
号
は
豆
蒔
）

で
あ
っ
た
。
正
英
は
強
斎
が
書
写
し
て
い
た
闇
斎
所
講
、
精
粋
筆
録
の
『
神
代
巻
記
録
』
を
強
斎
と
の
交
際
が
生
じ
た
機
会
に
借
り
う
け

て
さ
ら
に
書
写
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
正
英
書
写
本
は
『
山
崎
闇
斎
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
岩

波
思
想
大
系
三
十
九
『
近
世
神
道
論
・
前
期
国
学
』
所
収
の
、
闇
斎
「
神
代
巻
講
義
」
も
、
こ
の
『
山
崎
闇
斎
全
集
』
か
ら
採
録
し
た
も

の
で
あ
る
）
。
と
こ
ろ
が
こ
の
流
布
本
『
神
代
巻
講
義
』
は
、
原
書
本
『
神
代
巻
記
録
』
（
『
神
道
大
系
』
論
説
編
＋
二
、
垂
加
神
道
（
上
）
に
所
収
）

と
比
べ
て
み
る
と
、
字
句
に
出
入
異
同
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
講
義
の
内
容
が
全
く
逆
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
発
見
さ
れ
る
。

こ
れ
は
正
英
が
あ
る
意
図
を
持
つ
一
て
、
故
意
に
闇
斎
の
講
義
を
書
き
改
め
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一

つ
は
、
正
英
が
『
神
代
巻
藻
塩
草
』
（
森
井
左
京
原
著
、
玉
木
正
英
加
筆
）
の
文
章
と
一
致
さ
せ
、
自
説
の
正
統
化
を
図
ろ
う
と
し
て
改
変
し
た

こ
と
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
、
正
英
が
整
理
編
纂
し
た
闇
斎
の
垂
加
神
道
の
諸
悪
集
『
玉
籔
集
』
を
権
威
づ
け
る
必
要
か
ら
、
も
と
も
と

神
道
へ
の
開
眼
を
期
待
し
て
梨
園
個
人
に
講
じ
た
『
神
代
巻
記
録
』
を
、
初
学
入
門
者
に
対
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
、

こ
の
位
置
づ
け
に
相
応
す
べ
く
改
変
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
本
書
の
内
容
は
個
性
を
失
い
、
平
板
化
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
闇
斎
没
後
、
福
茶
神
道
は
形
骸
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
の
だ
が
、
強
斎
こ
そ
は
闇
斎
に
復
帰
し
、
こ
れ
を
正

し
く
継
承
し
よ
う
と
し
た
唯
一
の
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
日
　
『
神
代
巻
記
録
』
に
見
え
る
「
伝
」
に
つ
い
て

　
伊
勢
神
道
、
吉
田
神
道
、
忌
部
神
道
等
、
神
道
各
派
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
伝
」
を
持
っ
て
い
る
。
「
伝
」
と
は
、
『
神
代
巻
』
の
記
述
（
経

文
）
に
画
せ
ら
れ
て
い
る
道
理
を
解
明
し
た
語
（
解
釈
）
の
こ
と
で
あ
る
。
闇
斎
は
謙
虚
に
各
派
の
「
伝
」
を
集
め
、
自
主
的
に
判
断
し
て

そ
の
採
る
べ
き
を
採
っ
た
が
、
み
だ
り
に
私
見
新
説
を
立
て
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
こ
れ
を
秘
伝
と
し
て
独
占
す
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
た
と
え
ば
「
神
籠
（
ひ
も
ろ
ぎ
）
・
磐
境
（
い
わ
さ
か
）
」
の
伝
は
、
吉
田
神
道
に
お
け
る
「
憲
章
一
人
」
と
す
る
最
高
の
秘
伝
で

あ
り
、
吉
田
神
道
の
道
統
を
継
承
し
た
吉
川
惟
足
よ
り
保
科
正
之
に
相
伝
し
、
正
之
よ
り
闇
斎
に
相
伝
す
る
と
い
う
形
式
が
取
ら
れ
た
。

こ
の
「
伝
」
の
内
容
は
、
．
要
す
る
に
神
へ
の
敬
し
み
の
念
を
体
認
す
る
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
観
念
的
に
理
解
す
る
の
で

↑
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は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
神
前
に
出
た
と
き
、
お
の
ず
か
ら
に
厳
粛
の
念
を
生
じ
る
が
如
く
体
認
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
平
重

遠
氏
が
『
近
世
日
本
思
想
史
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
）
の
中
に
お
い
て
、
「
闇
斎
は
み
ず
か
ら
秘
伝
を
設
定
し
、
こ
れ
に
よ
り
て
伝
授
す
る
こ

と
と
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
事
実
は
全
く
存
在
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
説
は
、
玉
木
正
英
が
『
玉
籔
集
』
の
中
で
区
分
し
た
闇
斎
の
垂
加
神

道
の
「
伝
」
の
位
置
づ
け
を
そ
の
ま
ま
是
認
す
る
こ
と
か
ら
お
こ
っ
た
誤
り
に
す
ぎ
な
い
。

　
國
　
心
神
考
－
三
輪
大
神
と
山
崎
闇
斎
…

　
奈
良
県
桜
井
市
に
あ
る
三
輪
神
社
（
大
神
神
社
）
は
、
大
壷
貴
命
（
お
お
あ
な
む
ち
の
み
こ
と
）
の
心
魂
（
く
し
み
た
ま
）
と
幸
魂
（
さ
き
み
た
ま
）
の
二

つ
の
魂
を
奉
祀
す
る
神
社
で
、
三
輪
山
（
三
諸
山
）
そ
の
も
の
が
神
体
で
あ
り
本
殿
と
も
な
っ
て
い
る
。
事
の
由
来
は
『
日
本
蛇
毒
・
神
代

巻
』
に
あ
っ
て
、
大
豊
貴
命
（
大
国
主
命
と
も
い
う
）
は
、
は
じ
め
国
土
平
治
の
功
績
を
自
負
し
、
天
下
を
治
め
得
る
の
は
自
分
一
人
だ

と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
を
諭
す
二
つ
の
魂
の
出
現
に
よ
り
、
自
己
の
非
を
痛
切
に
悔
い
た
の
で
あ
る
。
功
績
を
自
負
す
る
大
々
貴
命
は

邪
心
の
宿
っ
た
愛
護
貴
命
で
あ
り
、
そ
れ
を
諭
す
二
つ
の
魂
は
身
心
清
浄
の
大
駆
貴
命
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
問
自
答
を
通
し
て
深
く

自
覚
し
た
命
は
、
経
津
主
神
・
武
甕
槌
神
の
二
神
よ
り
、
国
土
を
そ
の
正
統
の
統
治
者
で
あ
る
天
孫
に
お
返
し
せ
よ
と
い
う
高
等
産
霊
尊

の
言
を
伝
え
ら
れ
る
や
、
命
は
多
年
苦
心
し
て
経
営
し
た
国
土
を
献
上
し
、
み
ず
か
ら
は
身
に
八
坂
環
（
や
さ
か
に
）
を
負
う
て
幽
界
に
隠

れ
、
天
孫
と
国
土
と
の
守
護
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
『
神
代
巻
』
の
記
述
は
、
儒
学
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
合
理
主
義
的
な
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
闇
斎
は
忌
部
正
通
の
『
神
代
口
訳
』
の
中
に
「
心
神
」
と
い
う
語
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
神
道
説
を
大
き
く
前
進
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
心
神
」
な
る
語
は
、
す
で
に
『
倭
姫
命
世
記
』
等
に
見
え
る
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
皮
貴

命
の
行
動
を
説
明
す
る
『
神
代
巻
ロ
訳
』
は
、
闇
斎
に
神
と
自
己
の
魂
と
の
相
関
に
つ
い
て
、
大
き
な
解
決
の
糸
口
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
大
己
貴
命
の
砂
壌
・
幸
魂
、
お
よ
び
八
坂
瑳
は
、
忌
部
正
通
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
心
神
（
心
の
神
）
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
心
神
と

は
わ
が
内
な
る
天
神
（
天
の
神
）
で
あ
っ
て
、
汚
れ
た
身
心
に
天
神
は
宿
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

朱
子
学
の
人
間
論
で
あ
る
「
性
即
理
」
に
理
論
的
根
拠
を
得
て
い
る
が
、
闇
斎
に
と
っ
て
の
天
は
、
朱
子
の
い
う
観
念
的
・
抽
象
的
な
理

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
神
で
あ
り
、
血
脈
惑
い
通
ず
る
父
祖
の
世
界
で
あ
っ
た
。
闇
斎
は
そ
の
こ
と
を
「
天
人
唯
一
」
と
よ
び
、
天
神

と
わ
が
内
な
る
天
神
（
心
神
）
と
の
一
貫
性
を
理
念
と
し
て
で
は
な
く
、
わ
が
身
に
即
し
て
理
解
（
体
認
）
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
。
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闇
斎
の
神
道
、
い
わ
ゆ
る
五
加
神
道
に
お
い
て
、
大
己
貴
命
の
神
徳
を
仰
ぐ
こ
と
特
に
深
い
理
由
は
以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
も
命
に
対
す
る
深
い
崇
敬
は
、
忌
部
正
通
や
吉
川
惟
足
も
説
い
て
お
ら
ず
、
全
く
闇
斎
独
自
の
識
見
で
あ
り
特
色
で
あ
っ
て
、
こ
れ

が
門
流
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
孫
弟
子
に
あ
た
る
若
林
強
斎
の
『
神
道
大
意
』
に
は
、
闇
斎
の
神
道
説
が
極
め
て
明

瞭
に
説
き
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

　
国
　
　
『
垂
加
草
』
の
開
板

　
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
年
）
に
『
垂
加
文
集
』
七
巻
、
翌
五
年
に
『
続
垂
加
文
集
』
四
巻
が
、
江
戸
に
お
い
て
跡
部
良
顕
お
よ
び
伴
部
安

崇
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
刺
激
さ
れ
、
享
保
六
年
（
一
七
三
年
）
に
『
垂
加
草
全
集
』
三
十
巻
・
附
録
二
巻
が
、
京
に
お
い
て

と
り
わ
け
植
田
艮
背
の
尽
力
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
両
落
は
と
も
に
闇
斎
の
詩
文
集
で
あ
る
が
、
前
者
は
闇
斎
の
詩
文
は
一

篇
で
も
多
く
世
に
残
さ
ん
と
し
て
、
諸
方
よ
り
取
り
集
め
て
合
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
闇
斎
が
み
ず
か
ら
厳
選
し
た
手
定
稿
本
を

も
と
に
し
、
さ
ら
に
天
和
三
年
（
一
六
八
三
年
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
闇
斎
の
読
書
録
『
文
会
筆
録
』
二
十
巻
・
十
五
冊
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
『
垂
加
美
全
集
』
が
決
し
て
闇
斎
の
生
前
構
想
し
て
い
た
体
裁
に
従
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
昭
和
五
十
六
年
に
近

江
西
依
家
で
発
見
し
た
闇
斎
の
自
筆
を
含
む
一
連
の
詩
文
の
浄
写
原
稿
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は

闇
斎
の
思
想
の
深
渕
が
、
従
学
久
し
か
っ
た
直
授
門
人
に
さ
え
も
窺
い
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
園
　
『
三
葉
集
』
の
完
成
と
若
林
強
斎

　
山
崎
闇
斎
の
粗
景
神
道
の
結
論
を
知
る
た
め
に
は
、
『
中
臣
祓
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
中
臣
祓
風
水
草
』
、
『
日
本
書
紀
・
神
代
巻
』

の
集
註
で
あ
る
『
神
代
当
風
葉
集
』
の
薄
書
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
ρ
前
書
は
闇
斎
の
晩
年
に
は
完
成
し
て
い
た
が
、
後
者
は
草
稿
の
ま

ま
後
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
『
風
葉
集
』
は
、
『
山
崎
闇
斎
全
集
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
こ
の
書
の
成
立
の
経
過
や
体
裁
、
内
容
に
つ
い
て
正
確
に
論
じ
た
も
の
は
皆
無
に
等
し
い
。
闇
斎
の
高
弟
正
親
町
公
通
や
晩
年
の
弟

子
谷
秦
山
里
の
言
及
が
参
考
に
な
る
も
の
の
、
相
互
の
記
述
に
異
同
が
多
く
、
山
本
信
哉
氏
等
の
先
学
の
研
究
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
山
口
春
水
筆
録
『
強
含
先
生
雑
話
筆
記
』
の
中
に
、
『
風
葉
集
』
の
成
立
を
考
え
る
う
え
に
決
定
的
と
も
い
え
る
記
事
が

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
察
を
進
め
る
と
、
若
林
思
慕
は
闇
斎
の
『
風
葉
集
』
草
稿
を
山
本
主
馬
（
玉
木
正
英
に
従
学
）
よ
り
渡
さ
れ
て
、

整
理
完
成
す
る
よ
う
に
依
託
さ
れ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
こ
の
強
斎
考
定
本
『
風
葉
集
』
は
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
こ

ト
ー
〇
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と
が
わ
か
っ
た
の
で
調
査
し
て
み
る
と
、
巻
末
に
附
せ
ら
れ
て
い
る
西
依
成
斎
お
よ
び
奥
野
寧
斎
の
玉
文
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
闇
斎
の
草
稿
本
『
避
難
集
』
は
、
出
雲
路
信
直
一
玉
木
正
英
－
山
本
主
馬
i
若
林
尾
燈
へ
と
伝
わ
り
、
強
斎
が
こ
れ
を
考
定
し
、

こ
の
考
定
本
は
強
斎
の
学
堂
望
楠
軒
に
蔵
さ
れ
て
、
強
持
の
高
弟
西
依
成
斎
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
成
斎
の
弟
子

松
坊
順
専
が
借
り
う
け
て
書
写
し
、
そ
の
順
聖
書
写
本
を
や
は
り
成
斎
の
弟
子
の
奥
野
寧
斎
が
借
り
う
け
て
書
写
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
に
よ
っ
て
京
大
に
伝
わ
る
写
本
は
寧
喜
喜
写
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
寧
喜
喜
写
本
を
『
山
崎
闇
斎
全
集
』
本
お
よ
び
出

雲
寺
家
本
（
全
集
本
と
同
一
）
に
よ
っ
て
比
較
し
て
み
る
と
、
両
者
は
体
裁
の
面
で
も
本
文
の
面
で
も
か
な
り
に
わ
た
っ
て
異
同
が
あ
り
、

寧
玉
書
写
本
は
一
見
す
る
と
煩
雑
な
感
が
あ
る
も
の
の
、
闇
斎
の
自
著
当
初
の
面
影
を
濃
く
伝
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
成
書
と

し
て
整
然
と
統
一
の
と
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
両
書
の
比
較
の
結
果
、
強
勢
の
考
定
本
が
先
ず
成
り
、
こ
れ
に
改
編
を
加
え
た
も
の
が

今
日
容
易
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
全
集
本
お
よ
び
出
雲
路
家
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
改
編
を
加
え
た
人
物
は
誰
で

あ
る
か
。
そ
れ
は
『
神
代
巻
記
録
』
の
改
変
者
と
同
一
人
物
の
玉
木
正
英
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。
正
英
が
手
を
加
え
た
『
神
代
巻
藻
塩
草
』
、

強
斎
考
定
本
『
神
代
重
出
葉
集
』
、
出
雲
路
家
本
『
神
代
雪
風
葉
集
』
の
三
者
の
異
同
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
正
英
の
取
捨
の
跡
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
英
は
『
生
葉
集
』
の
事
実
上
の
完
成
者
若
林
季
重
の
用
意
工
夫
を
一
掃
し
、
あ
ま
っ
さ
え
闇
斎
の
神
道

説
に
ま
で
取
捨
改
変
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
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本
書
『
山
崎
闇
斎
の
研
究
』
（
昭
和
六
＋
一
年
、
神
道
史
学
会
）
は
、
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
浅
見
綱
斎
の
研
究
』
（
昭
和
四
＋
五
年
、
同
上
）

・
『
若
林
強
斎
の
研
究
』
（
昭
和
五
＋
四
年
、
同
上
）
と
あ
わ
せ
て
、
里
門
学
の
研
究
の
三
部
作
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
著
作
の

眼
目
は
第
一
作
の
は
し
が
き
に
、
「
終
戦
と
と
も
に
、
崎
門
の
学
問
は
超
国
家
主
義
の
思
想
で
あ
る
と
断
ぜ
ら
れ
、
闇
斎
・
綱
斎
・
強
斎

等
の
先
学
の
名
を
い
う
者
は
、
殆
ど
影
を
潜
め
た
。
今
こ
そ
私
は
、
内
田
（
遠
忌
）
先
生
の
志
を
継
ぎ
、
諸
先
学
の
学
問
を
明
ら
か
に
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
ひ
そ
か
に
決
し
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
昭
和
十
八
年
十
二
月
一
日
に
入
営
さ
れ
た
著
者
が
常
に
携



行
し
て
手
放
す
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
綱
斎
の
代
表
的
著
作
『
靖
献
遺
言
』
で
あ
っ
た
。
復
員
後
の
著
者
は
遠
髭
男
の
遺
志
を
継
い
で

綱
斎
文
集
の
校
定
に
あ
た
り
、
そ
れ
が
綱
斎
研
究
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
『
浅
見
綱
要
の
研
究
』
を
上
梓
し
て
か
ら
、
次
に
強

斎
に
つ
い
で
筆
を
執
ら
れ
た
の
は
、
第
二
作
の
は
し
が
き
に
、
「
闇
斎
先
生
に
復
帰
す
る
こ
と
を
念
願
と
し
、
綱
斎
を
唯
一
の
師
と
仰
ぎ

つ
つ
も
、
辛
苦
困
学
、
つ
い
に
師
が
果
し
得
な
か
っ
た
闇
斎
学
の
本
質
の
究
明
を
成
し
遂
げ
、
そ
れ
を
最
も
純
粋
簡
明
に
門
下
に
伝
え
た

強
斎
の
、
そ
の
人
物
の
学
問
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
闇
斎
先
生
を
学
ば
ん
と
す
る
者
が
、
何
と
し
て
も
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
関
門
で
あ

る
と
思
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
い
得
る
。
闇
斎
の
残
し
た
文
献
は
彪
大
な
も
の
で
、
そ
れ
は
五
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
嘉
点

『
四
書
集
註
』
・
同
『
近
思
録
』
等
の
校
刻
訓
点
書
、
『
軍
需
』
・
『
中
和
集
説
』
等
の
編
纂
書
（
朱
子
や
そ
の
他
の
儒
者
の
語
を
抄
出
し

た
も
の
）
、
『
白
鹿
洞
書
院
掲
示
』
・
『
仁
説
』
等
の
表
薄
書
（
『
白
鹿
洞
書
院
掲
示
』
は
、
『
朱
子
文
集
』
巻
七
十
四
よ
り
採
録
し
、
こ

れ
に
最
小
限
の
註
解
を
加
え
て
い
る
）
、
『
文
会
筆
録
』
・
『
中
臣
黒
風
水
草
』
・
『
神
代
巻
風
葉
集
』
等
の
著
書
、
『
神
代
巻
記
録
』
・

『
大
学
垂
加
先
生
講
義
』
等
の
講
説
書
が
そ
う
で
あ
る
。
儒
教
に
お
け
る
代
表
的
著
作
『
文
華
筆
録
』
は
闇
斎
の
読
書
強
記
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
広
汎
な
書
籍
の
引
用
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
最
小
限
度
の
意
見
を
付
け
加
え
た
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
は
神
道
に
お
け
る
代
表
的
著
作
『
風
水
草
』
・
『
巻
葉
集
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
残
さ
れ
た
文
献
か
ら
闘
斎
の
思

想
を
取
り
出
す
の
は
極
め
て
む
つ
か
し
い
も
の
が
あ
る
。
闇
斎
の
場
合
、
高
弟
の
筆
録
し
た
講
説
書
の
現
存
す
る
も
の
が
極
め
て
少
な
い

の
も
、
一
層
そ
の
思
想
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
朱
子
学
の
面
で
は
綱
斎
の
講
説
書
、
神
道
の
面
で
は
里
言
の
講
説
書

を
媒
介
に
し
て
闇
斎
の
思
想
を
窺
い
得
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
著
書
の
第
一
作
・
第
二
作
は
ま
さ
し
く

第
三
作
の
序
に
あ
る
よ
う
に
、
「
こ
の
間
に
私
は
、
『
浅
見
綱
斎
の
研
究
』
・
『
若
林
強
斎
の
研
究
』
を
亡
し
た
が
、
そ
れ
は
『
山
崎
闇
斎

の
研
究
』
の
完
成
を
目
標
と
し
、
そ
の
た
め
の
用
意
で
あ
り
準
備
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
準
備

の
も
と
に
著
書
は
、
黙
認
訓
点
書
・
編
纂
書
・
表
章
書
・
著
書
・
講
説
書
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
書
誌
学
的
な
調
査
を
積
み
重
ね
た
う

え
で
、
・
闇
斎
思
想
の
本
質
を
究
明
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
本
書
第
一
部
は
十
六
篇
の
論
文
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
内
容
に
つ
い
て
の
大
体
は
す
で
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
書

誌
学
的
な
調
査
の
厳
密
を
極
め
た
も
の
は
、
「
嘉
点
『
論
語
集
註
』
の
研
究
』
」
と
「
『
草
葉
集
』
の
完
成
と
若
林
強
斎
」
と
で
あ
り
、

思
想
的
な
論
考
の
精
密
を
尽
く
し
た
も
の
は
、
「
易
学
と
山
崎
闇
斎
」
と
「
心
神
考
一
三
輪
大
神
と
山
崎
闇
斎
1
」
と
で
あ
ろ
う
。
と
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り
わ
け
「
心
神
考
」
は
、
著
者
の
長
年
に
わ
た
っ
て
の
調
査
研
究
、
思
索
体
験
が
融
合
結
晶
し
て
成
っ
た
も
の
で
あ
り
、
深
い
感
銘
を
与

え
る
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
読
者
は
闇
斎
思
想
（
垂
垂
神
道
）
の
本
質
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
書
の
序
に
、

「
そ
の
思
想
の
転
回
が
い
か
に
激
烈
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
転
回
の
軸
と
し
て
必
ず
不
動
の
先
生
自
体
が
存
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
然
ら

ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
私
の
思
索
は
こ
の
一
事
の
究
明
に
凝
固
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
を
求
め
て
漸
く
求
め
得
た

る
は
、
先
生
が
始
終
孝
子
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
孝
こ
そ
先
生
の
本
質
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
孝
が
単
に
儒
教
的

倫
理
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
「
心
神
考
」
の
冒
頭
に
、
「
昔
か
ら
闇
斎
が
仏
教
　
儒
教
　
神
道
と
思
想
遍
歴
し
た
こ
と
を
い
ろ

い
ろ
問
題
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
真
実
の
道
を
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
の
必
然
で
あ
っ
た
。
道
と
は
自
己
の
魂
の
依
拠
で
あ

る
。
さ
れ
ば
そ
れ
は
、
生
死
を
越
え
て
永
遠
に
帰
一
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
問
題
は
、
当
然
、
神
と
自
己
の

魂
と
の
相
関
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
る
。
闇
斎
は
父
母
と
吾
と
を
一
貫
す
る
「
い
の
ち
」

を
自
覚
し
、
吾
が
身
を
下
し
ん
で
父
母
へ
の
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
に
つ
と
め
た
の
で
あ
る
が
、
父
母
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
天
を

吾
が
父
母
と
し
、
こ
れ
を
血
脈
的
存
在
と
し
て
と
ら
え
、
深
い
畏
敬
の
念
を
抱
い
た
。
闇
斎
に
と
っ
て
の
天
は
朱
子
の
い
う
よ
う
な
抽
象

的
な
理
で
は
な
く
、
現
在
の
吾
と
血
脈
相
い
通
ず
る
霊
的
な
父
母
の
世
界
、
す
な
わ
ち
神
の
世
界
（
高
天
原
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

神
と
自
己
と
の
相
関
を
端
的
に
表
現
す
る
語
が
「
心
神
」
で
あ
り
、
闇
斎
は
吾
が
内
な
る
天
神
を
心
神
と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
宗
教
的
自
覚
の
も
と
に
、
神
と
自
己
の
魂
と
の
相
関
は
、
天
人
唯
一
・
神
代
即
人
代
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
闇
斎
に

と
っ
て
、
双
親
に
孝
養
を
尽
く
す
こ
と
と
天
神
に
敬
を
尽
く
す
こ
と
は
一
体
不
二
で
あ
り
、
自
己
の
精
神
は
生
死
を
越
え
て
永
遠
に
「
い

の
ち
」
の
中
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
著
者
の
求
め
得
た
闇
斎
思
想
の
本
質
で
あ
る
。

　
枚
数
の
都
合
上
で
第
二
部
に
ま
で
及
び
得
な
か
っ
た
が
、
「
楠
本
碩
水
」
・
「
平
泉
博
士
と
山
崎
闇
斎
」
の
両
論
文
に
お
い
て
、
著
者

の
師
承
関
係
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
著
者
は
三
部
作
研
究
の
過
程
に
お
い
て
集
録
さ
れ
た
若
林
強
斎
、
山
崎
闇
斎
の
神
道
説

を
校
訂
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
刊
行
し
て
お
ら
れ
る
。
強
斎
の
も
の
は
、
昭
和
五
十
三
年
発
行
『
垂
加
神
道
（
下
）
』
（
『
神
道
大
系
』
、
論

説
編
±
二
）
お
よ
び
闇
斎
の
も
の
は
、
昭
和
五
十
九
年
発
行
『
気
重
神
道
（
上
）
』
（
『
神
道
大
系
』
論
説
編
＋
二
）
が
そ
う
で
あ
る
。
最
後
に
附

言
し
た
い
こ
と
は
、
本
書
に
つ
い
て
神
道
研
究
の
専
家
か
ら
、
儒
教
の
面
に
重
点
が
置
か
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
異
論
が

出
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
「
緒
説
」
の
結
び
を
引
用
し
て
そ
れ
に
答
え
た
い
と
思
う
。
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「
私
が
修
め
て
来
た
霜
野
学
は
、
内
田
翁
よ
り
継
承
し
た
朱
子
学
を
主
体
と
す
る
。
本
書
が
闇
斎
の
儒
学
と
、
儒
学
よ
り
す
る
神
道
に

つ
い
て
述
べ
る
こ
と
厚
く
し
て
、
垂
加
霊
社
の
問
題
、
『
風
水
草
』
・
『
風
葉
集
』
の
問
題
等
、
神
道
の
眼
目
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
述
べ

る
と
こ
ろ
な
き
こ
と
の
未
熟
は
、
私
自
身
が
最
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
筆
を
執
る
べ
く
し
て
力
及
ば
ぬ
故
と
寛
恕
し
て
い

た
だ
き
た
い
」
。

※
な
お
『
日
本
』
新
年
号
に
倉
田
藤
五
郎
氏
の
書
評
（
執
筆
は
昭
和
六
十
一
年
九
月
十
三
日
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八
六
年
（
昭
和
六
十
一
年
）
七
月
二
十
日
発
行
　
神
道
史
学
会
　
八
五
〇
〇
円
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