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─
徂
徠
・
春
台
・
南
郭
に
お
け
る
摸
擬
と
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揖
斐
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一
　

　

荻
生
徂
徠
の
提
唱
し
た
古
文
辞
学
が
、
李
于
鱗
や
王
世
貞
な
ど
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
、
古
文
辞
と
い
う
中
国
明
代
の
文
学
運
動
の
影
響
を
強

く
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
徂
徠
自
身
は
、
水
戸
藩
の
朱
子
学
者
安
積
澹
泊
へ
の
書
牘
「
安
澹
泊
に
復

す
（
第
三
書
）」（『
徂
徠
集
』
巻
二
十
八
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

中
年
、
李
于
鱗
・
王
元
美
の
集
を
得
て
、
以
て
之
を
読
む
に
、
率お
ほ
むね
古
語
多
く
、
得
て
之
を
読
む
可
か
ら
ず
。
是
に
お
い
て
発
憤
し
て
以

て
古
書
を
読
む
。
そ
の
目
の
東
漢
以
下
に
渉
ら
ざ
る
を
誓
ふ
こ
と
、
亦
た
于
鱗
氏
の
教
の
如
き
者
、
蓋
し
年
有
り
。
六
経
よ
り
始
め
、
西
漢

に
終
り
、
終
り
て
復
た
始
め
、
循
環
し
て
端
無
し
。
久
し
く
し
て
之
に
熟
し
、
啻た
だ

に
そ
の
口
よ
り
出
づ
る
が
若
く
な
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

文
意
互
い
に
相
発
し
て
、
復
た
注
解
を
須ま

た
ず
。
然
る
後
に
二
家
の
集
、
甘
き
こ
と
蔗
を
噉か

む
が
如
し
。
是
に
お
い
て
首か
う
べを

回
ら
し
て
以
て

後
儒
の
解
を
観
る
に
、
紕ひ
び
う繆
悉
く
見あ
ら

は
る
。
祇た

だ
李
王
は
心
は
良
史
に
在
り
て
、
六
経
に
及
ぶ
に
遑い
と
まあ
ら
ず
。
不
佞
は
乃
ち
諸こ
れ

を
六
経
に
用

ふ
る
こ
と
、
異
な
る
こ
と
有
り
と
為
す
の
み
。
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徂
徠
は
李
王
の
よ
う
に
古
文
辞
を
「
良
史
」（
す
ぐ
れ
た
文
筆
）
の
方
法
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
六
経
解
釈
の
方
法
に
ま
で
拡
大
し
て
、
古

文
辞
学
と
い
う
新
し
い
儒
学
説
を
う
ち
立
て
た
と
誇
ら
し
げ
に
記
し
て
い
る
の
だ
が
、
ま
ず
こ
の
一
文
で
注
目
し
た
い
の
は
、
詩
・
書
・
礼
・

楽
・
易
・
春
秋
と
い
う
六
種
の
経
典
を
意
味
す
る
「
六
経
」
と
い
う
言
葉
を
徂
徠
が
掲
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
朱
子
学
者
な
ら
ば
『
論
語
』

『
孟
子
』『
大
学
』『
中
庸
』
と
い
う
四
書
、
伊
藤
仁
斎
門
下
の
古
義
学
者
な
ら
ば
『
論
語
』『
孟
子
』
を
ま
ず
挙
げ
る
と
こ
ろ
を
、
徂
徠
は
な
ぜ
六

経
と
い
う
の
か
。
徂
徠
以
前
の
儒
者
た
ち
が
も
っ
と
も
重
視
し
た
孔
子
の
言
行
を
記
す
『
論
語
』
を
、
徂
徠
は
な
ぜ
掲
げ
な
い
の
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
徂
徠
も
「
吾
が
道
な
る
者
は
孔
子
の
道
と
す
る
所
な
り
」（『
徂
徠
集
』
巻
二
十
八
「
東
玄
意
の
問
に
答
ふ
」）
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、「
孔
子
の
道
と
す
る
所
」
と
そ
の
記
録
で
あ
る
『
論
語
』
を
尊
重
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
孔
子
が
儒
教
の
道
を
作
っ
た
と

は
、
徂
徠
は
考
え
な
か
っ
た
。「
先
王
の
道
は
仲
尼
に
凝
り
て
以
て
万
世
に
伝
ふ
」（『
徂
徠
集
』
巻
九
「
七
経
孟
子
考
文
叙
」）
と
い
う
よ
う
に
、

儒
教
の
道
と
は
「
先
王
の
道
」
で
あ
り
、
徂
徠
が
孔
子
（
仲
尼
）
に
与
え
た
の
は
そ
の
祖
述
者
と
し
て
の
地
位
で
あ
っ
た
。

　
「
六
経
」
と
い
う
言
葉
の
も
っ
と
も
早
い
用
例
は
『
荘
子
』
天
運
篇
に
見
ら
れ
る
。「
孔
子
、
老
耼
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、
丘
は
詩
・
書
・
礼
・

楽
・
易
・
春
秋
の
六
経
を
治
め
、
自
ら
以
て
久
し
と
為
し
、
そ
の
故
を
孰
知
せ
り
。
…
…
老
子
曰
は
く
、
幸
な
る
か
な
、
子
の
治
世
の
君
に
遇
は

ざ
る
や
。
夫
れ
六
経
は
先
王
の
陳
迹
な
り
」。『
荘
子
』
の
描
く
こ
の
孔
子
と
老
子
の
問
答
の
場
面
に
お
い
て
、「
六
経
」
と
い
う
言
葉
は
二
度
使

わ
れ
て
い
る
。「
先
王
の
道
」
の
跡
を
「
六
経
」
に
求
め
よ
う
と
し
た
徂
徠
の
儒
学
説
の
根
底
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
典
拠
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
徂
徠
の
捉
え
た
「
先
王
の
道
」
と
「
孔
子
の
道
」
と
「
六
経
」
と
の
関
係
を
、
さ
き
ほ
ど
そ
の
一
部

を
示
し
た
「
東
玄
意
の
問
に
答
ふ
」
と
い
う
書
牘
の
続
き
を
引
用
し
て
、
も
う
一
度
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

吾
が
道
な
る
者
は
孔
子
の
道
と
す
る
所
な
り
。
孔
子
の
道
と
す
る
所
は
、
即
ち
先
王
の
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。
…
…
今
の
学
者

は
、
孔
子
の
道
の
即
ち
先
王
の
道
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
徒
ら
に
諸こ
れ

を
論
孟
に
求
め
て
、
諸
を
六
経
に
求
む
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
そ
の
仁
に

お
け
る
や
、
徒
ら
に
惻
隠
の
言
に
泥
み
て
、
重
き
を
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
或
い
は
当
行
の
理
と
謂
ひ
、
或
い
は
往

来
の
道
と
謂
ひ
、
或
い
は
倫
常
の
道
と
謂
ひ
て
、
礼
楽
の
道
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
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徂
徠
は
、
儒
教
の
道
と
は
、
先
王
（
夏
・
殷
・
周
三
代
、
す
な
わ
ち
古
代
中
国
の
賢
明
な
る
君
主
）
が
天
下
を
安
寧
に
治
め
る
た
め
に
定
め
た

礼
楽
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、「
当
行
の
理
」「
往
来
の
道
」「
倫
常
の
道
」
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
。「
当
行
の
理
」「
往
来
の
道
」「
倫
常
の
道
」
と

は
、
正
確
に
い
え
ば
、
朱
子
学
の
「
人
事
当
に
然
る
べ
き
の
理
」（『
朱
子
語
類
』）
や
古
義
学
の
「
人
倫
日
用
当
に
行
く
べ
き
の
路
」（『
語
孟
字

義
』）
と
い
う
道
の
概
念
規
定
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
朱
子
学
や
古
義
学
に
お
け
る
道
の
規
定
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
道
を
道
徳
と
い
う
人

間
の
生
き
方
の
規
範
に
還
元
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
先
行
す
る
儒
学
説
で
の
道
の
規
定
を
徂
徠
は
批
判
し
、
道
と
は
古
代
中
国
の
賢
明

な
る
君
主
の
設
け
定
め
た
礼
楽
と
い
う
具
体
的
な
制
度
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

道
徳
と
い
う
人
間
の
内
部
の
問
題
か
ら
、
制
度
と
い
う
人
間
の
外
部
の
問
題
へ
と
道
を
規
定
し
直
し
た
こ
と
、
こ
れ
が
古
文
辞
学
＝
徂
徠
学
の

特
色
と
さ
れ
る
道
の
外
在
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
王
の
作
為
し
た
礼
楽
す
な
わ
ち
道
は
す
で
に
滅
ん
で
い
る
。
し
か
し
、「
六
経
は
そ
の

物
な
り
」（『
弁
道
』）
と
い
う
よ
う
に
、
先
王
の
道
の
跡
は
「
物
」
と
し
て
六
経
に
残
さ
れ
て
い
る
。
六
経
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
滅

ん
で
い
る
偉
大
な
る
先
王
の
道
を
今
日
に
復
元
す
る
こ
と
こ
そ
、
儒
者
の
努
め
で
あ
る
と
徂
徠
は
主
張
し
た
。

　

幸
い
な
こ
と
に
当
代
は
先
王
の
時
代
と
同
じ
く
封
建
制
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。『
弁
道
』
そ
の
他
で
言
う
よ
う
に
、
中
国
で
は
秦
・
漢
以
後
、

封
建
制
は
中
央
集
権
的
な
郡
県
制
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
礼
楽
で
治
め
る
先
王
の
道
は
亡
び
、
法
律
で
統
治
す
る
世
の
中
に
な
っ
て
堕
落
が
始
ま

っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
封
建
制
を
採
る
徳
川
の
世
な
ら
ば
、
先
王
の
道
を
回
復
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
徂
徠
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
復
古
の
主
張
は
、
冒
頭
に
も
引
用
し
た
「
安
澹
泊
に
復
す
（
第
三
書
）」
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

  

不
佞
則
ち
以
為
へ
ら
く
、
道
の
大
は
、
豈
に
庸
劣
の
能
く
知
る
所
な
ら
ん
や
。
聖
人
の
心
は
、
唯
だ
聖
人
に
し
て
後
こ
れ
を
知
る
。
亦
た

今
人
の
能
く
知
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
そ
の
得
て
推
す
べ
き
者
は
、
事
と
辞
と
の
み
。
事
と
辞
と
は
卑
卑
た
り
と
雖
も
、
儒
者
の
業
は

唯
だ
章
句
を
守
り
、
諸
を
後
世
に
伝
ふ
。
力
を
陳
べ
、
列
に
就
く
は
、
唯
だ
是
れ
そ
の
分
な
り
。

　

先
王
（
聖
人
）
の
製
作
し
た
道
が
偉
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
徂
徠
に
と
っ
て
は
自
明
の
前
提
、
あ
る
い
は
信
ず
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
検

証
の
対
象
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
聖
人
以
外
の
人
間
に
と
っ
て
は
不
可
知
の
問
題
で
あ
っ
て
、「
た
だ
そ
の
事
業
の
大
な
る
、
神
化
の
至
れ
る
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は
、
制
作
の
上
に
出
づ
る
者
な
き
を
以
て
、
故
に
こ
れ
に
命な
づ

け
て
聖
人
と
曰
ふ
の
み
」（『
弁
名
』
聖
）
で
あ
り
、『
論
語
』
述
而
の
言
葉
を
踏
ま

え
て
言
う
よ
う
に
、「
信
じ
て
好
む
」（『
徂
徠
集
』
巻
九
「
七
経
孟
子
考
文
叙
」）
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
後
世
の
儒
者
の
任
務
は
、
六
経
の

「
章
句
」
の
中
か
ら
先
王
の
道
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
復
古
の
実
践
を
為
政
者
に
期
待
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
力
を
陳
べ
、
列
に
就
く
は
、
唯
だ

是
れ
そ
の
分
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
先
王
の
道
を
回
復
す
る
た
め
の
実
践
的
な
行
為
は
、
然
る
べ
き
地
位
に
あ
る
為
政
者
の
任
務
で
あ
っ
て
、

儒
者
が
直
接
そ
れ
に
関
わ
る
こ
と
は
分
を
越
え
る
も
の
だ
と
徂
徠
は
考
え
た
。
古
文
辞
学
＝
徂
徠
学
は
先
王
の
道
の
復
古
を
提
唱
し
た
た
め
に
、

必
然
的
に
政
治
的
な
色
合
い
の
濃
い
儒
学
説
に
な
っ
た
が
、
徂
徠
は
学
問
と
政
治
的
実
践
と
の
間
に
一
線
を
画
し
て
い
た
。

　

さ
て
、『
弁
道
』
に
見
た
よ
う
に
、
先
王
の
道
の
跡
は
「
物
」
と
し
て
六
経
に
残
さ
れ
て
い
る
と
徂
徠
は
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
安
澹
泊
に
復

す
」
で
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
先
王
の
道
は
「
事
と
辞
」
と
し
て
六
経
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
事
」
と
い
う
の
は
、
六
経
に

記
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
事
物
や
事
蹟
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
「
辞
」
の
ほ
う
で
あ
る
。
六
経
の
「
辞
」
と
は
何
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

二

　

古
文
辞
学
提
唱
後
の
荻
生
徂
徠
は
、
伊
藤
仁
斎
の
唱
え
た
古
義
学
の
批
判
者
に
な
っ
た
が
、
か
つ
て
の
徂
徠
は
、
反
朱
子
学
の
論
陣
を
張
っ
て

古
義
学
を
唱
え
た
仁
斎
の
共
感
者
で
あ
っ
た
。
徂
徠
の
古
文
辞
学
が
、
仁
斎
の
古
義
学
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
形
成

さ
れ
た
儒
学
説
で
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
仁
斎
の
「
古
義
」
の
学
か
ら
、
徂
徠
の
「
古
文
辞
」
の
学
へ
の
展
開
の
意
味
、
そ

の
検
討
が
、
お
そ
ら
く
「
辞
」
の
意
味
を
も
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

近
世
前
期
の
朱
子
学
者
た
ち
は
、
朱
熹
を
は
じ
め
と
す
る
宋
代
儒
者
た
ち
の
注
釈
を
通
し
て
、
儒
教
の
経
典
で
あ
る
四
書
五
経
を
学
ん
で
き

た
。
し
か
し
、
同
一
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
宋
代
の
語
義
と
四
書
五
経
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
春
秋
・
戦
国
時
代
の
語
義
と
の
間
に
は
、
微
妙
な
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違
い
、
時
に
よ
っ
て
は
大
き
な
異
同
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
伊
藤
仁
斎
は
抱
い
た
。
経
典
の
中
で
も
と
り
わ
け
『
論
語
』
と
『
孟

子
』
を
重
視
し
た
仁
斎
は
、『
童
子
問
』
上
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

論
孟
を
読
む
者
、
初
学
の
若
き
は
、
固
に
註
脚
を
去
り
て
、
能
く
本
文
を
暁
す
こ
と
能
は
ず
。
苟
も
集
註
章
句
、
既
に
通
ず
る
の
後
は
、

悉
く
註
脚
を
棄
て
去
り
、
特
に
正
文
に
就
い
て
熟
読
詳
味
、
優
游
佩
服
す
る
と
き
は
、
則
ち
其
の
孔
孟
の
本
旨
に
於
け
る
、
大
寐
の
頓
に
寤さ

む
る
が
猶
く
、
自
づ
か
ら
心
目
の
間
に
瞭
然
た
ら
ん
。

　

宋
儒
の
注
釈
を
捨
て
て
、
直
接
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
の
正
文
（
原
文
）
を
注
視
し
、
古
代
中
国
に
お
け
る
言
葉
の
意
味
、
す
な
わ
ち
古
義
に

よ
っ
て
そ
れ
ら
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
孔
孟
の
真
意
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
仁
斎
の
儒
学
説
は
こ
う
し
た
方
法
意
識

に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
か
ら
古
義
学
と
称
さ
れ
た
。
言
語
の
意
味
は
歴
史
的
に
変
化
す
る
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
当
然
の
命
題
を
意
識
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
古
義
学
は
近
世
儒
学
の
展
開
に
新
た
な
局
面
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
仁
斎
が
注
目
し
た
の
は
語
の
意
味
の
歴
史
的
変
化
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
言
語
表
現
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
修
辞
に

つ
い
て
は
、
際
立
っ
た
配
慮
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
着
目
し
た
の
が
徂
徠
だ
っ
た
。
徂
徠
は
「
平
子
彬
に
与
ふ
（
第
三
書
）」（『
徂
徠

集
』
巻
二
十
二
）
の
中
で
、
言
語
表
現
に
お
け
る
「
辞
」
と
い
う
も
の
を
通
常
の
「
言
」
と
区
別
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

そ
れ
辞
と
言
と
は
同
じ
か
ら
ず
。
足
下
以
て
一
と
為
す
は
倭
人
の
陋
な
り
。
辞
な
る
者
は
言
の
文か
ざ

れ
る
者
な
り
。
言
は
文
な
ら
ん
こ
と
を

欲
す
。
故
に
辞
を
尚
ぶ
と
曰
ひ
、
辞
を
脩
む
と
曰
ひ
、
文
以
て
言
を
足
す
と
曰
ふ
。
言
何
を
以
て
文
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
や
、
君
子
の
言
な

れ
ば
な
り
。
古
の
君
子
は
礼
楽
諸こ
れ

を
身
に
得
。
故
に
辞
を
脩
む
と
は
、
君
子
の
言
を
学
ぶ
な
り
。

　
「
辞
な
る
者
は
言
の
文か
ざ

れ
る
者
な
り
」
と
言
う
よ
う
に
、「
辞
」
と
は
文
采
華
麗
な
レ
ト
リ
カ
ル
な
表
現
を
意
味
す
る
。
と
同
時
に
、「
古
は
道

こ
れ
を
文
と
謂
ふ
。
礼
楽
の
謂
ひ
な
り
。
…
…
文
な
る
も
の
は
道
な
り
。
礼
楽
な
り
」（『
弁
道
』）
と
も
い
う
よ
う
に
、
徂
徠
は
文
采
華
麗
な
る

こ
と
は
先
王
の
道
の
本
質
だ
と
も
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、「
そ
れ
人
は
、
言
へ
ば
す
な
は
ち
喩
る
。
言
は
ざ
れ
ば
す
な
は
ち
喩
ら
ず
。
礼
楽
は

言
は
ざ
る
に
、
何
を
以
て
言
語
の
人
を
教
ふ
る
に
勝
れ
る
や
。
化
す
る
が
故
な
り
。
習
ひ
て
以
て
こ
れ
に
熟
す
る
と
き
は
、
い
ま
だ
喩
ら
ず
と
い
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へ
ど
も
、
そ
の
心
志
身
体
、
す
で
に
潜
か
に
こ
れ
と
化
す
。
つ
ひ
に
喩
ら
ざ
ら
ん
や
」（『
弁
名
』
礼
）
と
い
う
よ
う
に
、
先
王
の
道
と
は
、
禁
止

や
命
令
の
言
葉
に
よ
っ
て
民
を
直
接
的
に
規
制
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
ず
か
ら
な
る
教
化
に
よ
っ
て
民
を
導
こ
う
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
先
王
の
道
は
文
采
華
麗
な
る
礼
楽
の
制
度
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
民
を
自
ず
か
ら
教
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
法
令
の
よ
う
に

民
を
理
詰
め
の
言
葉
で
縛
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
と
い
う
の
が
、
徂
徠
の
確
信
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
六
経
の
中
か
ら
先
王

の
道
を
復
元
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
何
が
「
事
」（
具
体
的
な
事
柄
）
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、「
辞
」

（
文
采
華
麗
な
表
現
）
に
よ
っ
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
を
体
得
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
、
徂
徠
は
言
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
言
語
の
歴
史
的
変
化
と
い
う
も
の
は
、
仁
斎
の
い
う
よ
う
に
語
義
に
の
み
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
「
辞
」
に
も
存
在
し
て

い
る
と
、「
藪
震
庵
に
与
ふ
（
第
一
書
）」（『
徂
徠
集
』
巻
二
十
三
）
に
お
い
て
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

辞
の
道
も
亦
た
時
と
汚
隆
す
る
な
り
。
不
佞
始
め
程
朱
の
学
に
習
ひ
て
、
欧
軾
の
辞
を
修
む
。
そ
の
時
に
方あ
た

り
て
意
に
亦
た
謂
へ
ら
く
、

先
王
の
道
、
是
に
在
り
と
。
是
れ
它
無
し
。
宋
文
に
習
ふ
が
故
な
り
。
後
に
明
人
の
言
に
感
ず
る
こ
と
有
り
て
、
而
る
後
に
辞
に
古
今
有
る

を
知
る
。
而
る
後
に
程
朱
の
書
を
取
り
て
之
を
読
む
に
、
稍や

や稍
そ
の
先
王
孔
子
と
合
は
ざ
る
を
知
る
。
そ
れ
然
る
後
に
秦
漢
以
上
の
書
を
取

り
て
、
所
謂
ゆ
る
古
言
な
る
者
を
求
め
、
以
て
諸
を
六
経
に
推
せ
ば
、
則
ち
六
経
の
旨
、
瞭
然
と
し
て
諸
を
掌
に
指
す
が
如
し
。
是
れ
亦
た

它
無
し
。
古
文
に
習
ふ
が
故
な
り
。

　

宋
代
の
文
章
の
「
辞
」
と
、
秦
漢
以
前
の
古
代
の
文
章
の
「
辞
」
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
文
章
の
理
解
は
、
そ
の
文
章
の
書
か
れ
た
時
代
の
語

義
の
み
で
な
く
、
修
辞
の
あ
り
か
た
を
弁
え
た
時
に
始
め
て
完
全
な
も
の
に
な
る
。
儒
学
の
目
的
で
あ
る
「
先
王
孔
子
」
の
道
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
、
古
代
中
国
語
で
書
か
れ
た
六
経
や
『
論
語
』
を
読
み
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
古
文
の
語
義
す
な
わ
ち
「
古
義
」
だ

け
で
な
く
、
古
文
の
修
辞
す
な
わ
ち
「
古
文
辞
」
の
習
得
が
不
可
欠
な
も
の
に
な
る
と
徂
徠
は
言
う
。「
古
今
の
文
辞
の
殊
な
る
所
以
を
知
ら

ば
、
す
な
は
ち
古
言
識
る
べ
く
、
古
義
明
ら
か
に
す
べ
く
し
て
、
古
聖
人
の
道
、
得
て
言
ふ
べ
し
」（『
弁
名
』
学
）
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

何
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
語
義
や
文
意
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
修
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辞
を
翻
訳
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、
中
国
語
と
日
本
語
と
い
う
異
言
語
間
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
一
言
語
で
あ
っ
て
も
、
時
代

が
違
う
場
合
に
も
言
え
る
こ
と
だ
と
徂
徠
は
考
え
た
。「
屈
景
山
に
答
ふ
（
第
一
書
）」（『
徂
徠
集
』
巻
二
十
七
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　

古
言
は
簡
に
し
て
文
、
今
言
は
質
に
し
て
冗
な
り
。
雅
言
の
俚
言
に
於
け
る
、
華
言
の
倭
言
に
於
け
る
も
亦
た
猶
ほ
是
の
如
き
か
。
そ
れ

華
言
の
訳
す
べ
き
者
は
意
の
み
。
意
の
言
ふ
べ
き
者
は
理
の
み
。
そ
の
文
の
粲
然
た
る
者
は
、
得
て
訳
す
べ
か
ら
ず
。

　

先
王
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
六
経
の
古
文
辞
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
古
文
辞
と
い
う
も
の
は
翻
訳
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
翻
訳
不
可
能
な
古
文
辞
を
、
時
代
だ
け
で
な
く
言
語
も
違
う
日
本
人
が
習
得
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ

ば
よ
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
す
る
徂
徠
の
答
は
、
古
文
辞
の
習
得
は
、
た
だ
そ
れ
を
読
む
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
古
文
辞
を

自
己
の
言
語
と
し
て
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
、
模
倣
し
て
身
に
つ
け
る
よ
り
ほ
か
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
古
文
辞
学
に
お
け
る
こ
う
し
た

擬
古
主
義
の
主
張
を
も
っ
と
も
鮮
明
に
表
明
し
た
文
章
は
、
京
都
の
堀
景
山
へ
宛
て
た
書
牘
「
屈
景
山
に
答
ふ
（
第
一
書
）」
で
あ
る
が
、
そ
の

中
で
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

　

蓋
し
古
文
辞
の
学
は
、
豈
に
徒
だ
読
む
の
み
な
ら
ん
や
。
亦
た
必
ず
諸
を
そ
の
手
指
よ
り
出
さ
ん
こ
と
を
求
む
。
能
く
諸
を
そ
の
手
指
よ

り
出
し
、
而
し
て
古
書
猶
ほ
吾
が
口
よ
り
出
づ
る
が
ご
と
し
。
そ
れ
然
る
の
ち
直
ち
に
古
人
と
一
堂
上
に
相
揖
し
て
、
紹
介
を
用
ひ
ず
。

…
…
学
問
の
道
は
諸こ
れ

を
古
に
基
づ
く
れ
ば
な
り
。
そ
れ
志
を
立
つ
る
こ
と
此
の
如
し
。
豈
に
摸
擬
剽
竊
を
是
れ
為
さ
ん
や
。
此
を
以
て
之
を

観
れ
ば
、
妒
口
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。
且
つ
学
の
道
は
、
倣
傚
を
本
と
為
す
。
…
…
故
に
そ
の
始
め
て
学
ぶ
に
方
り
て
、
之
を
剽
竊
摸
擬
と

謂
ふ
も
亦
た
可
な
る
の
み
。
久
し
う
し
て
之
に
化
し
、
習
慣
天
の
性
の
如
き
と
き
は
、
外
よ
り
来
る
と
雖
も
、
我
と
一
と
為
る
。
故
に
子
思

曰
く
、
内
外
を
合
す
る
の
道
な
り
と
。
故
に
摸
擬
を
病
と
す
る
者
は
、
学
の
道
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
況
や
吾
が
邦
の
華
文
を
学
ぶ
は
、
仮

に
韓
欧
を
学
ば
使
む
る
も
、
摸
擬
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。
そ
れ
必
ず
摸
擬
を
悪
ま
ん
や
。

　

古
文
辞
を
繰
り
返
し
「
倣
傚
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
古
人
に
化
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
し
か
古
文
辞
を
吾
が
物
に
す
る
こ
と
は
で
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き
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
な
く
し
て
儒
者
の
任
務
で
あ
る
先
王
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
徂
徠
は
言
う
。
こ
の
擬
古
の
方
法
を

「
摸
擬
剽
竊
」
と
し
て
非
難
す
る
者
が
い
る
が
、
そ
れ
は
学
問
の
根
本
が
「
倣
傚
」
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
者
の
妒
口
（
ね
た
み
の
言
葉
）
に

過
ぎ
な
い
。
古
文
辞
学
に
と
っ
て
「
摸
擬
剽
竊
」
は
忌
避
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
古
文
辞
学
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
も
っ
と
も
根
本
的

な
方
法
な
の
だ
と
、
徂
徠
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

三

　
「
蓋
し
先
王
の
道
は
、
人
情
に
縁
り
て
以
て
之
を
設
く
。
苟
い
や
し
くも
人
情
を
知
ら
ず
ん
ば
、
安
ん
ぞ
能
く
天
下
に
通
行
し
て
、
窒ち
つ
が
い碍
す
る
所
有
る
こ

と
莫な

か
ら
ん
や
」（『
弁
名
』
義
）
と
い
う
よ
う
に
、
先
王
の
道
が
自
ず
か
ら
民
を
教
化
し
、
導
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
民
の
人
情
に
則
っ
て
そ

れ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
徂
徠
は
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
王
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
先
王
の
世
の
人
情
に
通
じ
る

こ
と
が
必
須
で
あ
っ
た
。
人
情
と
い
う
も
の
を
、
も
っ
と
も
よ
く
表
現
す
る
も
の
が
詩
文
章
で
あ
る
と
し
た
徂
徠
は
、
先
王
の
世
の
人
情
を
理
解

す
る
た
め
に
も
、
古
文
辞
を
模
倣
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、「
詩
文
章
を
作
り
不
申
候
得
ば
会
得
難
成
事
多
御
座
候
」（『
徂
來
先
生
答
問

書
』）
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

前
節
に
お
い
て
、
古
文
辞
を
「
剽
竊
摸
擬
」
す
る
と
い
う
徂
徠
の
擬
古
主
義
が
、
辞
の
翻
訳
不
可
能
性
と
い
う
言
語
論
か
ら
出
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
徂
徠
の
古
文
辞
学
は
、
あ
く
ま
で
も
「
道
」
が
第
一
義
的
で
あ
る
に
し
て
も
、「
道
」
と
「
人
情
」
と
の
相
補
的

な
関
係
の
認
識
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

人
情
に
基
づ
い
て
先
王
が
制
作
し
た
、
理
想
的
な
政
治
や
制
度
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
「
道
」
は
古
代
中
国
の
六
経
の
中
に
「
事
」
と
「
辞
」

と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
時
代
と
言
語
の
異
な
る
近
世
の
日
本
人
が
、
先
王
の
世
の
人
情
の
あ
り
方
を
も
含
め
て
正
し
く
理
解
す
る
た
め

に
は
、
語
義
の
解
釈
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
六
経
の
言
語
で
あ
る
古
文
辞
を
体
得
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
も
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っ
と
も
有
効
な
方
法
は
、
古
文
辞
を
「
摸
擬
」
し
て
人
情
の
表
現
で
も
あ
る
詩
文
章
を
自
ら
作
る
こ
と
以
外
に
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
古

文
辞
を
あ
た
か
も
自
分
自
身
の
言
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
は
じ
め
て
六
経
の
真
意
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
、「
道
」
を
当
代
に
復
興
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
徂
徠
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

復
古
主
義
の
経
学
論
と
し
て
は
間
然
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
方
法
論
的
な
枠
組
み
の
提
示
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
学

論
と
し
て
で
は
な
く
、
文
学
論
と
し
て
、
と
く
に
詩
論
と
し
て
見
た
場
合
、
こ
う
し
た
徂
徠
の
主
張
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
に
、

そ
の
中
で
も
最
も
大
き
い
と
思
わ
れ
る
問
題
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　

そ
も
そ
も
『
詩
経
』
大
序
に
、「
詩
な
る
者
は
志
の
之ゆ

く
所
な
り
。
心
に
在
る
を
志
と
為
し
、
言
に
発
す
る
を
詩
と
為
す
。
情
、
中
に
動
い

て
、
言
に
形あ
ら

は
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
儒
教
に
お
い
て
詩
と
い
う
も
の
は
、
心
の
中
の
情
が
動
い
て
、
言
葉
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
き
た
。
徂
徠
も
も
ち
ろ
ん
、
詩
を
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
考
え
た
。『
徂
徠
集
』
巻
二
十
五
に
収
め
る
「
崎
陽
の
田
辺
生
に
答
ふ
」
と

い
う
文
章
に
、
徂
徠
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

夫
れ
詩
は
情
語
な
り
。
喜
怒
哀
楽
、
中
に
鬱
し
て
外
に
発
す
。
百
千
語
を
累か
さ

ぬ
と
雖
も
、
そ
の
気
、
平
ら
か
な
る
こ
と
能
は
ず
。
是
に
於

い
て
已
む
を
得
ず
し
て
之
を
咨
嗟
し
、
之
を
咏
嘆
す
。
口
に
歌
し
、
手
に
舞
ひ
、
片
言
隻
語
に
そ
の
気
洩
る
れ
ば
、
吾
が
情
以
て
暢
ぶ
可

し
。

　

古
文
辞
を
摸
擬
し
て
作
ら
れ
た
詩
が
、
古
代
中
国
と
は
時
代
も
地
域
も
異
な
る
当
代
日
本
の
詩
で
あ
り
得
る
と
徂
徠
が
考
え
た
の
は
、
詩
の
源

と
な
る
こ
の
情
と
い
う
も
の
が
、
時
代
や
地
域
の
違
い
を
超
え
た
普
遍
的
な
も
の
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
訳
文
筌
蹄
題
言
十
則
」

（『
徂
徠
集
』
巻
十
九
）
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

中
華
と
此
の
方
と
情
態
全
く
同
じ
。
人
多
く
、
古
今
の
人
相
及
ば
ず
と
言
ふ
。
予
、
三
代
以
前
の
書
を
読
む
に
、
人
情
世
態
、
符
契
を
合

せ
た
る
が
如
し
。
此
の
人
情
世
態
を
以
て
此
の
語
を
作
す
。
更
に
何
の
難
き
こ
と
か
こ
れ
有
ら
ん
。

　

右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
異
域
・
古
今
同
情
の
認
識
で
あ
る
。
こ
の
認
識
を
基
礎
と
し
て
、
江
戸
の
人
間
で
あ
っ
て
も
古
文
辞
の
摸
擬
を
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介
し
て
古
代
中
国
人
に
同
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
同
時
に
、
古
文
辞
を
摸
擬
し
て
作
ら
れ
た
詩
は
江
戸
の
詩
と
し
て
も
現
実
的
に
通
用
す

る
は
ず
だ
と
徂
徠
は
考
え
た
。
し
か
し
、
徂
徠
が
言
う
よ
う
に
、
古
代
中
国
と
江
戸
の
「
人
情
世
態
」
は
果
し
て
「
全
く
同
じ
」
で
あ
ろ
う
か
。

「
人
情
」
が
風
土
や
時
代
を
超
え
た
一
種
の
普
遍
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
よ
い
。
し
か
し
、「
世
態
」
が
風
土
や
時
代
を
超
え
て
「
全
く

同
じ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
歴
史
と
は
、
時
間
の
進
行
に
つ
れ
て
「
世
態
」
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
風
土
の
違
い
は
、「
世
態
」
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
時
代
と
地
域
を
異
に
す
る
古
代
中

国
と
江
戸
の
「
世
態
」
は
、
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
人
情
」
と
「
世
態
」
を
一
括
し
て
、「
全
く
同
じ
」
と
判
断
す
る
徂
徠

の
論
の
運
び
に
は
、
大
雑
把
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

詩
と
い
う
も
の
は
「
人
情
」
を
源
に
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
詩
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
人
情
」
と
「
世
態
」
と
の
間
の
、
調

和
や
乖
離
や
軋
み
や
矛
盾
の
中
に
こ
そ
詩
は
生
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
「
人
情
」
が
時
代
や
地
域
を
超
え
た
普
遍
性
を
持
つ
に
し
て
も
、

「
世
態
」
が
異
な
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
詩
は
違
っ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
古
文
辞
を
摸
擬
し
て
作
ら
れ
た
詩
が
、
そ
の
ま
ま
で
江
戸
の
詩

に
な
り
う
る
と
い
う
の
は
、
暴
論
に
近
い
。
そ
れ
が
江
戸
の
詩
で
あ
り
得
る
と
し
た
ら
、
古
文
辞
を
規
範
に
し
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
江
戸

の
「
世
態
」
の
反
映
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
視
点
は
徂
徠
の
詩
論
的
な
発
言
に
は
欠
如
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
何
故
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
前
に
、
こ
の
点
に
も
関
わ
る
、
も
う
一
つ
別
の
徂
徠
の
考
え
方
を
問
題
に
し
て
お
き
た
い
。『
春
秋
左

氏
伝
』
襄
公
三
十
一
年
に
、
鄭
の
子
産
の
言
葉
と
し
て
、「
人
心
の
同
じ
か
ら
ざ
る
は
、
そ
の
面か
ほ

の
如
し
。
吾
れ
豈
に
敢
へ
て
子
が
面
、
吾
が
面

の
如
し
と
謂
は
ん
や
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
人
相
が
違
う
よ
う
に
人
の
心
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
徂
徠
の
お

気
に
入
り
の
典
故
だ
っ
た
よ
う
で
、
例
え
ば
「
屈
景
山
に
答
ふ
（
第
一
書
）」（『
徂
徠
集
』
巻
二
十
七
）
に
、「
夫
れ
人
心
は
面
の
如
く
、
好
尚

各
々
殊
な
り
」
と
あ
る
な
ど
、
し
ば
し
ば
徂
徠
は
自
身
の
文
章
に
援
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
徂
徠
の
考
え
方
は
、『
徂
徠
先
生
答
問

書
』
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
変
奏
さ
れ
て
い
る
。

　

気
質
は
天
よ
り
稟う
け

得え

、
父
母
よ
り
う
み
付
候
事
に
候
。
気
質
を
変
化
す
る
と
申
事
は
宋
儒
の
妄
説
に
て
、
な
ら
ぬ
事
を
人
に
責
候
無
理
之
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至
に
候
。
気
質
は
何
と
し
て
も
変
化
は
な
ら
ぬ
物
に
て
候
。
米
は
い
つ
迄
も
米
、
豆
は
い
つ
ま
で
も
豆
に
て
候
。

　

徂
徠
の
所
説
と
し
て
有
名
な
、
気
質
不
変
化
の
説
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
人
心
」
や
「
気
質
」
と
い
う
も
の
は
、
各
人
固
有
の
も
の
で
あ
っ
て
、

相
互
に
入
れ
替
え
た
り
変
化
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
り
一
般
化
す
れ
ば
、
一
人
一
人
の
人
間
の
個
性
の

絶
対
性
を
認
め
る
発
言
だ
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

先
ほ
ど
「
詩
は
情
語
」
で
あ
る
と
い
う
徂
徠
の
発
言
を
紹
介
し
た
。
詩
は
「
人
情
」
の
表
現
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、「
人
情
」
は
「
人

心
」
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
人
情
」
も
ま
た
「
人
心
」
や
「
気
質
」
と
同
じ
よ
う
に
、
各
人
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
側
面
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
人
情
」
の
異
域
・
古
今
同
情
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
、
古
文
辞
摸
擬
の
詩
法
の
正
当

性
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
詩
が
個
人
の
心
の
営
み
で
あ
る
以
上
（
個
人
の
心
に
集
団
性
や
共
同
性
の
投
影
は
あ
る
に
し
て
も
）、「
人
情
」
の
異

域
・
古
今
同
情
と
い
う
視
点
か
ら
だ
け
で
は
詩
の
あ
り
方
は
十
分
に
は
説
明
で
き
な
い
。
徂
徠
自
身
も
認
識
し
て
い
た
は
ず
の
「
人
情
」
の
個
別

性
と
い
う
問
題
を
、
徂
徠
は
古
文
辞
の
摸
擬
と
い
う
詩
法
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ど
う
処
理
す
べ
き
か
を
説
明
す
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
踏
み
込
ん
だ
議
論
は
徂
徠
の
著
作
の
中
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
徂
徠
は
詩
論
的
に
は
、
詩
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
、「
世
態
」
の
地
域
的
・
歴
史
的
な
差
異
と
「
人
情
」
の

個
別
性
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
議
論
を
回
避
し
、
ひ
た
す
ら
古
文
辞
の
摸
擬
と
い
う
方
法
の
正
当
性
を
主
張
し
よ

う
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
先
ほ
ど
棚
上
げ
に
し
た
問
い
に
戻
る
。
徂
徠
は
何
故
こ
れ
ら
を
詩
論
上
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う

と
し
な
か
っ
た
の
か
。

　

徂
徠
に
と
っ
て
「
世
態
」
も
「
人
情
」
も
、
そ
の
理
想
的
な
形
は
古
代
中
国
の
先
王
の
世
に
現
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
時
代
は
「
世
態
」
も

「
人
情
」
も
基
本
的
に
は
堕
落
下
降
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
先
王
の
世
の
「
世
態
」
や
「
人
情
」
の
あ

り
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
六
経
に
代
表
さ
れ
る
古
文
辞
の
中
に
見
出
し
、
そ
の
理
想
的
な
「
世
態
」
や
「
人
情
」
を
当
代
の
日
本
に
復
古
さ
せ
る
こ

と
こ
そ
が
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
先
王
の
世
の
理
想
的
な
「
世
態
」
や
「
人
情
」
を
体
得
す
る
た
め
に
、
古
文
辞
を
摸
擬
し
て
作
詩
す
る
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こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
か
っ
た
。

　

吉
川
幸
次
郎
は
「
徂
徠
学
案
」（
日
本
思
想
大
系
『
荻
生
徂
徠
』
解
説
）
に
お
い
て
、「
個
人
す
な
わ
ち
「
小
」
の
善
あ
る
い
は
幸
福
を
は
か
っ

て
も
、
そ
の
集
積
が
、「
大
」
す
な
わ
ち
集
団
の
善
あ
る
い
は
幸
福
に
は
到
達
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
大
き
く
集
団
の
善
あ
る
い
は
幸
福
を
は
か

り
、
そ
の
中
の
「
小
」
の
運
動
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
活
物
」
と
し
て
成
長
さ
せ
、
米
は
米
な
り
に
豆
は
豆
な
り
に
、
成
長
さ
せ
る
」
こ
と
、
そ
れ

が
徂
徠
の
儒
学
説
の
要
諦
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
整
理
し
た
。
す
な
わ
ち
、
徂
徠
の
学
問
の
基
本
的
な
性
格
は
、
個
々
人
の
問
題
を
包
括
す
る
、
古

代
中
国
に
実
現
さ
れ
た
先
王
の
道
と
い
う
政
治
制
度
や
人
間
生
活
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
現
実
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
復
古
主
義
の

経
学
で
あ
り
、
古
文
辞
は
そ
の
た
め
の
必
須
の
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、「
道
」
と
「
人
情
」
と
は
相
補
的
な
関
係
に

あ
り
、
徂
徠
の
経
学
に
お
い
て
、
古
文
辞
に
よ
る
作
詩
は
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
が
、「
小
」
の
問
題
で
あ
る
「
人
情
」
か
ら

発
す
る
詩
が
、「
大
」
の
問
題
で
あ
る
「
道
」
を
検
討
課
題
と
す
る
経
学
に
従
属
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
詩
の
問
題
を
考
察
す
る
徂
徠
の
脳
裏
に
、「
世
態
」
の
地
域
的
・
歴
史
的
な
差
異
や
「
人
情
」
の
個
別
性
と
い
う

問
題
が
去
来
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
徂
徠
が
門
人
の
長
門
藩
儒
山
県
周
南
に
与
え
た
書
牘

「
県
次
公
に
与
ふ
（
第
三
書
）」（『
徂
徠
集
』
巻
二
十
一
）
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

古
詩
楽
府
の
諸
体
は
、
此
れ
自
づ
か
ら
先
賢
の
途
轍
に
し
て
、
未
だ
是
を
舎
て
て
由
ら
ず
し
て
、
能
く
そ
の
堂
奥
に
至
る
者
あ
ら
ず
。
擬

議
し
て
以
て
変
化
す
。
次
公
、
諸こ
れ

を
勖つ
と

め
よ
。

　

古
詩
や
楽
府
を
作
詩
す
る
に
際
し
て
は
、
古
文
辞
の
摸
擬
が
重
要
な
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
付
言
さ
れ
て
い
る
「
擬
議
し
て

以
て
変
化
す
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
言
葉
は
『
易
』
の
繋
辞
伝
に
、「
之
を
擬な
ぞ
らへ

て
後
に
言
ひ
、
之
を
議は
か

り
て

後
に
動
き
、
擬
議
し
て
以
て
そ
の
変
化
を
成
す
」
と
あ
る
の
に
拠
っ
て
い
る
。
易
の
象
と
爻
に
擬な
ぞ
らえ
議は
か

る
こ
と
に
よ
っ
て
事
の
変
化
に
対
応
し
た

言
動
を
成
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
明
の
古
文
辞
派
の
王
世
貞
も
「
李
于
鱗
先
生
伝
」
に
お
い
て
、
李
于
鱗
の
表
現
法
に
つ
い

て
「
擬
議
し
て
変
を
成
せ
ば
日
々
新
た
に
し
て
富
有
る
な
り
」
と
指
摘
す
る
形
で
用
い
て
い
る
。



擬古論

— 17 —

　

徂
徠
は
こ
れ
ら
を
典
故
と
し
て
、
こ
の
「
擬
議
変
化
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
古
文
辞

を
摸
擬
す
る
だ
け
で
能
事
足
れ
り
と
せ
ず
、「
擬
議
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
摸
擬
の
詩
に
も
「
変
化
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、「
摸
擬
」
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
「
擬
議
」
す
る
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ

に
つ
い
て
は
徂
徠
自
身
は
述
べ
て
い
な
い
が
、「
擬
議
」
の
内
容
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
作
詩
者
を
取
り
囲
む
「
世
態
」
の
あ
り
方
や
作
詩

者
本
人
の
個
別
的
な
「
人
情
」
が
関
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
徂
徠
は
こ
の
「
擬
議
変
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
詩
論
的
に
深
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
徂
徠
に
と
っ
て
の
最
大
の
関
心
事
は

先
王
の
道
と
い
う
政
治
制
度
や
人
間
生
活
の
枠
組
み
に
関
わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
っ
て
、
詩
に
お
け
る
「
世
態
」
の
差
異
や
「
人
情
」
の
個
別
性

な
ど
と
い
う
小
さ
な
問
題
は
、
自
由
に
放
置
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
な
り
に
落
ち
着
く
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
事
柄
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
身
も
蓋
も
な

い
言
い
方
だ
が
、
徂
徠
は
本
質
的
に
経
学
者
で
あ
っ
て
、
詩
人
で
も
詩
論
家
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

四

　

徂
徠
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
擬
古
的
な
詩
法
は
、
そ
の
後
、
門
人
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
詩
文
訓

読
の
問
題
を
入
口
に
し
て
、
そ
の
点
の
検
討
に
入
り
た
い
。

　

返
り
点
や
送
り
仮
名
を
補
い
、
漢
詩
文
を
日
本
語
の
構
文
に
置
き
換
え
て
読
む
い
わ
ゆ
る
訓
読
は
、
平
安
時
代
初
期
に
は
す
で
に
一
定
の
方
式

が
生
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
後
、
日
本
で
は
儒
教
の
経
典
や
漢
詩
文
作
品
は
多
く
訓
読
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
て
き
た
。

漢
詩
文
の
訓
読
は
、
漢
詩
文
の
古
典
日
本
語
に
よ
る
直
訳
的
翻
訳
と
い
っ
て
よ
い
も
の
だ
が
、
徂
徠
は
こ
れ
に
対
し
て
、「
此
の
方
自
づ
か
ら
此

の
方
の
言
語
有
り
。
中
華
自
づ
か
ら
中
華
の
言
語
有
り
。
体
質
本も

と
殊
な
る
。
何
に
由
つ
て
脗ふ
ん
が
ふ合
せ
ん
。
是
を
以
て
和
訓
廻
環
の
読
み
、
通
ず
可

き
が
若ご
と

き
と
雖
も
、
実
は
牽
強
為
り
」（『
訳
文
筌
蹄
』
題
言
）
と
し
て
、「
和
訓
廻
環
の
読
み
」
す
な
わ
ち
訓
読
を
否
定
し
、
中
国
音
に
よ
る
直
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読
と
当
代
の
俗
語
に
よ
る
翻
訳
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
よ
う
と
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
徂
徠
の
古
文
辞
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
文
意
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
修
辞
や
表
現
の
色
相
を
伝
え
る
こ
と
の
で
き

な
い
訓
読
を
否
定
し
て
中
国
音
に
よ
る
直
読
を
提
唱
し
、
異
域
・
古
今
同
情
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
、
俗
語
に
よ
る
翻
訳
を
も
っ
て
代
え
よ
う

と
し
た
の
は
、
原
理
的
に
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
漢
字
は
中
国
語
を
表
記
す
る
文
字
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
漢
字
は
日
本
語
を
表
記
す
る
国
字
と
し
て
も
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
人
は
漢
字
の
音
と
訓
の
使
い
分
け
に
よ
る
訓
読
を
通
し
て
、
儒
教
の
経
典
や
漢
詩
文
を
理
解
し
享
受
す
る
こ
と
に

馴
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
長
い
歴
史
の
過
程
で
、
漢
文
訓
読
は
和
文
の
骨
格
の
形
成
に
も
深
く
関
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
訓
読
と
い
う
も
の
の
長
い
歴
史
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
た
、
漢
字
と
漢
詩
文
を
め
ぐ
る
「
世
態
」
に
は
強
固
な
も
の
が
あ
り
、

徂
徠
の
訓
読
否
定
の
原
理
は
、
理
論
的
に
は
正
当
性
を
主
張
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
践
的
に
は
大
き
な
困
難
を
伴
っ
た
。
同
じ

『
訳
文
筌
蹄
』
の
題
言
の
中
で
、
徂
徠
自
身
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　

崎
陽
の
学
、
世
未
だ
甚
だ
し
く
は
流
布
せ
ず
。
故
に
又
た
寒
鄕
の
縁
無
き
者
の
為
に
、
定
め
て
第
二
等
の
法
を
為
す
。
先
づ
例
に
随
つ
て

授
く
る
に
四
書
・
小
学
・
孝
経
・
五
経
・
文
選
の
類
を
以
て
し
、
教
ゆ
る
に
此
の
方
の
読
法
を
以
て
す
。
時
時
間
々
そ
の
中
の
極
め
て
解
し

易
き
者
一
二
語
を
択
び
て
、
分
に
随
つ
て
俚
言
も
て
解
説
し
、
其
を
自
得
せ
し
む
。

　
「
崎
陽
の
学
」
と
は
長
崎
の
通
事
の
学
、
す
な
わ
ち
漢
文
を
中
国
音
で
直
読
し
て
理
解
す
る
通
訳
の
学
問
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
の
提

唱
す
る
中
国
音
で
漢
文
を
直
読
し
て
理
解
す
る
と
い
う
方
法
は
な
か
な
か
世
間
に
流
布
せ
ず
、「
第
二
等
の
法
」
と
い
う
留
保
を
付
け
な
が
ら

も
、
実
践
的
な
場
で
は
、
徂
徠
も
「
此
の
方
の
読
法
」
す
な
わ
ち
訓
読
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
徂
徠
の
門
人
で
漢
文
訓
読
法
の
解
説
書
『
倭
読
要
領
』
を
著
し
た
太
宰
春
台
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

凡
オ
ヨ
ソ

中
華
ノ
書
ヲ
読
ム
ハ
、
中
華
ノ
音
ヲ
以
テ
、
上
ヨ
リ
順
下
ニ
読
テ
、
其
義
ヲ
得
ル
ヲ
善
ト
ス
レ
ド
モ
、
吾
国
ノ
人
ニ
シ
テ
、
華
音
ノ
読

ヲ
習
フ
コ
ト
容
易
ナ
ラ
ネ
バ
、
已ヤ
ム

コ
ト
ヲ
得
ズ
シ
テ
、
倭
読
ノ
読
ヲ
ナ
ス
ナ
リ
。
然
レ
バ
文
義
ヲ
ダ
ニ
失
ハ
ズ
ハ
、
其
読
法
ハ
人
人
ノ
心
ニ
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任
ス
ベ
シ
。

　

春
台
は
師
の
徂
徠
の
提
唱
す
る
訓
読
廃
止
論
を
原
理
的
に
は
承
認
し
な
が
ら
、
実
践
的
に
は
徂
徠
が
「
第
二
等
の
法
」
と
い
う
こ
と
で
限
定
的

に
訓
読
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、「
文
義
ヲ
ダ
ニ
失
ハ
ズ
ハ
、
其
読
法
ハ
人
人
ノ
心
ニ
任
ス
ベ

シ
」
と
し
て
、
実
質
的
に
は
大
幅
な
訓
読
容
認
論
に
転
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
春
台
は
原
理
よ
り
も
「
世
態
」
を
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
漢
文
訓
読
を
め
ぐ
る
徂
徠
と
春
台
と
の
相
違
は
、
詩
文
制
作
に
お
け
る
古
文
辞
の
方
法
に
つ
い
て
の
、
両
者
の
考
え
方
の
違
い
と
も

通
底
し
て
い
る
。
春
台
は
「
朱
氏
詩
伝
膏
肓
後
序
」（『
春
台
先
生
文
集
』
後
稿
巻
四
）
に
お
い
て
、
復
古
を
目
標
と
し
た
徂
徠
の
擬
古
主
義
の
詩

論
に
啓
発
さ
れ
た
旨
を
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

後
に
徂
来
先
生
に
見ま
み

え
て
詩
を
問
ふ
。
先
生
曰
く
、「
今
の
詩
は
猶
ほ
古
の
詩
の
ご
と
き
な
り
」
と
。
知
言
な
る
か
な
。
純
（
春
台
の

名
）
退
き
て
之
を
思
ふ
。
久
し
う
し
て
忽
ち
詩
に
古
今
無
き
こ
と
を
悟
る
。
古
今
有
る
者
は
辞
な
り
。
苟
も
そ
の
辞
を
得
れ
ば
、
則
ち
三
百

篇
も
今
に
為
す
可
き
な
り
。

　

し
か
し
、
明
の
李
・
王
ら
七
子
が
主
張
し
、
徂
徠
も
そ
れ
に
拠
っ
て
提
唱
し
た
古
文
辞
の
詩
論
を
、
春
台
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
か
と
い
え

ば
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
古
文
辞
に
つ
い
て
、
春
台
は
「
文
論
三
」（『
春
台
先
生
文
集
』
後
稿
巻
七
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
分
析
を
し
て

い
る
。

　

夫
れ
修
辞
の
道
は
、
務
め
て
そ
の
辞
を
択
ぶ
。
且も

し如
詩
を
為つ
く

ら
ば
、
風
雅
よ
り
し
て
下
、
漢
魏
六
朝
を
経
て
以
て
唐
詩
に
至
り
、
各
々
そ

の
辞
有
り
。
相
乱
る
可
か
ら
ず
。
相
乱
る
れ
ば
則
ち
体
を
失
い
、
家
数
を
成
さ
ず
。
然
れ
ば
詩
辞
に
又
た
二
有
り
。
独
用
の
辞
有
り
、
通
用

の
辞
有
り
。
風
雅
の
辞
の
如
き
は
、
以
て
漢
魏
以
後
の
詩
に
入
る
可
か
ら
ず
。
六
朝
の
辞
は
以
て
唐
詩
に
入
る
可
か
ら
ず
。
是
れ
独
用
の
辞

な
り
。
風
雅
の
辞
に
し
て
以
て
漢
魏
六
朝
の
詩
に
入
る
可
く
、
亦
た
以
て
唐
詩
に
入
る
可
き
が
如
き
は
、
是
れ
通
用
の
辞
な
り
。
詩
を
為
る

者
、
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

　

一
括
し
て
古
文
辞
と
い
っ
て
も
、
そ
の
時
代
に
し
か
使
え
な
い
独
用
の
辞
と
、
時
代
を
超
え
て
使
う
こ
と
の
で
き
る
通
用
の
辞
と
の
二
種
類
が
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あ
り
、
擬
古
の
詩
を
作
る
時
に
は
、
こ
の
違
い
を
知
る
こ
と
が
重
要
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
古
文
辞
の
中
の
辞
を
こ
の
よ
う
に
区
別
し
よ
う
と
す

る
意
識
は
、
師
の
徂
徠
に
は
無
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
辞
の
違
い
を
意
識
し
な
い
当
代
の
古
文
辞
派
の
詩
文
に
つ
い
て
、
春
台
は

「
文
論
二
」（『
春
台
先
生
文
集
』
後
稿
巻
七
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

  
古
文
辞
の
学
の
作お
こ

り
て
よ
り
、
属
辞
家
は
一
字
一
句
、
必
ず
諸こ
れ

を
古
人
に
取
る
。
汪
伯
玉
、
実
に
長
ぜ
り
。
今
、
吾
が
党
の
学
者
、
纔
か

に
筆
を
弄
す
る
こ
と
を
知
り
、
即
ち
古
文
辞
と
言
ふ
。
そ
の
文
を
為
る
を
観
る
に
、
乃
ち
古
人
の
成
語
を
抄
し
、
而
し
て
之
を
聯
綴
す
る
の

み
。
文
理
属つ
づ

か
ず
、
意
義
通
ぜ
ず
。
…
…
此
の
若
き
の
類
、
吾
嘗
て
戯
れ
に
之
を
目
し
て
糞ふ
ん
ざ
う
え

雑
衣
と
為
す
。

　
「
糞
雑
衣
」
と
は
、
糞
塵
中
に
棄
て
ら
れ
て
い
る
破
れ
衣
を
繕
っ
て
作
っ
た
継
ぎ
は
ぎ
の
衣
服
の
こ
と
で
あ
る
。
当
代
の
古
文
辞
派
の
詩
文
の

作
は
、
使
い
古
さ
れ
た
古
人
の
成
語
を
継
ぎ
は
ぎ
に
し
て
作
っ
た
「
糞
雑
衣
」
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
当

代
の
古
文
辞
の
欠
点
を
乗
り
越
え
て
、
詩
文
の
復
古
を
図
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
。
春
台
は
、
重
要
な
の
は
古
人
の
成
語
を
綴
り
合
わ
せ
る

こ
と
で
は
な
く
、
詩
法
や
文
法
を
古
に
復
す
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
、「
文
論
六
」（『
春
台
先
生
文
集
』
後
稿
巻
七
）
に
お
い
て
主
張
し
て
い

る
。　

古
文
辞
家
は
乃
ち
概お
ほ
むね

謂
ふ
、「
西
漢
以
上
を
古
と
為
し
、
而
し
て
務
め
て
之
を
摸
擬
す
」
と
。
摸
擬
は
則
ち
可
な
り
。
吾
そ
の
務
め
て

古
人
の
成
語
を
摭ひ
ろ

ひ
、
而
し
て
之
を
緝つ
づ

る
に
今
法
を
以
て
す
る
を
悪
む
。
是
れ
徒
ら
に
そ
の
辞
を
古
に
す
る
こ
と
を
知
り
て
、
そ
の
法
を
古

に
す
る
こ
と
を
忘
る
る
な
り
。
豈
に
そ
の
古
を
全
う
す
る
も
の
な
ら
ん
や
。
吾
れ
謂
ふ
、「
子
長
（
司
馬
遷
の
字
）
に
後
れ
て
能
く
古
法
を

行
な
ふ
者
は
、
そ
れ
唯
だ
退
之
（
韓
愈
の
字
）
の
み
か
」
と
。
そ
の
陳
言
を
去
る
こ
と
、
必
ず
し
も
古
な
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
新
辞
を
為
し

て
之
を
行
な
ふ
に
古
法
を
以
て
す
る
は
、
古
を
能
く
す
る
な
り
。

　

古
を
「
摸
擬
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
擬
古
と
い
う
方
法
は
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
古
人
の
成
語
」
を
拾
い
集
め
て
、
今
の
詩
法
・
文
法

に
則
っ
て
並
べ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
新
辞
」（
新
し
い
表
現
）
を
古
の
詩
法
・
文
法
に
則
っ
て
用
い
る
こ
と
が
、
本
当
の
意
味

の
擬
古
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
で
、
春
台
は
唐
の
韓
愈
を
高
く
評
価
し
た
。
こ
れ
は
徂
徠
の
古
文
辞
の
主
張
と
は
明
ら
か
に
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異
な
る
視
点
の
提
示
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
徂
徠
も
古
文
の
復
興
を
提
唱
し
た
韓
愈
を
評
価
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
徂
徠
は
復
古
の
た
め
の
作
文
の
規
範
を
示
そ
う
と
し

て
『
四
家
雋
』
を
編
集
し
、
唐
の
韓
愈
・
柳
宗
元
と
明
の
李
于
鱗
・
王
世
貞
と
い
う
四
人
の
漢
文
作
品
を
収
め
た
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、

「
韓
（
韓
愈
の
こ
と
）
は
孟
子
を
祖
と
し
、
務
め
て
陳
言
を
去
る
。
故
に
左
氏
を
貶
し
て
浮
誇
と
為
す
。
此
れ
文
人
、
長
を
競
ふ
の
常
態
に
し

て
、
豈
に
援
き
て
以
て
断
と
為
す
に
足
ら
ん
や
」（『
徂
徠
集
』
巻
二
十
四
「
水
神
童
に
復
す
（
第
二
書
）」）
と
い
う
批
判
も
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
徂
徠
の
韓
愈
に
対
す
る
評
価
は
部
分
的
な
肯
定
で
し
か
な
か
っ
た
。
徂
徠
が
も
っ
と
も
高
く
肯
定
的
に
評
価
し
た
の
は
李
于
鱗
だ
っ
た
。
こ

う
し
た
徂
徠
の
評
価
と
は
逆
に
、
春
台
は
「
李
于
鱗
の
文
を
読
む
」（『
春
台
先
生
文
集
』
後
稿
巻
十
）
に
お
い
て
、
李
于
鱗
を
厳
し
く
批
判
し

た
。　

古
文
辞
の
説
作お
こ

り
て
よ
り
、
好
み
て
之
を
為
す
者
は
李
于
鱗
に
如
く
は
莫
し
。
余
、
于
鱗
の
文
を
観
る
に
、
務
め
て
難
読
・
難
解
を
為

す
。
前
言
未
だ
既つ

き
ざ
る
に
、
後
言
を
突
出
し
、
甲
を
説
き
て
未
だ
尽
き
ざ
る
に
、
旁
ら
乙
の
事
に
及
ぶ
。
且
つ
多
く
古
人
の
成
語
を
摭ひ
ろ

ひ

て
、
連
合
し
て
章
を
成
す
。
是
を
以
て
言
に
条
理
無
く
、
語
に
貫
く
わ
ん
せ
ん串

無
し
。

　

さ
ら
に
、
同
じ
文
章
の
中
で
、「
古
文
辞
家
、
徒
ら
に
古
辞
を
択
ぶ
こ
と
を
知
り
て
、
古
法
を
問
は
ず
。
故
に
此
の
患
ひ
有
り
。
于
鱗
と
雖
も

亦
た
免
れ
ざ
る
の
み
」、
ま
た
、「
于
鱗
一
生
務
め
て
難
読
・
難
解
を
為
し
て
も
つ
て
自
ら
高
う
し
、
終
身
そ
の
古
人
に
異
な
る
こ
と
を
自
覚
せ
ざ

る
は
、
惜
し
む
可
き
の
み
」
と
も
記
し
て
い
る
。
春
台
は
韓
愈
を
高
く
評
価
し
た
が
、
師
の
徂
徠
と
は
違
っ
て
、
李
于
鱗
流
の
古
文
辞
の
主
張
に

対
し
て
は
否
定
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
春
台
に
と
っ
て
、
師
の
徂
徠
へ
の
批
判
に
繋
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
李
于
鱗
の
文
を
読
む
」
の
先
に
引
用
し
た

文
に
続
け
て
、
春
台
は
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。

　

徂
来
先
生
、
好
奇
の
癖
有
り
。
中
年
、
古
文
辞
を
好
む
。
是
に
由
つ
て
、
遂
に
古
訓
に
通
ず
る
は
、
奇
な
り
。
遂
に
之
を
守
り
て
変
は
ら

ず
、
十
余
歳
に
し
て
歿
す
。
余
、
先
生
の
豪
傑
の
姿
を
惟お
も

ふ
に
、
少わ
か

き
よ
り
老
い
に
至
る
ま
で
、
学
術
知
識
数し
ば
し
ば々

変
化
す
。
若
し
之
に
仮か

す
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に
年
を
以
て
せ
ば
、
久
し
か
ら
ず
し
て
必
ず
古
文
辞
の
非
を
覚
り
、
決
し
て
終
に
は
之
を
好
ま
ざ
り
し
な
ら
ん
。
則
ち
そ
の
文
も
亦
た
必
ず

一
変
せ
し
な
ら
ん
。
惜
し
い
か
な
、
天
の
之
に
年
を
降
す
こ
と
永
か
ら
ず
、
最
後
の
一
変
に
及
ば
ず
し
て
歿
す
。

　

徂
徠
先
生
の
古
文
辞
の
提
唱
は
「
好
奇
の
癖
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
少
し
長
生
き
さ
れ
た
な
ら
ば
、
徂
徠
先
生
は
古
文
辞
の
非
な
る
こ

と
に
気
付
い
て
、
き
っ
と
古
文
辞
を
否
定
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
李
于
鱗
・
徂
徠
流
の
古
文
辞
に
も
と
づ
く
作
詩
文
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
春
台
が
主
張
し
た
の
は
、
先
に
見
た
よ
う

に
、
新
し
い
表
現
を
古
の
詩
法
・
文
法
に
則
っ
て
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
文
の
復
古
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ

に
一
家
の
新
し
い
作
品
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
可
能
性
に
つ
い
て
、
司
馬
遷
（
子
長
）
の
『
史
記
』
の
文
章
を
例
に
、「
文
論
六
」（『
春
台
先
生

文
集
』
後
稿
巻
七
）
に
お
い
て
春
台
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

左
氏
の
文
は
自
づ
か
ら
一
法
な
り
。
前
に
古
人
無
し
。
司
馬
の
文
も
亦
た
自
づ
か
ら
一
法
な
り
。
そ
の
漢
興
以
来
を
紀
す
る
は
乃
ち
そ
の

自
撰
な
り
。
そ
の
五
帝
以
降
秦
楚
の
際
に
至
る
を
紀
す
る
は
、
則
ち
経
伝
及
び
諸
家
の
遺
文
を
採さ
い
せ
き摭
し
、
以
て
本
紀
・
世
家
・
列
伝
の
言
と

為
す
。
経
伝
及
び
諸
家
の
遺
文
を
採
摭
す
る
と
雖
も
、
然
る
に
そ
の
中
に
頗
る
原
文
を
櫽い
ん
く
わ
つ括し

て
、
之
を
行
な
ふ
に
そ
の
家
法
を
以
て
す
。

此
れ
子
長
の
能
く
一
家
を
成
す
所
以
な
り
。
夫
れ
子
長
の
能
く
一
家
を
成
す
所
以
に
し
て
、
百
世
に
高
き
者
は
、
そ
の
変
化
を
能
く
す
る
を

以
て
な
り
。
子
長
に
後
れ
て
能
く
変
化
す
る
者
は
、
千
載
に
唯
だ
一
韓
退
之
有
る
の
み
。

　

復
古
を
図
り
な
が
ら
も
一
家
を
成
す
所
以
を
春
台
は
司
馬
遷
と
韓
愈
に
探
り
、
そ
れ
を
「
変
化
」
と
い
う
言
葉
で
表
そ
う
と
し
て
い
る
。
于

鱗
・
徂
徠
流
の
古
文
辞
の
論
に
「
擬
議
変
化
」
と
あ
っ
た
の
と
同
じ
「
変
化
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
春
台
の
い
う
「
変
化
」
と
は
ど

の
よ
う
な
意
味
内
容
を
指
し
て
い
る
の
か
。
残
念
な
が
ら
、
春
台
も
ま
た
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
論
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

五
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徂
徠
門
下
で
、
太
宰
春
台
と
と
も
に
双
璧
と
目
さ
れ
た
の
は
服
部
南
郭
で
あ
る
。
湯
浅
常
山
に
よ
る
徂
徠
門
下
の
逸
話
の
聞
書
『
文
会
雑
記
』

に
、
春
台
の
門
人
松
崎
観
海
の
次
の
よ
う
な
談
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
ニ
テ
真
ノ
古
文
ト
云
ハ
、
学
則
ノ
第
一
、
又
ハ
南
郭
集
ノ
中
ニ
少
シ
ア
ル
ベ
シ
。
三
稿
ニ
見
エ
タ
ル
長
門
侯
ノ
関
東
川
浚
ノ
碑
ナ
ド

ノ
類
、
真
ノ
古
文
ナ
ル
ベ
シ
。
南
郭
ノ
文
モ
不
レ

李
不
レ

王
別
ニ
古
文
ノ
一
体
面
白
ク
書
ナ
セ
リ
。
詩
ハ
海
内
ニ
比
類
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
子
式

（
高
野
蘭
亭
の
字
）
ガ
詩
ノ
絶
技
ナ
ル
モ
、
日
東
ノ
独
歩
ト
称
ス
レ
ド
モ
、
又
南
郭
ニ
ハ
及
ガ
タ
キ
事
也
。
文
ハ
真
ノ
古
文
ト
云
モ
ノ
南
郭

集
ニ
少
々
ア
ル
ベ
シ
。

　

徂
徠
門
下
の
詩
人
・
文
章
家
と
し
て
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
の
は
南
郭
だ
と
い
う
の
は
、
観
海
だ
け
の
評
価
で
は
な
く
、
同
門
内
ま
た
同
時
代

に
お
け
る
定
評
で
あ
っ
た
が
、
観
海
は
「
南
郭
ノ
文
モ
不
レ

李
不
レ

王
別
ニ
古
文
ノ
一
体
面
白
ク
書
ナ
セ
リ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
一
文
だ
け

を
取
り
出
せ
ば
、
南
郭
の
文
は
李
于
鱗
・
王
世
貞
の
明
代
古
文
辞
と
は
異
質
の
も
の
だ
っ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
南
郭
の

作
品
に
は
独
自
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
て
、
南
郭
の
詩
法
・
文
法
は
、
李
于
鱗
・
徂
徠
流
の
古
文
辞
を
否
定
し
た
春
台
と
は
違
っ

て
、
李
于
鱗
・
徂
徠
流
の
古
文
辞
の
法
を
受
け
継
ぐ
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

例
え
ば
、
南
郭
は
簡
便
な
形
で
は
、「
詩
を
御
案
候
時
、
た
だ
新
敷
面
白
き
事
を
云
ん
と
趣
向
御
案
候
事
可
有
之
候
。
甚
だ
悪
敷
事
に
候
。
只

古
人
の
風
体
並
に
詞
の
よ
き
を
手
本
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
其
姿
に
似
習
ん
と
案
じ
候
事
宜
敷
候
」（『
南
郭
先
生
燈
下
書
』）、
ま
た
「
凡
そ
文
の
難

き
、
吾
が
意
の
言
ふ
所
を
飾
つ
て
、
乃
ち
能
く
古
人
の
心
を
度は
か

つ
て
之
に
当
つ
る
に
在
り
。
古
へ
を
執
つ
て
今
を
御
す
。
文
、
吾
猶
ほ
人
の
ご
と

く
な
る
こ
と
な
か
ら
ん
や
」（『
南
郭
先
生
文
集
二
編
』
巻
六
「
金
華
稿
刪
序
」）
な
ど
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
文
は
秦
漢
、
詩
は
漢
魏
盛
唐
」

を
規
範
と
し
て
そ
の
表
現
を
摸
擬
し
、
摸
擬
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
自
ら
を
古
人
に
化
す
る
こ
と
で
吾
が
詩
文
を
作
ろ
う
と
し
た
。「
余
、
于
鱗

氏
の
為つ
く

る
所
を
攻
む
る
こ
と
、
今
に
至
り
て
十
九
年
、
稍や
う
や
く稍

に
そ
の
句
す
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
を
知
る
の
み
。
鑽
堅
仰
高
、
以
て
企
て
及
ぶ
べ

か
ら
ず
と
為
す
こ
と
自
若
な
り
」（『
南
郭
先
生
文
集
二
編
』
巻
六
「
重
刻
滄
溟
集
序
」）
と
も
記
す
よ
う
に
、
南
郭
の
李
于
鱗
へ
の
傾
倒
は
徂
徠

に
も
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
李
于
鱗
・
徂
徠
流
の
古
文
辞
の
方
法
に
拠
り
な
が
ら
、
な
お
南
郭
の
作
品
に
独
自
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
幾
分
か
は
南

郭
の
個
性
に
帰
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
南
郭
の
詩
文
論
に
、
李
于
鱗
・
徂
徠
流
の
古
文
辞
の
範
囲
に
収
ま
り
切
れ
な
い
何
か
が
芽
生
え
て

い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
福
岡
藩
儒
井
土
魯

へ
の
返
書
「
筑
前
の
井
土
生
に
答
ふ
」（『
南
郭
先
生
文
集
二
編
』
巻
十
）
に
お

い
て
、
南
郭
は
世
間
が
古
文
辞
に
向
け
た
「
相
襲
」「
剽
奪
」
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

　

斯
の
道
や
、
乃
ち
之
（
古
文
辞
の
方
法
を
い
う
）
を
内
に
得
。
得
て
伝
ふ
べ
か
ら
ず
。
そ
れ
或
い
は
未
だ
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
規
規
と
し
て

終
日
之
を
言
へ
ど
も
足
ら
ず
。
苟
も
得
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
固
よ
り
已
に
因
る
こ
と
有
れ
ど
も
陳
腐
と
為
さ
ず
。
亦
た
必
ず
し
も
因
ら
ざ

れ
ど
も
古
へ
為た

る
を
害
せ
ず
。
之
を
得
る
に
道
有
り
。
修
せ
ざ
れ
ば
則
ち
得
べ
か
ら
ず
。
学
ば
ざ
れ
ば
則
ち
修
す
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
学
を

先
と
為
す
。
そ
の
至
れ
る
や
、
躬み

之
と
化
す
。
外
に
由
つ
て
仮
飾
す
る
に
あ
ら
ず
。

　

南
郭
は
古
文
辞
を
修
得
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
、
そ
れ
が
自
分
の
内
部
に
し
っ
か
り
と
体
得
さ
れ
れ
ば
、
典
拠
の
あ
る
表
現
の
摸
擬
で
あ

っ
て
も
そ
れ
は
「
陳
腐
」
で
は
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
法
は
徂
徠
譲
り
の
も
の
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
そ
れ
に
続
く
、

「
亦
た
必
ず
し
も
因
ら
ざ
れ
ど
も
古
へ
為
る
を
害
せ
ず
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
文
辞
の
法
と
い
う
も
の
を
体
得
す
れ
ば
、
必
ず
し

も
典
拠
の
あ
る
表
現
を
摸
擬
し
な
く
て
も
、
古
文
で
あ
り
得
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
字
一
句
、
典
拠
無
き
は
無
し
と
評
さ
れ
た
李
于
鱗

の
古
文
辞
の
法
や
、
そ
れ
に
同
調
す
る
徂
徠
の
方
法
に
は
見
ら
れ
な
い
、
南
郭
独
自
の
視
点
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　

そ
し
て
ま
た
、
南
郭
は
信
州
高
島
藩
主
諏
訪
忠
林
か
ら
、「
最
近
自
分
の
作
る
詩
の
格
調
が
下
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
が
、
詩
を
ど
の
よ
う

に
作
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
」
と
相
談
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
へ
の
返
書
「
鵞
湖
侯
に
答
ふ
」（『
南
郭
先
生
文
集
四
編
』
巻

十
）
に
お
い
て
、
南
郭
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

　

夫
れ
詩
は
、
題
に
臨
み
て
意
を
命
じ
、
興
に
就
き
て
辞
を
得
る
は
固も
と

よ
り
な
り
。
而
し
て
又
た
調
を
以
て
辞
を
得
、
辞
に
従
ひ
て
意
を
得

る
者
有
り
。
但
だ
先
づ
意
を
設
け
ざ
れ
ば
則
ち
体
も
亦
た
立
ち
難
く
、
往
々
佳
句
有
り
と
雖
も
、
主
意
貫
か
ず
、
前
後
偏
墜
し
、
一
篇
を
成

し
難
し
。
…
…
昔
、
人
有
り
。
自
ら
詩
格
の
覚
え
ず
卑ひ
く

き
に
堕
つ
る
を
患う
れ

ふ
る
者
に
、
物
子
（
徂
徠
の
こ
と
）、
之
に
教
ふ
る
に
調
を
以
て
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思
を
搆か
ま

へ
、
辞
を
得
て
篇
を
作
す
こ
と
を
以
て
す
。
先
づ
盛
唐
諸
名
家
の
合
作
の
句
調
を
闇あ
ん
じ
ゆ
く熟し
て
、
而
し
て
後
に
此
の
事
に
習
ふ
の
み
。

必
ず
し
も
先
に
意
を
立
て
ず
、
一い
ち
ゐ唯
に
古
人
に
似
る
こ
と
を
求
む
。
此
も
亦
た
一
道
な
り
。

　

諏
訪
忠
林
の
質
問
に
対
す
る
回
答
と
し
て
、
南
郭
は
徂
徠
の
発
言
を
引
い
て
、
ま
ず
調
と
辞
と
い
う
も
の
を
優
先
し
て
作
詩
す
る
こ
と
を
「
一

道
」
す
な
わ
ち
一
つ
の
作
詩
法
と
し
て
忠
林
に
勧
め
て
い
る
。
調
や
辞
を
重
ん
じ
そ
れ
を
摸
擬
す
る
こ
と
は
、
徂
徠
の
提
唱
し
た
先
王
の
道
を
理

解
す
る
た
め
の
古
文
辞
の
要
諦
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
忠
林
に
勧
め
る
の
は
南
郭
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
南
郭
が

そ
れ
に
「
一
道
」
と
い
う
限
定
を
付
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
南
郭
は
そ
れ
を
作
詩
の
本
道
だ
と
は
必
ず
し
も
言
っ
て
い
な
い

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
南
郭
は
何
を
作
詩
の
本
道
だ
と
思
っ
て
い
た
の
か
。
右
の
引
用
文
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
、「
夫
れ
詩
は
、
題
に
臨
み
て
意
を
命

じ
、
興
に
就
き
て
辞
を
得
る
は
固
よ
り
な
り
」
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
徂
徠
の
い
う
「
調
を
以
て
辞
を
得
、
辞
に
従
ひ
て
意
を
得
る
」、

す
な
わ
ち
調
→
修
辞
→
詩
意
と
い
う
流
れ
の
作
詩
法
は
、
先
王
の
道
を
知
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
つ
ま
り
経
学
に
従
属
す
る
作
詩
法
と
し
て
は

有
効
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
「
一
道
」
で
は
あ
る
が
、
作
詩
の
本
道
は
「
題
に
臨
み
て
意
を
命
じ
、
興
に
就
き
て
辞
を
得

る
」、
す
な
わ
ち
詩
題
→
詩
意
→
興
趣
→
修
辞
と
い
う
流
れ
に
あ
る
と
、
南
郭
は
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

南
郭
は
徂
徠
の
提
唱
す
る
経
学
の
方
法
と
し
て
の
古
文
辞
学
を
継
承
し
、
李
于
鱗
・
徂
徠
流
の
擬
古
の
詩
論
に
も
従
っ
た
。
し
か
し
、
詩
人
と

し
て
の
南
郭
は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
作
詩
の
出
発
点
は
ま
ず
題
意
や
興
趣
と
い
う
レ
ベ
ル
に
あ
っ
て
、
調
や
修
辞
は
そ
の
次
の
レ
ベ
ル
の
問
題

だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
徂
徠
流
の
経
学
者
と
し
て
の
南
郭
と
、
詩
人
と
し
て
の
南
郭
と
の
分
裂
の
相
が
露
呈
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
詩
人
南
郭
の
詩
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
徂
徠
の
経
学
的
な
古
文
辞
の
詩
論
の
範
囲
に
収
ま
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

南
郭
が
作
詩
の
出
発
点
と
し
て
、
ま
ず
題
意
や
興
趣
を
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
徂
徠
が
詩
論
の
課
題
と
し
て
は
放
置
し
た
、
詩
に
お
い

て
「
世
態
」
の
差
異
や
「
人
情
」
の
個
別
性
を
ど
う
処
理
す
る
か
と
い
う
問
題
を
、
南
郭
自
身
は
詩
人
と
し
て
放
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
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こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
材
料
を
提
示
す
る
の
は
、
南
郭
の
「
島
帰
徳
に
与
ふ
」（『
南
郭
先
生
文
集
初
編
』
巻
十
）
と

い
う
文
章
で
あ
る
。

　

島
帰
徳
と
は
、
徂
徠
の
門
人
で
も
あ
っ
た
幕
府
奥
坊
主
の
成
島
錦
江
（
道
筑
）
で
あ
る
。
あ
る
時
、
成
島
帰
徳
が
杜
甫
の
七
言
律
詩
の
連
作

「
秋
興
八
首
」
に
擬
え
た
「
秋
興
八
首
」
の
詩
を
作
り
、
そ
れ
を
南
郭
に
寄
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
南
郭
は
そ
の
帰
徳
の
「
秋
興
八
首
」
に
和
韻

し
て
酬
い
た
。
南
郭
の
和
韻
詩
は
「
秋
日
の
作
八
首
、
島
帰
徳
に
和
す
」
と
題
し
て
『
南
郭
先
生
文
集
初
編
』
巻
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

時
、
南
郭
は
和
韻
詩
の
詩
題
に
「
秋
興
」
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
な
く
、「
秋
日
の
作
」
に
代
え
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た

の
か
。
そ
の
理
由
を
弁
じ
た
文
章
が
、「
島
帰
徳
に
与
ふ
」
で
あ
る
。

　
「
秋
興
八
首
」
は
杜
甫
五
十
五
歳
の
夔き

州し
ゅ
う

時
代
に
作
ら
れ
た
絶
唱
と
し
て
名
高
い
が
、
南
郭
も
、「
秋
興
一
た
び
出
で
て
、
千
古
の
詭き

異い

、
以

て
尚く
は

ふ
る
こ
と
な
し
。
孰い
づ

れ
か
人
を
し
て
感か
ん
わ
ん惋

興
起
せ
し
め
ざ
る
者
ぞ
」
と
絶
賛
し
た
。
杜
甫
の
「
秋
興
八
首
」
は
そ
の
後
、「
遂
に
後
世
を
し

て
争
ひ
て
優い
う
ま
う孟
（
物
真
似
の
意
）
を
為
さ
し
む
。
紛
紛
た
る
に
堪
へ
ず
。
乃
ち
空
同
（
明
の
前
七
子
の
一
人
李
夢
陽
の
号
）
が
輩
一
二
家
、
一
世

に
高
視
す
る
者
よ
り
し
て
、
亦
た
皆
な
刻
意
摸
擬
し
て
、
儼
然
と
し
て
似
ざ
る
に
あ
ら
ず
。」
と
、
多
く
の
摸
擬
の
作
品
を
生
ん
だ
。
そ
れ
ら
摸

擬
の
作
品
は
似
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
す
べ
て
原
詩
の
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
て
、
そ
の
詩
人
の
平
生
の
力
さ
え
発
揮
し
き
れ
な
い
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
南
郭
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
「
刻
意
摸
擬
」
に
よ
っ
て
は
、
原
詩
に
迫
る
よ
う
な
作
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
自
問
す
る
南
郭
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

且
つ
夫
れ
少
陵
（
杜
甫
の
号
）
の
時
の
如
き
、
亦
た
惟こ

れ
か
く
の
若
き
秦
中
・
夔
府
有
り
、
か
く
の
若
き
巫
峡
有
り
、
か
く
の
若
き
白
帝

有
り
、
か
く
の
若
き
昆
明
・
蓬
来
・
花
萼
・
御
宿
諸
宮
の
壮
観
有
り
、
か
く
の
若
き
文
物
・
山
川
有
り
、
而
し
て
今
一い
ち

も
此こ
こ

に
有
り
や
。
か

く
の
若
き
明
皇
の
奢
侈
・
富
麗
・
仙
術
・
辺
事
有
り
、
か
く
の
若
き
杜
甫
の
朝
班
及
び
飄
零
の
感
慨
有
り
、
而
し
て
今
一
も
此
に
有
り
や
。

　

つ
ま
り
、
杜
甫
が
「
秋
興
八
首
」
を
作
詩
し
た
時
に
詩
の
材
料
に
な
っ
た
「
文
物
」
も
「
山
川
」
も
「
感
慨
」
も
、
何
一
つ
と
し
て
「
摸
擬
」

の
詩
が
作
ら
れ
た
時
に
は
、
そ
の
作
者
に
は
無
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
詩
は
蓋
し
事
に
即つ

き
興
に
感
ず
」
る
も
の
で
あ
る
以
上
、「
縦
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ひ
少
陵
の
復
た
起
く
る
こ
と
有
り
と
も
、
恐
ら
く
は
未
だ
是
の
若
く
悲
壮
な
る
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。
況い
は

ん
や
吾
が
儕
と
も
が
らを
や
」。
仮
に
杜
甫
本
人
が

別
の
時
代
、
別
の
土
地
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
文
物
」「
山
川
」「
感
慨
」
が
そ
の
時
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
、「
秋
興
八
首
」

の
「
悲
壮
」
感
を
再
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
江
戸
時
代
の
日
本
に
生
き
る
我
々
が
力
を
極
め
て
摸
擬
し
て
も
、
そ
れ

を
再
現
す
る
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
と
南
郭
は
言
う
の
で
あ
る
。
杜
甫
に
あ
っ
て
、
摸
擬
者
に
は
な
い
「
文
物
」「
山
川
」「
感
慨
」

は
、
詩
に
題
意
や
興
趣
を
も
た
ら
す
「
世
態
」
や
「
人
情
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
の
出
発
点
と
な
り
基
本
と
な
る
、

そ
う
し
た
も
の
の
時
代
性
や
個
別
性
の
問
題
を
、
詩
人
南
郭
は
無
視
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

南
郭
の
こ
う
し
た
認
識
は
、
明
ら
か
に
徂
徠
の
古
文
辞
の
詩
法
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
南
郭
と
徂
徠
の
擬
古
の
詩
の
実
作
を
比

較
す
れ
ば
、
一
目
瞭
然
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
感
の
稀
薄
な
徂
徠
の
作
に
比
べ
、
南
郭
の
作
は
同
じ
擬
古
の
詩
と
は
い
え
、
作
品
の
中

に
南
郭
の
現
実
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
徂
徠
は
「
屈
景
山
に
答
ふ
（
第
一
書
）」（『
徂
徠
集
』
巻
二
十
七
）
に
お
い
て
、「
蓋
し
古
文
辞
の
学
は
、

豈
に
徒
だ
読
む
の
み
な
ら
ん
や
。
亦
た
必
ず
諸こ
れ

を
そ
の
手
指
よ
り
出
さ
ん
こ
と
を
求
む
。
能
く
諸
を
そ
の
手
指
よ
り
出
し
、
而
し
て
古
書
猶
ほ
吾

が
口
よ
り
出
づ
る
が
ご
と
し
。
そ
れ
然
る
の
ち
直
ち
に
古
人
と
一
堂
上
に
相
揖
し
て
、
紹
介
を
用
ひ
ず
」
と
述
べ
て
い
た
。
徂
徠
に
と
っ
て
、
古

文
辞
を
摸
擬
し
て
作
詩
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
直
ち
に
古
人
と
一
堂
上
に
相
揖
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
古
文
辞
の
摸
擬
に
よ
っ
て
、
杜
甫
な

ど
盛
唐
の
詩
人
の
表
現
し
た
「
高
華
雄
渾
、
古
雅
悲
壮
」（『
徂
徠
集
』
巻
二
十
六
「
江
若
水
に
与
ふ
（
第
八
書
）」）
を
再
現
す
る
こ
と
は
、
原
理

的
に
は
け
っ
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
人
南
郭
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
原
理
的
な
裁
断
で
あ

り
、
作
詩
と
い
う
行
為
の
機
微
を
解
し
な
い
論
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
南
郭
は
右
の
引
用
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

  

擬
傚
の
作
は
、
実
に
そ
の
人
を
奪
ひ
て
僅
か
に
為
す
べ
し
。
然
ら
ず
ん
ば
、
少
し
く
避
け
ん
の
み
。
即
ち
拙
な
る
も
亦
た
僕
の
拙
な
り
。

豈
に
虎
を
画
き
て
成
ら
ざ
る
に
愈ま
さ

ら
ざ
ら
ん
や
。

　

摸
擬
に
よ
っ
て
詩
作
し
て
も
、
そ
の
作
者
そ
の
人
を
完
全
に
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
た
と
い
下
手
で
あ
っ
て
も
、
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下
手
な
自
分
の
詩
を
作
る
方
が
良
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
物
言
い
は
古
文
辞
派
の
摸
擬
剽
窃
を
批
判
し
た
、
性
霊
派
の
現
実
主
義
的
な
個
性

重
視
の
詩
論
に
限
り
な
く
近
い
。
例
え
ば
、
山
本
北
山
が
古
文
辞
派
批
判
の
書
と
し
て
出
版
し
た
『
作
詩
志
彀
』
に
お
け
る
、「
人
ノ
詩
ヲ
剽
襲

シ
テ
、
巧
ナ
ラ
ン
ヨ
リ
ハ
、
吾
詩
ヲ
吐ハ
キ

出
し
て
、
拙
キ
ガ
優マ
サ

レ
ル
ト
心
得
ベ
シ
」
と
い
う
断
言
と
、
殆
ど
径
庭
が
な
い
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
で
あ

る
。

　

と
は
言
え
、
南
郭
自
身
が
意
識
的
に
は
、
古
文
辞
を
作
詩
の
規
範
と
す
る
擬
古
・
復
古
の
詩
人
で
あ
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
で
李
于
鱗
・
徂
徠
流
の
古
文
辞
の
詩
論
に
収
ま
り
き
れ
な
い
部
分
が
南
郭
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
否
定
で

き
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
詩
人
南
郭
に
と
っ
て
の
課
題
と
は
、
徂
徠
が
放
置
し
た
、
詩
に
お
け
る
「
世
態
」「
人
情
」
の
時
代
性

や
個
別
性
の
問
題
を
、
い
か
に
擬
古
・
復
古
の
詩
論
に
組
み
込
む
か
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
は
、
徂
徠
の
詩
論

や
、
春
台
の
詩
論
の
検
討
の
末
尾
に
お
い
て
提
示
し
た
「
擬
議
変
化
」
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
南
郭
に
お
い
て
も
問
題
に
さ
れ
て
然
る
べ
き
で

あ
っ
た
。

　

た
し
か
に
南
郭
の
文
章
の
中
に
も
、
こ
の
「
擬
議
変
化
」
と
い
う
言
葉
は
登
場
す
る
。
徂
徠
が
明
の
古
文
辞
派
の
詩
人
の
絶
句
を
選
ん
で
注
解

し
た
『
絶
句
解
』
に
寄
せ
た
、
南
郭
の
序
文
「
五
七
絶
句
解
序
」（『
南
郭
先
生
文
集
二
編
』
巻
七
に
も
所
収
）
の
、「
徂
来
先
生
の
詩
を
為つ
く

る

や
、
李
王
に
夢
寐
す
る
こ
と
年
有
り
。
そ
の
業
を
纂
脩
し
て
以
て
之
が
則
を
立
て
、
そ
の
由
を
擬
議
し
て
以
て
之
が
化
を
視
る
」
と
い
う
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
の
文
集
や
春
台
の
文
集
に
比
べ
て
も
、
南
郭
の
文
集
に
は
詩
論
的
な
発
言
は
少
な
く
、
あ
っ
て
も
そ
れ
は
多
く
徂
徠

の
論
を
祖
述
す
る
レ
ベ
ル
に
止
ま
っ
て
い
る
。
南
郭
は
才
能
豊
か
な
詩
人
で
は
あ
っ
た
が
、
詩
の
問
題
を
論
理
的
に
分
析
す
る
詩
論
家
で
は
な
か

っ
た
。
結
局
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
芽
生
え
さ
せ
て
い
た
南
郭
も
ま
た
、
擬
古
の
詩
に
お
い
て
「
擬
議
変
化
」
は
い
か
に
可
能
か
と
い
う

問
題
と
意
識
的
に
取
り
組
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

後
に
古
文
辞
派
の
摸
擬
格
調
の
詩
を
江
戸
詩
壇
か
ら
駆
逐
し
、
現
実
主
義
的
な
性
霊
の
詩
へ
と
詩
風
を
転
回
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
詩
論

書
『
作
詩
志
彀
』
に
お
い
て
、
山
本
北
山
は
「
擬
議
変
化
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



擬古論

— 29 —

　
「
擬
議
シ
テ
以
テ
其
変
化
ヲ
成
」
ノ
語
、
是
レ
于
鱗
ガ
依
テ
、
剽
竊
ノ
誹
リ
ヲ
禦
グ
所
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
、
古
ノ
聖
人
コ
ノ
語
ヲ
以
テ
、

易
ニ
言
フ
、
未
ダ
曾
テ
詩
ニ
言
コ
ト
ヲ
聞
カ
ズ
。
…
…
且
ツ
擬
議
以
テ
変
化
ヲ
成
ス
ト
云
語
ア
リ
。
擬
議
以
テ
陳
腐
ヲ
成
ス
ト
云
コ
ト
ナ

シ
。
試
ニ
于
鱗
ガ
詩
ヲ
観
ヨ
。
擬
議
ハ
之
レ
ア
ラ
ン
。
変
化
ニ
於
テ
ハ
絶
テ
ナ
シ
。
筆
ヲ
下
セ
バ
、
中
原
・
万
里
・
天
地
・
乾
坤
・
陽
春
・

白
雪
・
風
塵
・
白
雲
ノ
類
、
幾ホ
ト

ン
ド
重
復
畳
出
ニ
堪
ズ
。
最
モ
厭
ヒ
醜ニ
ク

ム
ベ
シ
。

　
「
擬
議
変
化
」
と
い
う
の
は
、
李
于
鱗
が
「
剽
竊
」
と
い
う
非
難
を
防
ぐ
た
め
に
『
易
』
の
表
現
を
援
用
し
て
こ
じ
つ
け
た
言
葉
で
あ
っ
て
、

古
文
辞
の
摸
擬
の
詩
法
に
「
陳
腐
」
は
あ
っ
て
も
、「
変
化
」
な
ど
な
い
と
い
う
の
が
、
北
山
の
古
文
辞
派
攻
撃
の
主
張
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

見
て
き
た
よ
う
に
徂
徠
一
門
に
お
い
て
も
、「
擬
疑
変
化
」
を
問
題
化
し
よ
う
と
す
る
芽
生
え
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
古
文
辞
派
の
内
部
に
、
こ
う
し
た
北
山
の
批
判
へ
の
反
論
と
な
り
う
る
よ
う
な
、「
擬
議
変
化
」
を
め
ぐ
る
説
得
力
の
あ
る

詩
論
の
展
開
は
、
つ
い
に
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 


