
晩
年
の
司
馬
江
漢

『春
波
楼
筆
記
』
を
中
心
に

田

川

邦

子

か
つ
て
司
馬
江
漢

に
関
心
を
抱
く
人

々
を
困
惑
さ
せ
た
問
題
に
、
そ
の
年
齢
欺

称
が
惹
き
起
す
伝
記
上
の
混
乱
が
あ

っ
た
。

文
化
五
年
六
二
歳

に
な

っ
た
江
漢
は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
こ
の
年
の
正
月
か
ら

突
如
七

一
歳
と
、
九
年
増
し
の
年
齢
を
記
し
始
め
る
。
以
後
七
二
歳
で
没
す
る
ま

で
の
十

一
年
間
、
徹
底
し
て
九
年
増
し

で
押
し
通
す
の
で
、
そ
の
辺
の
事
情
が
は

っ
き
り
し
な

い
う
ち
は
、
後
世
そ
の
事
蹟
を
探
ろ
う
と
す
る
研
究
者
や
好
事
家
た

ち
は
大
い
に
惑
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
巣
鴨
慈
眼
寺

に
あ
る
墓
石
に
は

「文

政
元
寅
天
十
月
廿

一
日
桃
言
院
快
詠
寿
延
居
士
」
と
あ
り
、
死
没
が
文
政
元
年
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
年
齢
は
記
し
て
な
い
。
文
化
四
年
以
前
の
年

齢
を
基
準
に
す
れ
ば
死
没
は
七
二
歳
、
晩
年

の
十

一
年
間

に
自
称
し
た
年
齢
を
も

と
に
計
算
す
れ
ば
八

一
歳
死
亡
説
が
正

し
い
こ
と
に
な
る
が
、
死
没

の
年
齢
が
定

ま
ら
な

い
と
な
れ
ば
、
逆
算
で
得
ら
れ
る
生
年

に
も
ま
た
二
説
が
生
じ
る
わ
け
で
、

皆
大
い
に
困

っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
こ
の
問
題
に
惑
わ
さ
れ
る
人
は
も
う
い
な

い
だ
ろ
う
。
作
品
や
著
書
に
書

き
残
し
た
年
齢
を
具
に
調

べ
れ
ば
、
文
化
四
年
と
五
年

の
問
に
断
絶
が
あ
り
、
彼

が
文
化
五
年
正
月

(末
見
で
あ
る
が
こ
の
年
の
正
月
に
作

っ
た
年
齢
入
り
の
大
小

暦
が
あ
る
と
い
う
)
を
期
し
て
、
九
年
加
算
し
た
年
齢
を
自
称
し
始
め
た
こ
と
が

は

っ
き
り
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
戒
名

の

「寿
延
居
士
」
の
意
も
ま

た
よ
く
通
る
わ
け
だ
。

し
か
し
事
実
が
は
っ
き
り
見
え
て
来
る
と
同
時

に
ま
た
新
た
な
疑
問
も
生
じ
る

わ
け
で
、

い
っ
た

い
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
か
と
い
う
謎
が
生
ま
れ
る
。

誰
も
が
若
く
見
せ
た
い
現
代
人
に
は
、
九
歳
も
上
ま
わ
る
年
齢
を
偽
称
す
る
な
ど

は
お
よ
そ
不
可
解
だ
ろ
う
。
だ
が
高
齢
者
が
尊
敬
さ
れ
た
江
戸
時
代

で
も
こ
の
よ

う
な
例
は
全
く
な

い
と
は
い
え
な
い
が
、
や
は
り
稀

で
あ
る
か
ら
奇
行
と

い
う
他

は
な
い
。

晩
年

の
江
漢
に
は
こ
の
年
齢
欺
称

に
加
え
て
、文
化

一
〇
年
六
七
歳
の
八
月
「七

十
六

(九
年
増
し
で
あ
る
)
翁

司
馬
無
言
辞
世
語
」
な
る
自
画
像
入
り
の
引
き

札
を
、
知
人
に
配
る
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。

つ
ま
り
自
己
の
死
亡
通
知
書
で
あ

る
。
そ
れ
は

「
江
漢
先
生
老
衰
し
て
画
を
需
る
者
あ
り
と
雖
不
レ描

諸
侯
召
ど

も
不

レ往

蘭
学
天
文
或

ハ
奇
器
を
巧
む
事
も
倦
み

啻
老
荘

の
如
き
を
楽
し
み

去
年
吉
野
の
花
を
見

夫
よ
り
し
て
京
に
溜
る
事

一
年

今
春
東
都
に
帰
り

頃

日
上
方
さ
し
て
出
ら
れ
し
に
相
州
鎌
倉
圓
覚
寺

摂
禅
師
の
弟
子
と
な
り
遂

に
大

悟
し
て
後
病
て
死
に
け
り

(以
下
略
)」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
を
見
て
本

当
に
江
漢
が
死
ん
だ
と
信
じ
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た

「退
隠
書

畫
会

引
札
」
と
い
う
の
も
あ
り
、
「今
茲
年
已
耳
順

気
力
稍
衰
」
え
た
の
で
業

を
門
人
に
譲
り
閑
居
す
る
つ
も
り
な
の
で
、
柳
橋
万
八
楼
で
記
念
の
宴
を
張
り
、

需
め
に
応
じ
て
書
畫
を
呈
上
し
た
い
旨
を
触
れ
て
い
る
。
文
化
三
年
耳
順

(六
〇
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歳
)
の
年

で
あ
る
。
実
際
に
退
隠
書
畫

会
が
催
さ
れ
た
の
は
翌
文
化
四
年
で
あ

っ

た
よ
う
だ
が
、
こ
の
会
を
済
ま
せ
、
明
く
る
年
文
化
五
年
に
は
例

の
年
齢
欺
称
が

始
ま
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て

一
連

の
行
為
と
考

え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
六
〇
歳
を
迎
え
た
江

漢
は
、
ひ
た
す
ら
現
実
か
ら
遁
れ
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
耳
順

(六
〇
歳
)
を
期
し
て
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
自
分

の
年
齢
に
対
し
て
敏
感
な
江
漢

の
資
質
が
浮
か
び
上
が
り
、
「気
力
稍
衰
」
え
と

い
う
肉
体
的
自
覚
も
そ
の
底
に
は

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
退
隠
閑

居
し
て
無
為
な
余
生
を
送
る
と
い
う
に
は

ほ
ど
遠

い
晩
年
で
、
し
ば
し
ば
旅
行
を

こ
こ
ろ
み

(こ
れ
ら
の
旅
行
に
は
江
戸
脱

出

の
意
図
が
窺
え
る
)、

『地
転
儀
略
図
解
』
『刻
白
爾
天
文
図
解
』
(文
化
五
年
)
、

『天
地
理
譚
』

(文
化

=
二
年
)
な
ど
、
天
文
地
理
学
関
係

の
著
述
に
と
り
組
ん
で

い
る
。
ま
た

『春
波
楼
筆
記
』

(文
化

八
年
)
を
は
じ
め

『独
笑
妄
言
』
(文
化
七

年
)
『無
言
道
人
筆
記
』
『訓
蒙
図
解
集
』

(文
化

一
一
年
)
な
ど
の
文
化
的
著
述
は

殆
ど
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
し
、
な
か
で
も
注
目
し
た
い
の
は
文
化

一
二
年

の

『西
遊
日
記
』
で
あ
る
。

天
明
八
年
四
二
歳

の
江
漢
は
四
月

に
江
戸
を
発
ち
、
翌
年
寛
政
元
年
四
月
ま
で

の
お
よ
そ

一
年
間
を
旅
中

に
過
し
た
。

こ
の
旅
は
彼

の
生
涯
で
も
記
念
的
旅
行
で
、

目
的
は
も
ち
ろ
ん
長
崎
に
あ

っ
た
が
、
各
地
で
文
人
名
士
と
交
流
し
て
は
絵
筆
を

執
り
、
の
ぞ
き
眼
鏡
の
銅
版
浮
絵
で
農

民
や
遊
女
を
驚

か
せ
る
な
ど
、
ま
こ
と
に

自
由
闊
達
な
道
中
を
し
て
い
る
。
こ
の
旅
行
の
見
聞
を
絵
入
り
で
ま
と
め
た
の
が

『西
遊
旅
譚
』
(五
冊
)

で
寛
政
二
年

・
六
年
と
版
を
重
ね
る
が
、
同
六
年
に
は

駿
府

の

「久
能
山
之
図
」
と
そ
の
記
事

が
将
軍
家
の
事

に
触
れ
る
と
し
て
発
禁
に

な

っ
た
。
例

の
京
伝
の
手
鎖

の
事
件
な

ど
も
あ
り
、
寛
政
年
間
は
と
り
わ
け
出
版

統
制

の
厳
し

い
時
期
で
あ

っ
た
の
だ
。
享
和
三
年
に
は
こ
れ
ら
を
除
き
、
同
じ
版

を
使

っ
て
絵
の
み
を
ま
と
め

『画
図
西
遊
譚
』
(
一
冊
)
を
出
版
す
る
こ
と
は
あ

っ

た
。
し
か
し
晩
年
六
九
歳
の
江
漢
は
こ
れ
ら
旅
行
記
を
手
も
と
に
残
る
詳
し

い
日

記
を
も
と
に
、
再
度
書
き
直
す
の
に
執
念
を
も
や
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
際

上
梓
刊
行
は
問
題
外
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て

『西
遊
旅
譚
』
よ
り
は
る
か
に
内
容

の
詳
し

い

『西
遊
日
記
』
が
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
手
も
と
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
当
時
の
庶
民

の
生
活
、
道
中

の
風
俗
風
景
、
特

に
長
崎
で
の
行
動
、

出
島
の
光
景
な
ど
を
克
明
に
再
現
し
て
貴
重
な
資
料
と
な

っ
て
い
る
。

退
隠
宣
言
を
し
て
か
ら
の
毎
日
が
、
来
る
日
も
来
る
日
も
著
述
に
明
け
暮
れ
た

と
は
い
え
な

い
に
し
て
も
、
「兎
角
後
世

へ
の
こ
す
事
の
み
を
楽
し
み
に
い
た
し
申

候
外

に
楽
し
む
事
な
し
」

(文
化
十
二
年
三
月
廿
二
日
附

山
領
主
馬
宛
書
簡
)
と

い
う
の
は
絵
の
事
ば
か
り
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
文
を
書
く
と
い
う
営
為
に
も
ま
た

業
の
よ
う
に
深
く
と
り

つ
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
著
述

の
筆
は
最
後
ま
で

擱
く
こ
と
が
な
い
。

司
馬
江
漢
の
美
術
史
上
の
功
績
が
、
銅
版
画
の
創
始
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い

人
は
な
い
。
彼
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
大
き
な
自
負
が
あ
り

「銅
版
画
覗
眼
鏡
引

札
」

(天
明
四
年
)
に
は
、
「司
馬
江
漢
先
生

ハ
日
本
銅
版
ノ
創
ナ
リ
」
と
か
、
「後

人
工
者

ハ
江
漢
先
生
ヲ
祖
ト
知
ル
可
シ
」
な
ど
書
か
せ
、
天
明
七
年

の

「三
囲
之

景
」

(本
間
美
術
館
)
に
は
、
「天
明
丁
未
冬
十
月

日
本
銅
板
創
製

司
馬
江
漢

先
刻
」

(「三
囲
之
景
」
は
同
じ
図
柄
で
天
明
三
年
の
作
が
あ
り
、
日
本
銅
版
画
史

上
最
初
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
)
の
款
を
書
く
。
と
こ
ろ
が
白
河
侯
の
御
用
職
人

亜
欧
堂
田
善
が
遙
か
に
精
度

の
高

い
銅
版
鏤
刻
の
技
術
を
も

っ
て
登
場
し
て
来
た

こ
と
で
、
創
始
者
江
漢
の
役
割
は
あ

っ
け
な
く
終
り
を
告
げ
た
の
も
ま
た
周
知
の

事
実

で
あ
る
。
江
漢
と
田
善
の
関
係
に
は
謎

の
部
分
が
多

い
が
、
そ
の
背
後

に
は

白
河
侯
松
平
定
信

の
姿
が
見
え
隠
れ
す
る
。

江
漢
の
退
隠
と
そ
れ
に
続
く
年
齢
欺
称
偽
死
と
い
う

一
連

の
韜
晦
行
為

に
は
、

時
代

の
変
化
と
い
う
運
命
的
な
も
の
が
確
か
に

つ
き
ま
と

っ
て
い
る
。
彼

の
青
春

は
田
沼
時
代
と
と
も
に
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
明
和
天
明
期
は
産
業
商
業
学
問

芸
術

の
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
活
況
を
呈
し
た
時
代

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
科
学
に

関
心
を
抱
く
先
進
的
知
識
人
が
数
多
く
現
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
蘭
学
者
の
グ

ル
ー
プ

と
江
漢
は
と
り
わ
け
深
い
繋
が
り
を
持

っ
て
お
り
、
と
い
う
よ
り
彼
も
ま
た
蘭
学

(20)
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者
グ

ル
ー
プ

の

一
員
で
あ
り
、
銅
版
画

の
創
始
も
こ
の
グ
ル
ー
プ

の
力
が
生
み
出

し
た
成
果
の

一
つ
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
銅
版
画
が
諸
人

の
注
目
を
集
め
た
の
は
、
事
物
を
写
し
取
る
の
に
木

版

よ
り
遙
か
に
迫
真
性
が
あ
り
、
正
確
細
密

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
地
図
、

人
体
解
剖
図
、
そ
の
他
の
学
芸
技
術
書

の
解
説
を
よ
り
正
確

に
徹
底
さ
せ
る
に
は
、

挿
絵
は
欠
く
事
が
で
き
な

い
。
長
崎
か
ら
輸
入
さ
れ
る
西
洋
の
学
術
書
が
、
こ
の

点
で
大
き
な
刺
激
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

西
画
は
、
只
能
造
化
の
意
を
と
る
の
み
、
和
漢
の
画
は
、
翫
物
に
し
て
用
を
為

ず
。

(中
略
)文
字
と
用
を
同
ふ
す
る
事
、
文
字
を
以
て
誌
す
と
雖
、
其
形
状
に

至
り
て
は
、
画
に
非
ざ
れ
ば
之
を
弁
し
が
た
し
。
故
に
彼
国
の
書
籍
は
、
画
図

を
以
て
説
き
知
ら
せ
る
も
の
多
し
。
豈
和
漢

の
画
の
如
く
、
酒
辺
の

一
興
、
翫

弄
戯
技
を
な
す
の
比
な
ら
ん
や
。
(『
西
洋
画
談
』
)

と
実
用
を
契
機
に
絵
画
に
も
写
実

(当
時
で
は

〈写
真
〉
)
の
必
要
性
が
認
識
さ

れ
、
そ
の
方
法
を
追
及
し
、
成
果
を
普

及
す
る
に
は
銅
版
画
の
技
術
習
得
は
必
須

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
。

江
漢
の
銅
版
画
創
始
が
大
槻
玄
沢
と

の
共
同
作
業

で
あ

っ
た
と
こ
は
、
江
漢
自

ら

「阿
蘭
書
ボ
イ
ス
と
云
人
の
著
す
書

中
に
、
銅
刻
を
作
れ
る
の
技
巧
の
方
式
あ

サ
キ

ニ

り
。
向

我
玄
沢
大
槻
氏
と
謀
り
て
之
を

訳
し
、
天
明
癸
卯
歳
竟

に
此
製
作
を
考

へ
、
日
本
始
め
て
草
創
す
る
も
の
な
り
」
(『西
洋
画
談
』
)と

い
う
か
ら
間
違
は
な

い

。「阿
蘭
書
ボ
イ
ス
と
云
人
の
著
す
書
」
つ
ま
り
ボ
イ
ス
の

『
ウ
オ
ー
ル
デ
ン
ブ
ー

ク
』
が
、
銅
版
画
創
始
の
手
引
書
と
し
て
万
全
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
諸

家

の
研
究
が
あ
る
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら

に
譲
り
た
い
が
、
美
術
史
専
門
家
や
腐
触

銅
版
画

(
エ
ッ
チ
ン
グ
)
作
者
た
ち
の
見
解

に
よ
れ
ば

〈否
〉
の
答
え
が
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
本

で
は
記
述
が
簡
単
す
ぎ

て
実
作
の
手
引
き
に
は
な
ら
な
い
と
い

う

の
で
あ
る
。
江
漢
や
玄
沢
が
頼
り
に
し
た
の
は
ボ
イ
ス
の
著
書
と
並
ん
で
当
時

貴
重
書

で
あ

っ
た
、

フ
ラ
ン
ス
人
ノ

エ
ル

・
シ
ョ
メ
ー
ル
著
す
と
こ
ろ
の

『ウ
オ

ル
デ

ン
ブ
ー
ク
』
の
蘭
訳
書
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。
こ
れ
は
文

化
八
年
か
ら
幕
府
が
翻
訳
に
か
か
り
、
結
局
未
完

に
終

っ
て
刊
行
も
さ
れ
な
か

っ

た
七
巻

の
大
冊
本
で
、
現
在
静
岡
県
立
図
書
館
葵
文
庫
に
あ
る

『厚
生
新
篇
』
の

こ
と
で
あ
る
。

江
漢
が
な
ぜ
シ
ョ
メ
ー
ル
の
本
に
つ
い
て
言
及
し
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
謎

と
さ
れ
る
。
幕
府
当
局

へ
遠
慮
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
白
河
侯
定
信
が
い
う
よ
う

に
、
彼
の
秘
密
主
義
な
の
か
。
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
が
、

秘
密
主
義
と
い
っ
て
も
種
本
を
秘
す
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
蘭

学
界
の
中
心
人
物
大
槻
玄
沢
が
現
に
健
在
な
の
だ
か
ら
、
秘
密
に
し
て
も
始
ま
ら

な
い
こ
と
だ
。
脇
道
に
逸
れ
る
の
で
今
は
こ
の
事
に
深
入
り
で
き
な
い
が
、
先
端

的
な
技
術
を
囲
る
思
惑
や
か
け
引
き
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
複
雑
で
謎

の
部
分
が

多

い
。
幕
府
が
秘
匿
独
占
し
た
か
っ
た
シ
ョ
メ
ー
ル
本
を
、
江
漢
が
閲
覧
利
用
し

た
こ
と
、
或
は
そ
の
や
り
か
た
の
な
か
に
問
題
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ

に
出
来
あ
が

っ
た
制
作
品

(銅
版
浮
絵
)
を
、
公
開
利
用
す
る
江
漢
の
態
度
が
無

邪
気
す
ぎ
た
。
自
己
宣
伝
め
い
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
、
人
々
の
反
感
を
買
う
原
因

に
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

未
知
の
世
界

の
未
知
の
技
術
。
そ
の
習
得

に
は
適
当
な
指
導
者
を
求
め
る
こ
と

か
ら
始
め
る
の
が
今
も
昔
も
常
識
で
あ
る
が
、
文
献
の
み
が
頼
り
と
い
う
の
が
鎖

国
時
代
第

一
の
悪
條
件
で
、
ま
ず
言
葉
の
障
害
を
乗
り
越
え
る
の
に
ひ
と
苦
労
し

な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

一
人
の
人
間
の
才
能

に
全
て
を
委
ね
る
こ
と
は
不
可
能
で
、

衆
知
を
集
め
て
の
討
論
研
鑚
が
何
よ
り
大
き
な
武
器
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
『蘭
学
事

始
』

(杉
田
玄
白
)
が
よ
く
物
語

っ
て
い
る
。
江
漢
が
後
に
玄
沢
と
不
仲
に
な
り
蘭

学
者
か
ら
孤
立
し
て
い
っ
た
根
本

に
は
、
時
代

の
変
化
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に

こ
の
共
同
作
業
の
な
か
に
何
か
対
立
の
萌
芽
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
思
わ
れ
る
。
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蘭
学
の
興
隆
に
先
覚
的
役
割
を
果
し
た
平
賀
源
内
は
江
漢
よ
り
十
八
才
年
長
で

あ
る
が
、
源
内
の
豊
か
な
個
性
と
多
方

面
の
才
能
、
そ
の
行
動
力
が
発
散
す
る
魅

力
は
、
若

い
江
漢
に
は
大
き
な
刺
激
で
あ

っ
た
筈
だ
。
『春
波
楼
筆
記
』
に
も
源
内

に
つ
い
て
の
記
述
は
か
な
り
詳
し

い

れ
が
い
て
、
自
由
な
文
化
活
動
を
展
開
し
、
こ
れ
が
彼

の
人
間
形
成
に
少
な
か
ら

ず
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。

⇔
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究研

源
内
は
甞
て
金
銀
銅
鉄

の
山
に
あ
る
は
、
山
頂
に
立
と
云
ふ
。
如
レ岩
如
レ
石
物

現
る
。
之
を
見
る
の
術
あ
り
。
我
等

も
是
に
も
加
は
り
し
に
、
甚
し
き
間
違
ひ

見
損
ひ
あ
る
事
に
て
、
後
悔
し
止
み
ぬ

(『春
波
楼
筆
記
』)

と
晩
年
の
江
漢
は
回
想
す
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
若

い
時
代
源
内

の
近
く
に
い
た

こ
と
を
物
語
る
。
彼
が
源
内

の
鉱
山
探
索

に
同
行
し
た
の
は
安
永
二
年
の
秩
父
鉱

山
の
件
て
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
と
き
江
漢
は
二
七
歳
で
あ

っ
た
。
だ

が
二
人
の
出
会

い
は
、
更
に
さ
か
の
ぼ
り
、
お
そ
ら
く
江
漢
の
画
の
師
南
蘋
流
の

画
家
宋
紫
石
を
介
し
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
自
伝

「江
漢
後
悔
記
」

(『春

波
楼
筆
記
』
)
は
年
月
を
追
う
よ
り
も
、
項
目
別
の
大
ま
か
な
回
想
と
い
う
筆
運
び

だ
が
、
絵

は
ま
ず
狩
野
派
に
学
び
、
「然

る
に
和
画
は
俗
な
り
と
思
ひ
、
宋
紫
石
に

学
ぶ
」
と
あ
り
、
浮
世
絵
師
鈴
木
春
信
没
後
、
そ
の
人

の
名
で
贋
作
を
描

い
て
版

行
し
た
事
を
そ
の
後

に
続
け
る
。
鈴
木

春
信
の
急
死
は
明
和
七
年

(江
漢

二
四

歳
)、
従

っ
て
宋
紫
石
の
門

に
入

っ
た
の
は
そ
れ
よ
り
以
前
と
思
わ
れ
る
。
南
蘋
流

は
大
胆
華
麗
な
色
彩
と
構
図
を
、
細
部

の
写
実
が
し

っ
か
り
支
え
る
風
の
当
時
の

新
画
風
で
、
そ
の
流
行
は
長
崎

か
ら
始

ま
り
京
都
か
ら
江
戸
に
も
及
ん
で
、
宋
紫

石
は
江
戸
で
は
そ
の
中
心
に
い
た
人
物

で
あ
る
。
こ
の
流
派
の
唐
絵
が
後
に
西
洋

画

へ
の
橋
渡
し
に
な

っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
。
こ
の
宋
紫
石
が
平
賀
源

内
と
も
交
わ
り
が
あ

っ
た
の
は

『物
類
品
隲
』
(宝
暦

=
二
年
)
に
挿
絵
を
描

い
て

い
る
こ
と
で
も
分
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
江
漢
二
十
代

の
前
半
は
、
宋
紫
石
、
平
賀

源
内
、
ま
た
大
小
絵
暦
の
会

に
も
関
連

し
て
鈴
木
春
信

(江
戸
錦
絵

の
創
始
者
)

な
ど
、
彼
の
周
辺
に
は
明
和
安
永
期
の
江
戸
文
化
形
成

に
参
加
し
た
多
彩
な
顔
触

『春
波
楼
筆
記
』
を
通
し
て
晩
年
の
江
漢
の
内
面
を
窺
お
う
と
し
て
、
前
置
き
が

長
く
な

っ
た
。

幼
年
期
は
別
と
し
て
、
二
十
歳
以
後
の
江
漢
の
生
涯
は
だ
い
た
い
四
つ
の
時
期

に
分
け
ら
れ
る
。
第

一
は
先

に
述
べ
た
青
春
期
の
修
業
時
代

か
ら
春
信
名
で
浮
世

絵

の
贋
作
を
し
、
さ
ら
に
春
重
と
名
前
を
変
え
て
浮
世
絵
や
肉
筆
美
人
画
を
描
く

時
期
で
あ
る
。
大
槻
玄
沢
ら
と
と
も
に
前
野
良
沢
に
入
門
す
る
の
も
こ
の
頃
か
と

思
わ
れ
る

(『蘭
学
階
梯
』
)。
銅
版
画
を
創
始
す
る
三
七
歳
か
ら
長
崎
旅
行
を
終
え

る
頃
ま
で
が
第
二
の
時
期
で
、
江
漢
の
自
由
闊
達
な
活
躍
ぶ
り
は

『西
遊
日
記
』

に
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
寛
政

の
改
革
の
始
ま
る
の
も
こ
の
期
で
あ
る
が
、
田
沼

時
代

に
培
わ
れ
た
自
由
の
気
風
は
ま
だ
残
り
、
蘭
学
者
た
ち
と
の
交
流
に
も
あ
ま

り
問
題
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

江
漢
の
生
涯
で
も

っ
と
も
分
り
難
く
、
か
つ
問
題
の
多

い
の
が
第
三
の
時
期
で
、

彼
が
蘭
学
者
の
グ

ル
ー
プ
か
ら
次
第
に
離
れ
孤
立
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
寛
政

五
、
六
年
頃
に
、
彼
を
グ

ル
ー
プ
か
ら
隔
て
る
何

か
が
起
き
た
と
想
像
さ
れ
な
く

も
な
い
が
、
現
在

の
資
料
で
は
実
情
は
つ
か
み
に
く

い
。
寛
政
五
年

ロ
シ
ア
漂
流

か
ら
帰
還
し
た
大
黒
屋
光
太
夫
を
吹
上
御
苑

に
呼
び
、
将
軍

の
御
前
で
事
情
を
聞

く
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。
光
太
夫
と
桂
川
甫
周
と
の
質
疑
応
答
を
甫
周
自
身
が

筆
記
し
た
の
が

『漂
民
御
覧
記
』
で
、
こ
れ
は
海
外
事
情

に
関
心
を
持

つ
人
々
に

早
く
か
ら
回
し
読
み
さ
れ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
対
す
る
江
漢

の
批
判
を
さ
ら
に
批

判
し
た

「盲
蛇
」

(寛
政
六
年

筆
者
鳥
有
道
人
)
と
い
う
文
章
が
、
大
槻
玄
沢
の

『碗
港
漫
録
』
に
あ
る
の
を
、
岡
田
千
曳
氏
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
か
な
り
痛
烈

な
感
情
む
き
出
し
の
筆
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
江
漢
の
甫
周
批
判
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晩年の司馬江漢

に
も
ま
た
異
常
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
何
も
無

い
と
こ
ろ
か
ら
、
突
然
こ

の
よ
う
な
応
酬
が
交
わ
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

江
漢

の
桂
川
甫
周
批
判
に
は
、
鳥
有

道
人
が
難
ず
る
よ
う
に
確
か
に
ピ
ン
ト
の

ず
れ
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
江
漢

の
学
識
が
劣
る
と
す
る
の
も
フ
ェ
ア
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
吹
上
御
苑
な
ど
に
は
参
入
の
資
格
も
な
い
庶
民
江
漢
は
、
後
に
光
太
夫

と
会

い
直
接
話
を
聞
く
機
会
を
持

っ
た
ら
し

い
。
も
ち
ろ
ん
内
容
は
彼
が
関
心
を

抱
く

ロ
シ
ア
の
地
理
や
国
内
事
情
で
あ
る
。
だ
が
光
太
夫
か
ら
充
分
納
得
の
い
く

説
明
を
得
ら
れ
な
か

っ
た
に
つ
い
て
は
事
情
が
あ

っ
た
。
「盲
蛇
」
の
筆
者
自
身
が

い
う
よ
う
に
、
光
太
夫
が

「見
知
ら
ぬ
人
に
対
し
て
外
国
の
談
に
及
ぶ
べ
か
ら
ざ

る
由

の
命

を
奉
じ
」
て
い
た
の
で
、
「
か
れ

(江
漢
)
が
や
う
す
も
は
か
り
が
た

く
、
み
だ
り
に
物
語
ら
ざ
る
も
理
り
な
り
」
で
、
光
太
夫
の
よ
う
な
外
国
生
活
経

験
者
に
幕
府
は
緘
口
令
を
出
し
て
い
た

の
だ
。
江
漢
の
よ
う
な
庶
民
学
者
に
は
、

す
で
に
情
報
が
充
分
に
届
か
な

い
時
代

が
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
に
つ
い
て
の
も
と
も
と
の
知
識

を
問
え
ぼ
、
当
時
は
桂
川
甫
周
と
江
漢

に
さ
し
て
違

い
は
な

い
は
ず
だ
が
、
異

な
る
の
は
二
人
の
社
会
的
政
治
的
立
場
で

あ
る
。
新
た
な
情
報
を
め
ぐ
り
、
少
し
し
か
知
ら
さ
れ
な
い
人
間
が
多
く
を
知

っ

て
い
る
者
を
批
判
す
れ
ぼ
、
「盲
蛇
」
に
な
る
の
も
止
む
を
得
な
い
。

同
じ
寛
政
四
五
年
頃
の
事
と
し
て
、
松

平
定
信
は
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

寛
政
四
五
の
こ
ろ
よ
り
紅
毛
の
書
を
集

む
。
蛮
国
は
理
に
く
は
し
。
天
文
地
理

又
は
兵
器
あ
る
は
内
外
科

の
治
療
、

こ
と
に
益
も
少
な
か
ら
ず
。
さ
れ
ど
も
あ

る
は
好
奇
之
媒
と
な
り
、
ま
た
は
あ

し
き
事
な
ど
い
ひ
出
す
。
さ
ら
ば
禁
ず

べ

し
と
す
れ
ど
、
禁
ず
れ
ば
猶
や
む

べ
か
ら
ず
。
況
や
ま
た
益
も
あ
り
。
さ
ら
ば

そ
の
書
籍
な
ど
、
心
な
き
も
の
の
手

に
は
多
く
渡
り
侍
ら
ぬ
や
う
に
は
す

べ
き

な
り
。
上
庫
に
を
き
侍
る
も
し
か
る

べ
し
。
さ
れ
ど
よ
む
も
の
も
な
け
れ
ば
只

蟲
の
す
と
成
る
べ
し
。
わ
が
か
た

へ
か
ひ
を
け
ば
世
に
も
ち
ら
ず
、
御
用
あ
る

と
き
も
忽
ち
辨
ず
べ
し
と
、
長
崎
奉
行

へ
談
じ
て
、
舶
来
之
蛮
書
か
ひ
侍
る
こ

と

と

は
成

り

に

け

り

(
『宇

下

人

言

』
)

こ
こ
に
は
為
政
者
松
平
定
信
の
悩
み
と
ジ
レ
ン
マ
、
そ
れ
を
解
決
す
る
の
に
辿
り

着

い
た
彼
の
結
論
が
よ
く
出

て
い
る
。
時
あ
た
か
も
林
子
平
が

『海
国
平
談
』
な

ど
で
処
罰
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
定
信

の
眼
に
江
漢
が
は
た
し
て

「あ
し
き
事
な

ど
い
ひ
出
す
」
「心
な
き
も
の
」
と
映

っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。
し
か
し

江
漢
が
生
得
身

に
つ
け
て
い
る
芸
術
家
的
な
自
由
思
想
は
、
創
造
活
動

の
範
囲
の

中

に
納
ま
れ
ば
許
容

で
き
る
に
し
て
も
、

ひ
と
度
現
実
批
判

へ
向
か
え
ば

「あ
し

き
事
な
ど

い
ひ
出
す
」
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
幕
府
に
と

っ
て
江
漢
の
よ
う
な
芸
術
家
は
得
体
の
分
ら
な
い
危
険
人
物

で
あ

っ
た
。

お
よ
そ
十
年
後

の
文
化
二
年

(
一
八
〇
五
年
)

ロ
シ
ヤ
船
が
肥
前
長
崎

に
来
航

し
、
日
本
に
も
い
よ
い
よ
国
際
社
会
の
波
が
押
し
寄
せ
て
来
る
。
こ
の
時
正
式
に

通
商
を
求
め
る
ロ
シ
ア
に
対
す
る
幕
府
の
対
策

に
つ
い
て
、
江
漢
は
怒
り
を
も

っ

て
次

の
よ
う
に
記
す
。

魯
西
亜
の
使
者
を
、
半
年
長
崎

に
留
め
上
陸
を
も
免
さ
ず
、
其
の
上
彼
等
が
意

に
戻
り
、
且
其

の
返
答
甚
失
敬
不
遜
、
魯
西
亜
は
北
方
の
辺
地
不
毛
の
土

に
し

て
、
下
国
な
り
と
雖
も
、
大
国
に
し
て
属
国
も
亦
多
し
。

一
概
に
夷
狄

の
ふ
る

ま
い
非
礼
な
ら
ず
や
、

レ
サ
ノ
ッ
ト
は
彼

の
国
の
使
者
な
り
、
王
は
吾
国
の
王

と
異
な
ら
ん
や
。
夫
礼
は
人
道
教
示
の
肇
と
す
。
之
を
譬

へ
ば
位
官
正
し
き
に
、

裸
に
な
り
て
立

つ
が
如
し
。
必
や
吾
国

の
人
を
彼
等
禽
獣

の
如
く
思
ふ
な
る
べ

し
。
鳴
呼
慨
哉
。

(『春
波
楼
筆
記
』
)

幕
府
の
外
交
政
策
に
つ
い
て
の
彼
の
批
判
は
、
全
く
手
厳
し
い
。
も

っ
と
も

『春

波
楼
筆
記
』
は
出
版
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
書
け
た

と
も

い
え
る
。

一
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国

イ
キ
モ
ノ

『春
波
楼
筆
記
』
の

「
一
休
ば
な
七
」
の
な
か
に

「活
物
は
水
で
包
ん
で
火
で
動

ヘ
ツ
ツ

く
薪
を
喰
ふ
て
腹
は
竃
ゐ
」
の

一
首
が
あ
り
、
「文
化
八
年
未
三
月
二
十
八
日
」
の

日
付
を
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
巻
頭
に
近
く
、
巻
末
に
は

「文
化
八
年
辛
未
十
月

日
誌
之
」
の
記
が
あ
る
か
ら
、
約
七
箇
月
で
書
き
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
江

漢
六
十
五
歳
の
年
で
あ
る
。

長
短
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
二

一
四
は
、
自
伝
「江
漢
後
悔
記
」
「
一
休
ぱ
な
し
」
「貧

　
マ
マ
　

福
の
論
」
「人
間
感
」
「懶
斎
筆
記
の
抜
書
及
評
論
」
の
よ
う
に
、
テ
ー

マ
別
に
統

合
さ
れ
る
も
の
と
、
ま

っ
た
く
恣
意
的

に
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の
と
に
分
か

れ
る
。
そ
の
部
分
は
宇
宙
論

・
自
然
論

・
人
間
観

・
仏
書
論

・
三
教

(儒

・
仏

・

老
荘
)
論

・
文
章
論

・
大
名

・
狐

の
怪

・
小
野
篁

・
天
愚
孔
平
、
『
つ
れ
づ
れ
草
』

『近
世
畸
人
伝
』
の
抜
き
書
き
風
の
も

の
な
ど
、
雑
多
な
内
容

で
、
あ
ま
り
ま
と

ま
り
が
よ
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
思

い
浮
か
ぶ
ま
ま
に
書
き
継

い
だ
所
感
の

中
に
、
た
ひ
た
び
現
わ
れ
る
繰
り
返
し
、
そ
れ
も
表
現
の
異
な
る
繰
り
返
し
が
多

く
あ
り
、
そ
れ
ら
の
重
な
り
の
な
か
に
、
江
漢

の
宇
宙
観
人
間
観
が
非
常

に
明
快

に
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

『春
波
楼
筆
記
』
の
な
か
で
と
り
わ
け
印
象
的
な
の
は
、
彼
が
天
と
水
に
つ
い
て

考
察
し
、
思
索
を
傾
け
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

た
と
え
ば

天
地

の
中
、
水
の
傾
き
あ
り
、
今
日
本
水
于
減
ず
る
時
な
り
、
今
亜
墨
利
加
の

水
高
し
、
土
地
減
ず
。
故
に
日
本

の
地
開
け
た
る
事
、
甚
近
し
、
故
に
人
智
も

浅
し
、
欧
羅
巴
の
地
開
闢
も
久
し
、
又
人
智
も
深
し
。

こ
れ
は
地
球
全
図
な
ど
に
よ
る
所
感

か
も
し
れ
な
い
。
次
に

「西
洋
天
地
開
闢
」

で
は
創
世
記
の
ア
ダ

ム
と
イ
ヴ
に
つ
い
て
は
、
「是
吾
国
の
云
ふ
天
神
地
神

の
時
を

云
ふ
な
り
」
と
あ
る
が
、
特
に
ノ
ア
の
洪
水
に
言
及
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

洪
水
で
人
類
悉
く
滅
亡
し
ノ
ア

一
族
の
み
助
か
る
の
を
第
二
の
天
地
開
闢
と
捉
え
、

そ
れ
を
地
球
の
上

の

「水
の
傾
き
」
の
説

に
敷
衍
結
合
す
る
。
「欧
羅
巴
を
以
て
開

闢
の
始
と
す
」
と
す
る
の
は
、
西
洋
文
明
の
先
進
性
を
知
悉
し
た
江
漢
の
現
実
認

識
か
ら
来
て
い
る
が
、
ま
た
同
時

に

「水
」
を
媒
介
と
す
る
世
界
感
覚
が
そ
れ
を

支
え
る
。
こ
の
世
界
感
覚
は
観
念
的
瞑
想
的
な
も
の
で
な
く
、
画
家
江
漢
が
自
然

に
向
か

っ
て
立

つ
と
き
、
彼
の
視
覚
が
捉
え
た
世
界
の
実
相
な
の
で
あ
る
。
水
が

と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
高
所
か
ら
自
然
を
俯
瞰
す
る
彼
の
視
線

に
圧
倒
的
量
で

迫
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
文
化
八
年
九
月
に
十
国
峠
に
登
り
、

四
方
を
眺
望
す
る
と
こ
ろ
は
感
動
的
で
さ
え
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
「十
国
五
島
山
々

、
連
り
て
海

に
入
る
、
予
考

へ
見
る
に
実
に
水
の
減
り
た
る
状
、
山
々
の
皺
に
あ
り
、

富
士
の
み
出
現
し
た
る
山
な
り

(後
略
)」
で
、
度
々
く
り
返
す

「水
の
傾
き
の
論
」

で
あ
る
が
、
彼
と
共

に
大
自
然
の
中

に
立
た
さ
れ
、
共
に
そ
の
視
線

で
見
る
こ
と

を
促
さ
れ
る
よ
う
な
力
を
感
じ
る
。

こ
の
水

に
対
し
て
払
わ
れ
る
特
別
の
ま
な
ざ
し
と
独
特
の
考
察
は
ど
こ
か
ら
生

じ
る
の
か

注
目
さ
れ
る
の
は
蘭
学

の
分
野
の
な
か
で
江
漢
が
と
り
わ
け
関
心
を
持

っ
た
の

は
、
天
文
地
理
学
で
あ

っ
た
こ
と
だ
。
西
洋
か
ら
齎
ら
さ
れ
る
世
界
地
図
が
当
時

の
人
々
に
与
え
た
驚
き
と
感
銘
が
異
常
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
が
、
銅
版
鏤
刻
の
技
術

に
習
熟
し
た
江
漢
が
、
銅
版
世
界
地
図

の
製
作
を
思

い

立

っ
た
の
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
き

っ
か
け
と
な
る
の
は
あ
の
記

念
す
べ
き
長
崎
旅
行
で
、

こ
の
旅
行
に
は
す
で
に
世
界
地
図
を
携
行
し
て
い
る
が
、

長
崎
で
大
海
を
渡
来
し
て
来
た
和
蘭
陀
船
に
乗
る
機
会
を
得
て
船

の
巨
大
さ
に
驚

く
と
共
に
、
航
海
術
に
必
須
の
天
文
学

に
眼
を
見
開
ら
か
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。

地
図
上
の

〈
世
界
〉
が
改
め
て
実
感
と
感
銘
を
以

っ
て
、
彼
の
目
前

に
迫

っ
て
来

た
の
で
あ
る
。
天
文
学
関
係

の
翻
訳
を
多
く
手
が
け
て
い
る
長
崎
の
大
通
詞
本
木

(24)



晩年の司馬江漢

良
永
に
会
え
た
の
も
大
き
か

っ
た
。
三
年
後
の
寛
政
四
年

に
は
『興
地
全
図
』
『興

地
略
説
』
、
『地
球
全
図
』
『地
球
全
図
略
説
』
の
二
組
の
銅
版
世
界
地
図
を
完
成
さ

せ
る
。
続
け
て
二
組
を
出
し
た
の
は
前
者
の

『興
地
全
図
』
に
不
備
が
多

い
の
で
、

後
者
で
よ
り
正
確
を
期
そ
う
と
い
う
狙

い
が
あ

っ
た
か
ら
だ
。
す
で
に
こ
の
時
期

木
版

の
世
界
地
図
は
出

て
い
た
が
、
銅
版
は
江
漢
に
よ
る
も
の
が
始
め
て
で
あ

っ

た
。世

界
地
図
は
海
の
彼
方
の
未
知

の
世
界

へ
想
像
を
か
き
た
て
る
と
と
も
に
、
大

地
の
有
限
性

の
予
感
を
通
し
て
改
め
て
天
体
や
宇
宙

へ
目
を
見
開
ら
か
せ
る
。

銅
版
地
図
製
作
の
後
江
漢
は
地
理
学

と
し
て
は

『和
蘭
通
舶
』
(文
化
二
年
)

を
、
天
文
学

で
は

『和
蘭
天
説
』
(寛
政
八
年
)
を
書
く
が
、
地
理
学
よ
り
も
む
し

ろ
宇
宙
や
天
文
現
象
の
窮
理
の
方
に
、
彼

の
ユ
ニ
ー
ク
な
思
索
は
向

い
て
い
た
か

と
思
わ
れ
る
。
『和
蘭
天
説
』
で
は
不
充
分

な
が
ら
も
諸
天
体
に
つ
い
て
解
説
し
地

動
説
を
紹
介
す
る
が
、
天
文
学
の
啓
蒙
書

と
見
な
す
よ
り
も
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
は

江
漢
独
自
の
宇
宙
論

の
書
で
、
こ
こ
に
説

か
れ
て
い
る
の
は
彼
の
自
然
哲
学
な
の

で
あ
る
。

こ
の

『和
蘭
天
説
』
に

「地

ハ
其
躰
水

ノ
円
ナ
ル
者

ニ
シ
テ
大
陽
ヲ
囲
デ
施

ル

ス
ナ
ハ
チ

カ
タ
チ

ナ

ラ

ン
カ

」
、

ま

た

「
地

ト

ハ
迺

水

上

ノ
象

ヲ

云

。

其

躰

全

ク

水

ノ

コ
ト

ニ
シ

テ

、

ニ
ゴ

水
ノ
濁
ル
モ
ノ
土
ト
ス
」
な
ど
あ
り
、
地
球
の
本
質
は

〈水
〉
で
あ
る
と
考
察
す

る
。
〈水
〉
は

〈
火
〉
と
共

に
江
漢
の
自

然
哲
学

で
は
宇
宙
を
形
成
す
る
二
元
素

で
、
こ
の
二
元
論
は
す
で
に

『和
蘭
天
説
』
に

「是
天
ノ
大
機

ハ
、
火

〈太
陽
ノ

火
ナ
リ
〉
・水

〈衆
星
月
及
ビ
地
〉
ノ
ニ

ツ
ノ
モ
ノ
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
か
な
り

早
く
か
ら
江
漢
の
自
然
観
と
し
て
定
着
し

て
い
た
。

陰
陽
五
行
思
想

(儒
教
)
、
仏
教
の
四
大

、
ま
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
四
元
説
が
あ

り
、
そ
れ
ら
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
近
代
科
学

が
実
測
論
証
す
る
以
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ

自
然
観
宇
宙
論

の
根
本
を
な
し
て
い
た
。

江
漢
が
そ
れ
ら
の
ど
れ
に
依

っ
た
か
は

分
か
ら
な

い
が
、
少
く
と
も
儒
教
的
な
自
然
観
か
ら
は
全
く
脱
し
て
い
た
と
思
う
。

陰
陽
五
行
が
水
火
二
元
に
縮
少
さ
れ
た
か
ら
と
い
う
よ
り
、
彼

の
思
考
の
型
に
は

か
ん
れ
い
ひ
げ
ん

陰
陽
五
行

の
観
念
性
は
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
前
野
良
沢
『管
蠡
秘
言
』

(安
永
六
年
)
な
ど
西
洋

の
四
元
説
を
妥
当
と
す
る
見
方
を
、
さ
ら
に
江
漢
な
り

に
純
化
し
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
四
元
と
は
地
水
火
空
で
こ
れ
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
以
来

の
も
の
、
江
漢
は

「西
洋

ニ
テ

ハ
、
金
木
ヲ
捨
テ
水
火
土
ト
ス
」

と
し
て

「空
」
を
抜

か
し
て
い
る
の
で
、
良
沢

の

『管
』蠡
秘
言
』
ほ
ど
に
四
元
思

想
を
明
確
に
意
識
し
て
は
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

も
と
も
と
芸
術
家
肌
の
江
漢
の
著
作
は
、
論
理
構
成
を
密
に
す
る
著
述
の
ス
タ

イ
ル
は
あ
ま
り
と
ら
な
い
か
ら
、
彼

の
水
火
二
元
論

の
根
拠
を
探
す
の
は
難
し
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
西
洋

の
四
元
と
い
っ
て
も
仏
教
に
も
四
大
が
あ
り
、
ま
た
海
保

青
陵
は
火
土
水
の
三
元
説

(『洪
範
談

上
』
)
を
説
え
て
い
る
か
ら
、
二
元
論
に

よ
り
近

い
と
し
て
海
保
青
陵

か
ら
の
影
響
を
考
え
る
見
方
も
あ
衝
。

江
漢
の
二
元
論
の
特
徴
は
土

(地
)
を
消
去
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
と
こ
ろ

の
説
明
と
し
てコ

ク

イ

ヘ

ジ
ツ

イ
タ
ダ
イ

ア
ラ
ザ

土
ノ
水
ヲ
剋

ス
ト
云
ト
モ
、
土
実

二
水
ヲ
生
ジ
、
水

ハ
土
ヲ
戴
テ
生
ヅ

ル
に
非

ヨ
ク
ク
ウ

ロ

サ
ウ
セ
ウ
リ
ヨ
ウ
シ
ツ

レ
バ
、
能
空

二
立

コ
ト
ナ
ラ
ズ
、
水
土
ノ
相
生
膠
漆
ノ
如

ク
離

コ
ト
不

レ能
。

(『和
蘭
天
説
』
)

と
か
、
ま
た

「地
ト

ハ
迺
水
土
の
象
ヲ
云
。
其
躰
全
ク
水
ノ
コ
ト

ニ
シ
テ
、
水
ノ

濁

ル
モ
ノ
土
ト
ス
。
土

ハ
水
上
ノ
塵
埃

今
〉
ノ
コ
ト
シ
」
(同
)
で
、
土
と
水
は

一
体
の
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

地

(土
)
は
物
質
と
し
て
の
土
ま
た
は
漠
然
と
大
地

で
も
あ
る
が
、
結
局
は
「地

ハ
其
躰
水
ノ
円
ナ
ル
者

ニ
シ
テ
」
と
い
う
通
り
、
世
界
全
図
や
天
文
学
的
宇
宙
観

が
根
底
に
あ
る
か
ら
、
地
球
規
模
で
土
を
考
え
れ
ば
、
地
球
は
土
よ
り
も
む
し
ろ

〈水
土
塊
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
世
界
や
宇
宙

へ
目
を
放

つ
と
き
、
広
大

な
も
の
を
連
環
さ
せ
る
の
は
、
土
よ
り
も
水
だ
と
す
る
芸
術
家
的
江
漢
の
感
情
が

働

い
て
い
る
。
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地
上
で
は
土
よ
り
水

に
重
き
を
置

い
た
江
漢
は
、
次
に
こ
れ
が
火
と
交
わ
る
場

と
し
て
空

(気
)
を
考
え
る
。
し
か
し

こ
れ
を
宇
宙
元
素
の
外

に
置
く
の
は
、
宇

宙
万
物

の
諸
現
象
を
す
べ
て
動
的
相

に
お
い
て
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
動
的
相
と

い
う
の
を
循
環
論
と
云
い
か
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
「気
ト

ハ
即
太
陽
ノ
気

ニ

チ

キ

ウ

シ
テ
、
此
水
土
塊
ヲ
太
陽

コ
レ
蒸
、
故

二
水
気
升
テ
雲
ト
ナ
リ
、
雲
聚
テ
雨
ト
ナ

リ
、
地

二
復
ル
」
で

「火
気
能
水
中

二
入
テ
相
交
ル
」
か
ち

「気

ハ
火
ト
水

ニ
シ

イ
ツ
ナ
リ

テ

一
也
」
と
、
ま
あ
論
理
そ
の
も
の
は
西
洋
の
四
元
説
で
説
か
れ
る
古
典
的
気
象

論
の
域
を
出
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
江
漢
の
自
然
論
は
あ
ら
ゆ
る
現
象
や
事

物
を
、
生
成
交
流
変
転
死
滅
と
い
う
変
化
の
相
の
う
ち
に
捉
え
る
の
が
特
徴

で
、

「
天
地
皆
気
中
ノ
大
機
ヲ
為
」
と
、
気

は
水
火
が
出
会

い
万
物
が
変
化
変
転
を
遂

げ
る
場
と
し
て
ま
ず
認
識
さ
れ
て
い
る
。

気
ま
た
虚
空
を
重
視
す
る
宇
宙
論
は
東
洋
的
な
も
の
で
、
張
横
渠

(北
宋
)
の

気

の
宇
宙
論
や
、
朱
子

(南
宋
)
の
理
気
論
な
ど
が
思

い
浮
か
ぶ
が
、
江
漢
は
宇

宙

の
生
成
を
気

で
説
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
考
え
方
と
し
て
は
む
し
ろ
そ
れ
ら

と
は
反
対
の
方
向
を
と
り
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
気
の
慨
念
を
存
立
さ
せ
る
の
を
避
け

て
い
る
。
火
と
水
の
循
環
交
流
に
依
る
万
象
の
変
化
は
、
す
べ
て
気
中

に
現
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
気
は
場
で
あ
る
と
同
時

に
変
化
の
相
そ
の
も
の
と
見
る
か
ら
だ
。

西
洋
近
代
科
学
の
初
歩
的
な
知
識

(も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
随
分
あ
や
し

い
も

の
も
あ
る
が
)に
よ
る
、
江
漢
の
格
物
窮
理
は
気
中

に
現
れ
る
変
化

の
相
で
説
か
れ

る
か
ら
、
気
を
元
素
か
ら
消
去
し
て
も
彼
の
虚
空
感
覚

は
健
在
で
あ
る
。
例
え
ば

彼
が
情
熱
を
こ
め
て
語
る
気
象
学
の
初
歩
的
知
識
は
、
皆
空
中

に
出
現
す
る
現
象

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
論
上
で
は
否
定
し
て
も
、
江
漢
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
は

虚
空
感
覚
が
充
満
し
て
い
て
、
彼
の
感
性
の
核
を
な
し
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。

東
洋

の
虚
空
感
覚
が
、
西
洋
輸
入
の
窮
理
の
論

に
よ
り
満
た
さ
れ
て
い
る
姿
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

六

一
歳
退
隠
宣
言
を
し
て
か
ら
の
江
漢
は

「我
名
利
と
云
ふ
大
欲
に
奔
走
し
、

名
を
需
め
利
を
求
め
、
此
二
つ
の
者
に
迷
ふ
事
数
十
年
、
今
考

ふ
る
に
、
名
あ
る

者
は
躬
に
少
し
の
謬
ち
あ
る
時

は
、
其
あ
や
ま
ち
を
世
人
忽

に
知
る
者
多
し
。
名

の
な
き
者
誤
る
と
雖
も
、
知
る
者
な
し
。
是
名
を
得
た
る
の
後
悔
、
今

に
し
て
初

め
て
知
れ
り
、
愚
な
る
事

に
あ
ら
ず
や
。L

(『春
波
楼
筆
記
』
)
と
記
し
、
「今
は
画

も
悟
り
も
お
ら
ん
だ
も
細
工
も
窮
理
話
も
天
文
も
皆
あ
き
は
て
申
候

て
困
入
申

候
」
(文
化
十
年
六
月
山
領
主
馬
宛
諸
牘
)
と

い
う
心
境

に
陥
入

っ
て
い
る
。
し
か

し
西
洋
の
科
学
知
識
に
よ

っ
て
考
察
し
た
窮
理
の
論
を
放
擲
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

水
火
二
元
論
は
そ
の
自
然
観
の
基
底

に
定
着
し
て
い
て
、
自
然
に
対
す
る
彼
の
視

線
を
確
実
な
も
の
に
し
て
い
る
の
は
、
先
述
し
た
文
化

八
年
日
金
山
か
ら
の
眺
望

で
、
天
地
開
闢
に
思

い
を
致
す
と
こ
ろ
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
水
火
二

元
論
に
よ
る
独
特
の
水

の
感
覚
、
ま
た
虚
空
感
覚
は
、
晩
年
彼
が
し
ば
し
ば
描

い

た
富
士
山
の
絵
に
も

っ
と
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
江
漢
は
水
と

空
を
描
く
の
に
、
非
常

に
優
れ
た
感
覚
を
持

つ
画
家

で
あ

っ
た
の
だ
。

た
だ
晩
年
に
な
る
と
彼
の
虚
空
慨
念
中
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
入
り
込
ん
で
来

る
気
配
が
あ
る
。

『徒
然
草
』
を
愛
読
し
た
ら
し

い
江
漢
は
、
『春
波
楼
筆
記
』
に
そ
の
抜
き
書
き

を

い
く

つ
か
記
す
が
、
そ
の

一
つ
に

な
に
が
し
と
か
や
い
ひ
し
世
捨
人
の
、
此
世
の
ほ
た
し
も
た
ら
ぬ
身
に
、
た
だ

そ
ら
の
な
ご
り
の
み
ぞ
を
し
き
と
い
ひ
し
こ
そ
、誠

に
さ
も
覚
え
ぬ
べ
け
れ
(二

〇
段
)

を
入
れ
て
い
る
。
虚
空

(自
然
と
す
る
説
も
あ
る
)
憧
憬
の
例
と
し
て
、
兼
好

の

感
じ
方
に
共
感
す
る
の
だ
が
、
こ
の
場
合
の

〈
そ
ら
〉
は
彼
に
と

っ
て
格
物
窮
理

の
対
象
と
な
る
空
や
気
で
は
な
く
、
老
荘
的
な
自
然
ま
た
は
虚
空
慨
念
に
近

い
も

の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
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晩年の司馬江漢

神
と
は
何
者
を
云
ふ
か
、
仏
と
は
何

者
を
云
ふ
か
。
そ
れ
神
は
日
本
わ
が
国
の

祖
人
の
霊
を
祭
れ
る
者
な
り
。
霊
と

は
何
を
云
ふ
か
、
気
な
り
。
気
と
は
天
地

の
中
間
に
充

て
る
虚
空
な
り
。

(同
)

で
、
虚
空
に
神
が
入
り
、
「夫
仏
と
は
釈
迦
の
名
つ
く
る
者
に
し
て
、
天
の
大
気
虚

空
を
云
ふ
。
」
と
、
仏
も
虚
空
に
帰
属
す

る
。
「虚
空
を
以
て

一
世
と
す
。
虚
空
の

天
気
地
球
に
徹
通
し
て
森
羅
万
象
を
生
ず

、
是
を
現
世
と
す
。
生
を
為
す
者
皆
悉

く
滅
し
亡
び
て
、
天
気
に
帰
す
」
で
、
仏
教
三
世
の
因
果
論
も
、
彼
の

コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
に
吸
引
さ
れ
得
る
の
だ
。
天
文
学
的
宇
宙
観
を
土
台

に
、
虚
空
に
生
成
消
滅

す
る
水
火
二
元
論

に
依

っ
て
人
間
の
生

に
考
え
を
及
ぼ
せ
ば
、
そ
こ
に

一
種
の
虚

無
思
想
を
生
ず
る
こ
と
を
江
漢
は
よ
く
知

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
「
天
地

の
虚
空

よ
り
、
人
間
万
造
皆
現
れ
、
亦
本

の
虚
無

に
帰
る
と
い
ふ
究
理
を
知
り
曉
す
」
の

が
、
禅
宗
の
悟
り
で
あ
る
が
、
「寔
に
異
端
の
教
え
な
れ
ぼ
、
常
人
は
か
つ
て
学
ぶ

べ
か
ら
ず
」、
壮
年

の
者
が
学

べ
ば
廃
者

と
な
る
か
ら
、
学
ぶ
な
ら
六
十
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
に
せ
よ
な
ど
と
い
い
な
が
ら
も
、
彼
は
鎌
倉
円
覚
寺
誠
摂
禅
師
の
も
と
に

参
禅
し
て
い
る
。
当
時

の
仏
教
界
の
荒
廃
堕
落
な
ど
の
事
情
も
あ
り
、
神
道
儒
仏

老
荘
の
う
ち
江
漢
は
と
り
わ
け
仏
教
に
厳
し

い
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
が
、
し

か
し

『春
波
楼
筆
記
』
で
は
三
教
の
う
ち

で
は
、
佛
教
に
つ
い
て
い
ち
ぼ
ん
多
く

の
言
葉
を
費
や
し
て
お
り
、
「老
荘

の
如

き
を
楽
し
み
」

(文
化
十
年
引
札
)
と
い

い
な
が
ら
、
老
荘

に
つ
い
て
触
れ
る
部
分
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
。

現
実
の
僧
侶

の
無
気
力
退
廃

ぶ
り
は
別

に
し
て
、
江
漢
の
仏
教

へ
の
か
か
わ
り

に
は
二
面
が
あ
り
、

一
つ
は

「仏
書
は

一
向

に
つ
ま
ら
ぬ
事
の
み
多
し
」
で
、
仏

書
中

の
譬
喩
寓
話
が
西
洋
科
学

の
合
理
性

を
知
る
江
漢
に
は
、
あ
ま
り
に
も
荒
唐

無
稽
非
合
理
で

「愚
と
い
ふ
べ
し
」
と
し
か
云
い
よ
う
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

阿
含
経
、
倶
舎
論
、
法
華
経
な
ど
い
ち
応

眼
は
通
し
て
み
て
も
、
や
は
り

「奇
怪

な
」
と
い
う
の
が
実
感
で
あ

っ
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
彼
が
仏
教
に
無
関
心
で
い

ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
仏
教

の
空

(無
)

の
思
想
が
彼
の
天
文
学
的
宇
宙
観
と
、

何
処
か
で
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
か
ら
で
、
因
果
律
に
よ
る
三
世
流
転
も
、

仏
教
的
因
果

に
は
同
調
で
き
な
く
と
も
、
水
火
二
元
の
生
成
消
滅
循
環
論
は
、
結

局
虚
空
よ
り
生
じ
て
虚
空

へ
還
る
仏
教
の
空

の
思
想
と
響
き
合
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
天
文
学
的
宇
宙
観
に
仏
教
的
時
空
論
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
人
生
が
お

そ
ろ
し
く
孤
独

の
相
に
見
え
て
く
る
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

三
世
因
果
経
日
、
天
上
天
下
唯
我
独
尊
三
界
皆
苦
我
等
安
之
。
是
は
釈
迦

の
遺

言
に
し
て
、
人

の
能
く
知
る
処
な
り
。
予
此
語
を
解
し
て
云
、
天
地
は
無
始

に

し
て
開
け
、
其
中
無
始
に
し
て
人
を
生
じ
、
是
よ
り
先
、
無
終

の
年
数
に
人
を

生
ず
る
事
、
無
量
な
り
。
其
中
我
と
云
ふ
者
は
、
予

一
人
な
り
。
親
子
兄
弟
あ

り
と
雖
も
、
皆
別
物
な
り
。
然
れ
ば
予
能
く
吾

に
教
え
て
迷
は
ざ
る
時
は
、
生

涯
我
を
安
ん
ず
。
迷
ふ
時
は
、
三
界
皆
苦
し
み
と
な
り
て
、
我
を
亡
す
。

と
、
こ
の
深

い
孤
独
感
は
近
代
人
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
彼
を
そ
こ
ま
で
追

い
込

ん
だ
要
因
は
彼

一
人
が
背
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
文
脈
に
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

江
漢
が
晩
年

に
老
荘
思
想

に
帰
着
し
た
と
評
さ
れ
る
の
は
、
無
言
道
人
と
名
の

り
、
「老
荘

の
如
き
を
楽
し
む
」
な
ど
と
書

い
た
こ
と
が
大
き
い
が
、
晩
年

の
韜
晦

行
為
そ
の
も
の
が
老
荘
的
で
あ

っ
て
、
ま
さ
に

「楽
し
む
」

の
言
葉
通
り
、
逍
遙

遊
、

つ
ま
り
世
俗
的
な
も
の
い
っ
さ
い
を
捨
て
て
、
自
由
無
碍
な
生
活
を
選
択
し

た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
そ
の
も
の
が
、
老
荘
的
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

『春
波
楼
筆
記
』
に
は
旦
ハ体
的
に
老
荘

に
触
れ
る
部
分
は
僅
か
で
あ
る
が
、
生
き

方
と
し
て
選
択
体
現
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
言
葉
に
は
自
ず
か
ら
老
荘

的
言
辞
も
含
ま
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
名
利
を
捨

て
た
自
由
な
境
地
か
ら
発
せ

ら
れ
る
人
間
論

に
は
、
や
は
り
老
荘
的
響
き
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
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い
か
な
い
だ
ろ
う
。

感
心
さ
せ
ら
れ
る
は

「
(荘
子
は
)
人

間
を
菌
に
た
と

へ
り
、
ぼ
う
ふ
り
と
云
ふ

虫

に
た
と

へ
、
ま
た
世
の
賢
者
を
か
つ
ぱ
に
見
た
て
、
色

々
と
浮
世

の
人
を
、
皆

愚
物
な
り
と
笑

ひ
た
り
」
と
荘
子
の

一
面
に
あ
る
人
間
卑
小
観
に
割
り
切
れ
な

い

思

い
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。

ス
ク
ナ

四
時
万
国

二
相
通
シ
、
天
下
不
レ到
ノ
国

鮮

シ
。
故
に
商
舶
ヲ
通
ズ

ル

ジ

ユ
ツ

モ
ト

ニ
、
天
地
ノ
術
ヲ
以
テ
本
ト
ス
。
L

㈹
黒
田
源
次
著
前
掲
書

⑨
同
右

「江
漢
書
牘
」

天
の
広
大
よ
り
し
て
、
大
地
を
見
れ
ぼ
、

一
粟
の
如
し
。
人
は
其
の

一
粟
の
中

に
生
じ
て
、
微
塵
よ
り
も
小
な
り
。

汝
も
我
も
其
み
ち
ん
の

一
亳
な
ら
ず
や
。

予
爰
を
知
る
と
雖
も
、
之
を
信
せ
ず
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要紀

と
老
荘
思
想

に
と
り
つ
か
れ
る
人
間
が
、
必
ず
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
陥

い
る
人
間

卑
少
観
か
ら
、
江
漢
は
自
由
で
あ

っ
た
。
広
大
な
宇
宙

か
ら
見
れ
ば
人
間
の
地
位

や
身
分
人
種

の
差
な
ど
は
問
題
に
な
ら
な
い
微
少
な
も
の
だ
と
し
て
、
人
間
平
等

論

へ
向
か
う
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
晩
年
の
江
漢
の
思
想

の
何
よ
り
も
好
ま
し

い
と
こ

ろ
と

い
え
る
。
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究研

注

ω

「江
漢
書
牘
」
(黒
田
源
次

『司
馬
江
漢
』
)

②
同
右

㈹
同
種
の
款
は
ま
だ
他
に
は
四
五
例
認
め
ら
れ
る
。

ω
細
野
正
信

『司
馬
江
漢
』
(読
売
選
書
)
の

「亜
鴎
堂
田
善

の
出
現
」

⑤
同
右

「日
本
銅
版
画
創
製
」

菅
野

陽

『江
戸
の
銅
版
画
』

(新
潮
社
)

⑥

「歓
黻
碗
港
漫
録

(二

盲
蛇
附

和
蘭
鏡
序
跛
)」

(「早
稲
田
大
学
図
書
館

月
報
十
九
」
)

セ
イ
イ
キ

⑦
『和
蘭
天
説
』
に
は
そ
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
「西
域
ノ
諸
国
、
天
文
・

セ

イ

リ

セ
イ

コ
ゥ

ヨ
ク
ツ
ウ
ギ
ヨ
ウ

シ
タ
ガ

ワ
ズ

性
理
ノ
精
巧

ニ
シ
テ
能

通

曉

シ
、
一
切
異
端

二
不

レ従
、
五
倫

ノ
道

ヲ
以


