
Title 平沢旭山と聖堂漢学 : 江戸儒林の天明

Author(s) 石原, 隆好

Citation 語文. 2002, 78, p. 33-43

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/69000

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



平
沢
旭
山
と
聖
堂
漢
学

―
―
江
戸
儒
林
の
天
明
―
―

は

じ

め

に

熊
倉
功
夫
の
い
う

「化
政
文
化
の
前
提
」
と
し
て
の
寛
政
改
革
は
語
り
尽
く

さ
れ
た
感
が
あ
る
。
熊
倉
は
同
名
論
文
に
お
い
て
、
改
革
の
人
材
登
用
が
一
定

の
実
を
あ
げ
た
こ
と
を
評
価
し
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
輩
出
し
た
吏
僚
層
が
為

政
者

・
定
信
の
意
図
を
越
え
て

「経
済
の
論
理
を
導
入
」
し
は
じ
め
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
化
政
期
の
安
定
。繁
栄
を
将
来
し
た
と
す
る
。
「化
政
文
化
は
単
な
る

寛
政
改
革
の
失
敗
と
弛
緩
の
な
か
か
ら
登
場
し
て
く
る
の
で
は
な
く
」、
い
わ
ば

寛
政
改
革
を
否
定
的
媒
介
と
し
て
「豊
か
な
独
自
性
を
創
り
だ
し
得
た
」、
と
い

う
の
が
熊
倉
論
文
の
結
論
で
あ
る
。
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
主
と
し
て
社

〈Ｔ
経
済
史
的
な
現
象
で
あ
る
と
は
い
え
、
動
態
的
な
分
析
や
射
程
の
長
さ

（天

保
改
革
出
現
の
可
能
性
ま
で
が
そ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
、
示
唆
に
富

む
論
考
で
あ
り
、
文
学
の
立
場
か
ら
も
参
看
す
べ
き
業
績
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

文
学
研
究
の
領
域
で
は
、
既
に
中
野
三
敏
に
よ
っ
て
寛
政
改
革
の
再
検
討
が

主
唱
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
改
革
後
の
黄
表
紙

・
洒
落
本
等
の
変
質
は

「現
象

的
に
は
改
革
政
治
の
為
す
と
こ
ろ
と
見
え
も
し
よ
う
が
、
実
際
は
そ
れ
ぞ
れ
の

ジ
ャ
ン
ル
に
必
然
的
に
内
包
し
た
要
因
が
、
若
千
時
期
を
早
め
て
生
じ
た
」
も

石

原

隆

の
と
す
る
。
こ
れ
は
改
革
に
よ
る

「弾
圧
」
「抑
圧
」
と
い
っ
た
見
方
を
排
す
る

と
い
う
方
向
か
ら
の
評
価
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
寛
政
か
ら

化
政
期
が
あ
る
連
続
の
相
の
下
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
を
中
野
三
敏
の
区
分
に
従
っ
て
近
世
後
期
と
呼
ぶ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
区
切
り
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
は
、
寛
政
改

革
直
前
に
当
た
る
天
明
期
で
あ
ろ
う
。
後
期
へ
の
転
回
点
か

「前
提
」
か
と
い

う
評
価
は
と
も
か
く
、
天
明
期
の
文
芸
の
位
相
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
な
作

業
と
な
っ
て
く
る
。
無
論
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
戯
作
＝
俗
文
学
に
関
し
て
は

種
々
の
論
が
備
わ
る
が
、
雅
文
学
、
と
り
わ
け
漢
詩
文
の
分
野
で
の
検
討
は
、

異
学
の
禁
と
い
う
思
想
史
的
な
事
件
の
論
評
に
解
消
さ
れ
る
形
で
、
従
来
等
閑

に
付
さ
れ
て
来
た
感
が
あ
る
。
本
稿
は
天
明
期
に
お
け
る
儒
学

・
漢
詩
文
の
具

体
的
な
あ
り
方
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
近
世
後
期
に
如
何
に
継
承
さ
れ
た
か
（さ

れ
な
か
っ
た
か
）、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
変
質
が
そ
こ
に
見
て
取
れ
る
か
と
い
う

こ
と
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

江
戸
漢
詩
文
の
展
開
を
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
天
明
期
は
一
般
に
格
調
か
ら
清

好



新
性
霊
へ
と
い
う
詩
風
の
一
大
転
回
点
を
抱
え
た
過
渡
期
と
位
置
付
け
ら
れ
て

お
り
、
論
者
も
林
述
斎
の
前
半
生
の
交
遊
を
対
象
に
そ
の
具
体
相
を
考
察
し
た

（３
）

こ
と
が
あ
る
。
無
論
天
明
期
の
詩
文
の
様
相
の
全
て
が
そ
こ
に
集
約
的
に
見
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
寛
政
改
革
を
区
切
り
と
前
提
す
る
本
稿
で
主
と
し
て
取

り
上
げ
る
の
は
、
改
革
の
舞
台
の
一
つ
と
な
っ
た

「聖
堂
」
の
儒
者
平
沢
旭
山

の
事
跡
で
あ
る
。

平
沢
旭
山
は
享
保
十
八
年

（
一
七
三
三
）
生
、
寛
政
三
年

（
一
七
九

一
）
没
。

異
学
の
禁
が
出
た
翌
年
に
世
を
去
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
天
明
の
儒
者
で
あ
り
、

斎
藤
月
琴
の

『武
江
年
表
』
で
は
、
天
明
年
間
の
著
名
な
儒
家
の
一
人
と
し
て

旭
山
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
月
琴
は
旭
山
没
後
の
生
れ
だ
が
、
儒
者
で
は
他
に

井
上
金
義
や
片
山
北
海
、
詩
人
で
は
市
河
寛
斎
や
六
如
の
名
が
見
え
る
。
こ
の

面
々
が
当
時
の
名
流
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
旭
山
に
つ
い
て
も

そ
の
信
憑
性
を
疑
う
理
由
は
な
い
。
旭
山
と
い
え
ば
近
世
の
代
表
的
な
漢
文
紀

行

『漫
遊
草
』
の
文
章
家
と
し
て
名
が
高
い
が
、
従
来
は
そ
の
名
声
に
覆
わ
れ

て
全
体
像
の
展
望
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『漫
遊
文
草
』
（寛
政
元
年
刊
）
の
第

一
巻
に
は
著
者
平
沢
旭
山
の
江
戸
行
を

叙
し
た

一
篇

「岐
蘇
紀
行
」
が
収
め
ら
れ
て
い
“
甦

明
和
五
年
二
月
、
伝
法
村

に
住
ま
い
し
て
い
た
旭
山
は

「始
テ
東
遊
ノ
意
」
を
発
し
、
五
月
二
日
、
雨
の

中
大
坂
を
出
立
し
た
。
こ
れ
に
先
立
つ
三
月
二
七
日
に
は
混
沌
社
の
旧
友
た
る

片
山
北
海
や
頼
春
水
ら
十
余
人
が
会
し
て
餞
宴
を
開
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「戊

子
五
月
十
九
日
東
都
二
至
ル
。
其
ノ
秋
始
テ
学
院
二
入
ル
」。
「学
院
」
す
な
わ

ち
聖
堂
に
塾
に
入
塾
し
た
の
は
七
月
二
十
日
だ
が
、
林
家
の
門
人
と
な
っ
た
の

は
六
月
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

『漫
遊
文
草
』
に
収
載
さ
れ
る
三
十
三
篇
の
紀
行
文
は
、
自
ら

「西
ハ
長
崎

ノ
浜
ヲ
窮
メ
、
北
ハ
蝦
夷
ノ
壌
に
入
ル
」
（序
文
）
と
誇

っ
た
こ
の
人
物
の
面
目

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
る
。
近
世
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
旅
行
家

。
紀
行
文

作
者
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
一
方
で
旭
山
が
、
聖
堂
入
塾

か
ら

一
年
も
経
た
ぬ
明
和
六
年
十
月
に
は
仰
高
門
講
釈
に
挙
げ
ら
れ
、
後
安
永

八
年
に
は
員
長
役
に
就
い
て
い
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
つ
ま
り
は

聖
堂
の
秀
才
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
後
年
に
は
、
折
か
ら
進

け
榊
抑
鵜
向
脚
導
脚
↑
輝
嘘
「
な
け
野
韓
「
臓
欅
畔
詢
罐
は
な
詢
デ
鴻
『
二
年

従
来
儒
者
と
し
て
の
旭
山
の
検
討
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
著
述

が

『漫
遊
文
草
』
等
刊
行
さ
れ
た

一
部
を
除
い
て
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
遺
さ

（６
）

れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
理
由
が
あ
ろ
う
。
『松
屋
叢
話
』
は
「生
涯
の
文
章
三
千

篇
に
や
あ
ま
り
ぬ
ら
ん
」
と
伝
え
る
が
、
旭
山
自
身
は
文
章
を
保
存
じ
遺
す
こ

と
に
は
意
を
注
い
で
い
な
か
っ
た
。
墓
碑
銘
に
も
引
か
れ
た
、
戯
文
な
が
ら
自

叙
伝
的
な
要
素
を
含
む

『骸
骨
先
生
伝
』
に
い
う
。

其
の
意
の
適
ふ
所
、
乃
ち
筆
を
引
て
文
を
作
り
、
数
十
言
立
ち
ど
こ
ろ
に

成
る
。
成
れ
ば
則
ち
棄
て
て
顧
み
ず
。
其
の
経
伝
を
解
く
に
於
い
て
も
亦

（７
）

然
り
。
（漢
文
は
読
み
下
し
。
以
下
同
じ
）

だ
が
幸
い
に

「経
伝
を
解
し
い
た
も
の
と
し
て
、
『論
語
筆
説
』
が
遺

っ
て
い

る
。
ま
ず
は
こ
の
書
を
取
り
上
げ
て
旭
山
の
経
義
説
や
そ
の
学
問
観
の

一
端
を

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

二

『論
語
筆
説
』
は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
。
二
冊
。
現
在
伝
わ
る
の

は
巻

一
巻
三
の
み
な
が
ら
、
旭
山
の
自
筆
稿
本
で
あ
る
。
巻

一
は
論
語
学
而
篇
、

巻
三
は
八
脩
篇
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
巻

一
の
冒
頭
に
記
さ
れ
る
自
序
を

引
く
。

劉



論
語
筆
説
第

一
巻

日
本
後
学
兎
道
澤
元
鎧
弟
　
矢
著
稿

組
末
出
て
文
章
の
道
大
に
聞
け
、
孟
刺
は
弁
を
好
ん
で
遂
に
聖
域
に
入
る
。

何
ぞ
唯
に
文
章
の
み
な
ら
ん
。
組
末
没
し
て
儒
者
鼎
沸
す
。
独
り
組
来
に

て
往
来
に
党
せ
ざ
る
者
宇
士
新
の
み
耶
。
若
し
夫
れ
室
に
入
て
矛
を
窃
か

に
す
る
と
せ
ば
、
何
ぞ
限
ら
ん
、
唯
五
井
子
祥
の
み
組
来
に
し
て
組
来
を

破
る
者
に
幾
か
ら
ん
乎
。
余
を
以
て
せ
ば
組
末
の
後
唯
二
子
の
み
。
然
れ

ど
も
亦
異
同
無
き
を
得
ん
や
。
故
に
自
ら
端
ら
ず
、
乃
ち
其
の
説
を
筆
せ

り
。
非
徴
の
作
、
子
祥
に
は
贅
流
の
如
き
こ
と
、
猶
ほ
徳
夫
の
徴
に
お
け

る
蛇
足
の
如
き
の
み
。
亦
井
及
を
間
ふ
る
も
、
是
を
要
す
る
に
備
忘
。
豊

に
敢
て
論
誤
と
日
は
ん
や
。
且
つ
夫
れ
朱
注
を
講
ず
れ
ば
自
ら
是
れ
性
理

の
一
家
言
。
得
末
亦
其
の
言
を
家
と
す
。
論
語
何
ぞ
諸
子
の
葛
藤
に
族
せ

ん
。
若
し
字
句
の
間
に
一
識
を
発
せ
ん
と
せ
ば
、
我
が
書
亦
以
て
一
説
に

備
ふ
可
き
の
み
。

序
文
の
冒
頭
に
組
篠
の
名
が
出
て
き
て
い
る
が
、
旭
山
は
他
の
文
章
中
に
お

い
て
も
、
「蓋
し
物
茂
卿
己
前
は
姑
く
置
く
。
茂
卿
氏

一
た
び
出
て
文
章
の
道
豹

変
せ
り
」
∩
寿
片
孝
秩
序
」、
一敦
草
し

と
同
様
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
一
方

で
自
筆
の
漢
文
日
記

『遣
光
暦
』
を
閲
す
れ
ば
、
旭
山
は
安
永
六
年
か
ら
八
年

に
か
け
て
断
続
的
に

『論
語
徴
」
の
会
読
を
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
直
接
の
執

筆
契
機
と
な
っ
た
か
ど
う
か
は
明
か
で
は
な
い
が
、
『筆
説
』
の
根
底
に
組
練
学

に
対
す
る
強
い
意
識
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

だ
が
序
文
に
云
う
如
く
、
『筆
説
』
が
主
と
し
て

「宇
士
新
」
「五
井
子
祥
」

の
二
子
、
す
な
わ
ち
宇
野
明
霞
の

『論
語
考
」
と
五
井
蘭
洲
の

『非
物
篇
』
を

取
り
上
げ
て
そ
の
説
の
当
否
を
検
討
す
る
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
は
、

注
目
に
値
す
る
。
『続
諸
家
人
物
志
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「江
戸
二
遊
テ
昌
平

学
二
寓
シ
カ
学
ス
ル
コ
ト
多
年
又
大
坂
二
到
テ
北
海
片
山
氏
二
従
テ
誨
督
ヲ
受

ク
サ
レ
ト
モ
其
趣
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
再
ヒ
江
戸
二
来
テ
講
説
ヲ
業
ト
ス
」
と

あ
る
。
い
っ
た
ん
江
戸
に
出
て
か
ら
大
坂
に
行
っ
た
と
い
う
部
分
は
明
白
な
誤

り
で
あ
る
が
、
在
坂
中
の
旭
山
と
片
山
北
海
と
の
交
渉
の
様
子
は
多
治
比
郁
夫

の
考
証
が
備
わ
る

（後
記
参
照
）。
明
霞
が
北
海
の
師
で
あ
り
、
ま
た
蘭
洲
が
宝

暦
期
に
お
け
る
代
表
的
な
大
坂
の
儒
者
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
混
沌
詩
社
創

立
当
時
の
社
友
で
も
あ
っ
た
旭
山
が
二
者
の
著
述
を
取
り
上
げ
る
の
は
極
め
て

自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
し
て
こ
の
二
書
が
、
膨
済
と

し
て
起
こ
っ
た
所
謂
反
組
篠
学
の
気
運
を
も
っ
と
も
尖
鋭
に
示
す
も
の
で
あ
る

こ
と
は
説
明
を
要
す
ま
い
。

で
は
旭
山
自
身
は
ど
の
よ
う
な
注
釈
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
か
。
「筆
説
』
で

は
先
に
引
い
た
序
文
に
続
け
て
、
総
説
に
当
た
る
論
弁
が
九
丁
に
わ
た
っ
て
記

さ
れ
て
い
る
。
今
そ
の
総
説
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
旭
山
は
往
篠
の
言

説
を
引
用
す
る
。

組
末
嘗
て
謂
ふ
、
朱
子
妄
り
に
小
序
を
側
す
と
。
果
た
せ
る
哉
、
詩
の
作

る
所
以
の
者
は
卒
に
見
る
べ
か
ら
ず
。
論
語
は
為
す
有
り
て
言
ふ
者
有
り
、

間
を
載
せ
ず
し
て
唯
だ
答
語
の
み
を
載
す
る
者
有
り
。
故
に
曰
く
、
論
語

は
猶
ほ
詩
の
如
き
耶
。
詩
に
序
有
り
て
論
語
に
序
無
し
。
何
を
以
て
か
孔

子
の
之
を
言
ふ
所
以
を
知
ら
ん
や
、
と
。
蓋
し
亦
明
か
に
詩
序
は
側
す
べ

か
ら
ぎ
る
な
り
。
子
祥
察
せ
ず
。
乃
ち
曰
く

（中
略
）
曾
点
言
志
の
一
節
、

真
に
天
下
の
奇
文
。
唯
だ
是
此
の
奇
事
有
り
て
斯
に
此
の
奇
文
有
り
。
癸

遅
固
よ
り
奇
事
無
く
、
故
に
文
も
亦
奇
な
ら
ぎ
る
の
み
。
何
ぞ
必
ず
し
も

工
拙
を
間
は
ん
。
諸
子
の
論
語
を
撰
す
る
や
、
実
を
紀
す
る
の
み
。
唯
だ

其
の
実
を
紀
す
る
や
、
華
釆
自
ら
発
す
。
豊
後
世
文
人
の
、
虚
に
架
し
今

張
し
妍
姓
相
溜
る
者
の
若
く
な
ら
ん
。
狙
来
乃
ち
後
世
の
文
を
以
て
論
語



を
視
る
、
豊
謬
た
ざ
ら
ん
や
。
子
祥
文
を
知
ら
ざ
る
や
、　
一
に
し
て
此
に

副
劉
劃
コ
日
引
剰
Ｊ
曇
調
劉
鳳
目
「

春‐
劃
副
「
日
割

誇
、
易
は
奇
に
し
て
法
、
詩
は
正
に
し
て
砲
、
子
祥
猶
ほ
一
律
に
紀
実
を

目
刻
劇
刊
列
刊
Ⅵ
劇
∃
倒
コ
∃
剣
列
１
副
ｄ
ｄ
到
割
釧
童‐「
Ｈ
Ⅵ
劇
馴
劉
凋
べ―

副
詞
剰
潤
測
綱
引
馴
割
『
劃
「
□
到
劉
ｄ
劃
「
割
刻
馴
劉
引
釧
¶
「
＝
畑
１
刊Ｏ

傍
線
を
付
し
た
の
が
旭
山
の
評
語
で
あ
る
。
組
篠
は
論
語
の
文
章
に
明
ら
か
に

巧
拙
の
差
が
有
っ
て
、
そ
れ
は
孔
子
の
言
を
録
し
た
者
の
才
に
よ
る
も
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
。
蘭
洲
の
反
論
は
、
論
語
の
文
は
す
べ
て

「紀
実
」
で
あ
っ

て
、
元
に
な
っ
た
事
実
の
性
質
が
そ
の
ま
ま
文
章
に
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
旭
山
は
韓
非
や
李
笑
龍
の
言
を
援
用
し
な
が
ら
、
蘭
洲
が
「
一

律
」
に
論
語
の
文
章
を
と
ら
え
て
い
る
と
批
判
す
る
。
「何
ぞ
与
に
文
を
言
ふ
べ

け
ん
や
」
と
い
う
、
掛
酌
の
な
い
評
語
が

『筆
説
』
の
一
特
徴
を
な
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

も
う

一
例
。
説
明
の
都
合
上
、
ま
ず

駅
調
語
徴
』
の
本
文
、
次
に
『非
物
篇
』、

そ
し
て

『筆
説
』
の
評
語
を
並
記
す
る
。

【塾調
雲
叩
徴
い】

人
は
孔
子
の
学
ぶ
所
を
学
ば
ん
と
欲
せ
ず
し
て
、
孔
子
を
学
ば
ん
と
欲
す
。

是
工
人
の
規
矩
準
縄
に
由
ら
ず
し
て
般
僅
を
学
べ
る
也
。

【非
物
篇
】

大
匠
は
人
に
教
ゆ
る
に
規
矩
を
以
て
す
。
学
者
も
亦
必
ず
規
矩
を
以
て
す
。

又
曰
く
、
孔
子
を
学
ん
と
欲
す
る
者
、
必
ず
先
づ
其
の
教
ゆ
る
所
に
遵
ふ
。

孔
子
の
教
ゆ
る
所
と
は
何
ぞ
、
曰
く
、
文
行
忠
信
。
（中
略
）

且
つ
夫
の
孔
子
の
学
ぶ
所
と
は
何
ぞ
、
彼
必
ず
日
は
ん
、
先
王
の
道
を
学

ぶ
と
。
先
王
の
道
と
は
何
ぞ
、
彼
必
ず
日
は
ん
、
礼
楽
の
み
と
。
徊
来
口

を
開
け
ば
礼
楽
を
談
じ
て
紛
々
賠
々
。
（中
略
）
後
世
礼
楽
崩
壊
し
て
復
た

徴
す
べ
か
ら
ず
。
則
ち
徊
来
の
学
ぶ
所
、
優
孟
の
孫
叔
赦
を
学
ぶ
に
及
ば

ざ
る
こ
と
遠
き
実
。

【筆
説
】

是
れ
其
の
百
誠
に
善
し
。
但
し
文
行
忠
信
、
未
だ
何
物
為
る
か
を
知
ら
ざ

る
を
恐
る
る
也
。
文
や
、
詩
書
礼
楽
の
謂
に
非
ざ
る
か
。
（中
略
）
子
祥
は

詩
書
礼
楽
を
措
く
。
唯
だ
忠
信
の
行
勤
む
る
と
雖
も
、
十
室
中
の
郷
人
た

る
の
み
。
（中
略
）
彼
且
つ
曰
く
、
礼
楽
崩
壊
し
て
復
た
徴
す
べ
か
ら
ず
。

組
来
の
学
ぶ
所
、
則
ち
優
孟
の
孫
叔
放
を
学
ぶ
に
及
ば
ざ
る
こ
と
遠
き
実

と
。
甚
だ
し
き
哉
、
子
祥
の
事
を
解
せ
ざ
る
こ
と
。
余
豊
に
組
来
の
為
に

分
疏
を
費
や
さ
ん
や
。
義
を
聞
て
は
徒
す
る
能
は
ず
、
不
善
改
む
る
能
は

ざ
る
、
是
の
憂
の
み
。
組
来
の
礼
楽
を
説
く
は
孔
子
の
時
を
謂
ふ
也
。
論

語
を
解
く
に
在
る
の
み
。
子
祥
今
日
を
以
て
論
語
の
時
を
律
せ
ん
と
欲
す

る
、
其
の
通
ぜ
ざ
る
や
亦
宜
し
き
臭
。
子
慶
の
非
と
す
る
所
に
至
り
て
は

妄
な
る
こ
と
亦
己
甚
だ
し
。
（中
略
）
唯
だ
是
喋
々
紛
々
、
句
を
逐
ひ
字
を

逐
ひ
て
醜
誠
を
極
め
ん
と
す
。
亦
多
く
其
の
量
を
知
ら
ぎ
る
を
見
る
の
み
。

「般
極
」
は
古
代
の
名
匠
の
こ
と
。
「優
孟
」
は

『史
記
』
の
滑
稽
列
伝
に
名
の

出
る
役
者
で
あ
る
。
組
練
の

「礼
楽
」
重
視
を
目
し
て
、
既
に
礼
楽
が
跡
を
と

ど
め
な
く
な
っ
た
今
で
は
、
物
真
似
に
も
な
ら
な
い
、
と
蘭
洲
は
椰
楡
す
る
０

そ
れ
に
対
し
て
旭
山
は
、
蘭
洲
が
代
わ
り
に
持
ち
出
し
て
く
る

「文
行
忠
信
」

の
内
実
を
定
義
し
た
上
で
、
詩
書
礼
楽
を
欠
い
た
忠
信
は
野
人
の
振
る
ま
い
に

過
ぎ
な
い
、
と
す
る
。
ズ
フ
日
を
以
て
論
語
を
律
」
す
る
と
い
う
の
は
、
論
理
的

に
も
穏
当
か
つ
正
当
な
批
判
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
引
用
の
後
半
に
出
て
く
る

子
慶
は
中
井
竹
山
の
字
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
蘭
洲
の

『非
物
篇
」

は
明
和
三
年
に
中
井
竹
山
の
校
正
を
経
た
上
で
、
竹
山
自
身
が
そ
れ
を
補
う
形



で
書
い
た

『非
徴
』
と
共
に
、
天
明
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
当
然
旭
山
も

『非

徴
』
を
読
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。

さ
て
竹
山
が
組
篠
に
論
駁
す
る
態
度
を
指
し
て

「醜
話
を
極
め
ん
と
す
」
と

す
る
の
は
、
『筆
説
』
の
中
で
も
際
立
っ
て
痛
烈
な
評
言
で
あ
る
に
せ
よ
、
「論

語
考
』
『非
物
篇
』、
そ
れ
に
加
え
て
竹
山
の

『非
徴
』
の
説
が
批
判
さ
れ
る
箇

所
は
、
『筆
説
』
に
お
い
て
少
な
く
な
い
。
組
篠
の

里
調
語
徴
』
自
体
も
無
論
そ

の
批
判
の
対
象
に
上
る
場
合
が
多
い
し
、
三
書
の
見
解
に
従
う
場
合
も
多
い
の

だ
が
、
む
し
ろ
特
徴
的
な
の
は
、
京
坂
の
学
風
と
は
ゆ
か
り
の
深
い
旭
山
が
、

冷
静
に
距
離
を
お
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『非
徴
』
の
組
篠
批
判
に
つ

い
て
は
、
「狙
練
の
批
判
対
象
と
な
っ
て
い
る
朱
子
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
ン」
う

詳

襲

製

電

鰤

哺

黎

一
邦

″
謂

稀

鱗

ら す
ち
畔
劉

中
心
に
起
こ
っ
た
反
組
篠
学
の
風
潮
に
あ
ら
わ
れ
た
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
行
き

過
ぎ
の
部
分
を
冷
静
に
絆
量
す
る
と
い
う
形
の
論
述
を
展
開
し
て
い
る
。

『続
諸
家
人
物
志
』
で
は

「北
海
片
山
氏
二
従
テ
誨
督
ヲ
受
ク
サ
ン
ト
モ
其

趣
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
再
ヒ
江
戸
二
来
テ
講
説
ヲ
業
ト
ス
」
と
あ
っ
た
。
先
に

述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
記
述
は
全
面
的
に
信
頼
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が

右
に
見
て
き
た
よ
う
な
旭
山
の
距
離
の
取
り
方
か
ら
し
て
、
あ
る
程
度
の
真
実

が
こ
の
一
文
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ
の

「趣
ヲ
異

ニ
ス
ル
」
内
実
と
は
、　
一
方
に

『筆
説
』
貧
而
章
の
中
の

「子
祥
古
人
を
暗
る

こ
と
児
輩
の
如
し
。
宋
学
専
門
、
其
の
弊
往
々
に
し
て
此
の
如
し
」
と
い
う
箇

所
を
お
い
て
見
る
時
、
必
ず
し
も
片
山
北
海
個
人
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、

一
般
に
京
坂
、
特
に
大
坂
に
お
け
る
朱
子
学
的
な
立
場
か
ら
の
過
激
な
復
練
批

判
に
対
す
る
違
和
感
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
無
論
そ
れ

は
徊
篠
学
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
『筆
説
』
は
家
綱
語
考
』
『非

物
篇
』
に
お
け
る
反
組
篠
の
筆
鋒
も
相
対
化
す
る
立
場
か
ら
著
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
学
説
的
な
達
成
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
旭

山
の
意
識
に
即
し
て
見
れ
ば
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
組
篠
学
へ
の
批
判
が
よ
り
深

化
さ
れ
た
形
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

深
化
さ
れ
た
組
篠
学
批
判
。
旭
山
が

『筆
説
』
を
著
し
た
安
永
天
明
の
江
戸

儒
林
と
い
う
場
に
限
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
折
衷
学
と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
折
衷
学
の
泰
斗
井
上
金
義
が
師
事
し
た
井
上
蘭
台

（聖
堂
員
長
）

は
宝
暦
十

一
年
に
没
し
て
お
り
、
そ
の
頃
は
ま
だ
旭
山
の
在
坂
時
代
に
あ
た
る

の
で
、
二
人
は
同
間
で
は
な
い
が
、
長
崎
滞
在
中
に
収
集
し
た
海
彼
の
情
報
を

録
し
薇
艶
山
の

『唆
浦
偶
筆
』
に
は
旭
山
か
ら
依
頼
を
受
け
た
金
義
が
序
文
を

寄
せ
る
な
ど
、
交
遊
が
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
旭
山
が
江
戸
に
出
た
明
和

削
機
貯

。 安
諭
鰤
岬
輝
「
回
は
縁
動
舒
幼
詢
綿

子
「鵠

詢
颯
畔
師
け
」
罐
朧
鋪
げ
姉

め
て
い
た
。
『非
物
篇
』
『非
徴
』
が
懐
徳
堂
蔵
板
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
が
天

明
四
年
。
同
じ
年
の
六
月
に
は
江
戸
で
金
義
が
没
し
て
い
る
。
同
じ

〈祖
篠
学

以
後
〉
と
い
え
ど
も
、
江
戸
と
上
方
と
の
学
風
は
対
照
的
な
展
開
を
見
せ
て
お

り
、
旭
山
が
当
時
の
大
坂
の
学
風
に
嫌
ら
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

江
戸
は
ま
さ
に
旭
山
自
身
の
才
を
暢
ば
す
の
に
恰
好
の
土
壌
と
な
っ
た
筈
で
あ

る
。
衣
笠
安
喜
は

「折
衷
学
派
の
歴
史
的
性
格
」
を
組
篠
学
の
崩
壊
後
に
対
応

す
る
儒
学
思
惟
の
展
開
形
態
と
位
置
付
け
、
金
義
の
方
法
に
お
け
る
思
想
的
特

徴
と
し
て
ご
自
信
の
排
除
や
訓
詰
取
捨
の
自
由
」を
挙
げ
て
い
（
Ｗ

契
調
語
筆
説
』

に
お
け
る
旭
山
の
注
釈
態
度
は
こ
の
表
現
に
簡
潔
に
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
金
義
の
門
下
に
は
考
証
学
の
吉
田
堂
敬
や
、
亀
田
鵬
斎
な
ど
の
人
材

が
繊
拙
し
て
、
蘭
台
か
ら
考
え
れ
ば

「享
保
以
後
の
江
戸
儒
学
の
領
袖
で
あ
り

淵
源
」
と
も
位
置
付
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
旭
山
の
門
弟
と
称
す
べ
き
儒
者
は



極
端
に
少
な
い
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に
旭
山
自
身
の
学
問
観
に
よ
る
所
が
大
き
い
。

先
に
取
り
上
げ
た

『論
語
筆
説
』
は
数
少
な
い
経
学
的
著
作
の
一
つ
だ
が
、
そ

の
序
文
に
も

「是
を
要
す
る
に
備
忘
。
豊
敢
て
論
諜
と
日
は
ん
や
」
と
の
言
が

見
え
、
本
文
に
お
い
て
は

「宗
旨
を
立
つ
」
「宗
門
の
言
」
と
い
う
表
現
を
用
い

て
、
学
問
に
党
派
性
を
持
ち
込
む
こ
と
へ
の
蘇
場
の
情
を
再
三
に
わ
た
っ
て
表

明
し
て
い
る
。
更
に
漢
文
に
よ
る
雑
記

『筆
適
』
の
識
語
に
、

百
家
の
説
固
よ
り
視
る
べ
き
者
有
り
。
而
り
と
雖
も
衆
目
に
新
し
き
に
は

非
ず
。
独
り
余
の
心
に
会
せ
る
も
亦
是

一
時
の
去
取
。
要
は
備
忘
に
備
ふ

る
な
り
。

と
あ
る
の
を
併
せ
て
見
れ
ば
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
旭

山
は
自
ら
の
学
を

一
つ
の
固
定
し
た
体
系
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
警
戒
の
念
を

抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
旭
山
は
特
定
の
学
説
を
墨
守
す
る
こ
と

を
嫌
い
、
採
る
べ
き
は
採
る
態
度
を
以
て
臨
ん
で
い
る
。
得
篠
学
に
関
し
て
い

う
な
ら
旭
山
は
狙
篠
の

「礼
楽
」
重
視
を
採
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『論
語
筆

説
』
総
説
で
は

「組
来
口
を
開
け
ば
礼
楽
を
説
く
。
其
の
見
る
所
荀
も
謬
た
ざ

る
な
り
」
と
い
い
、
ま
た

「日
本
紀
会
業
引
」
翁
文
草
し

で
は

「天
地
古
今
、

包
括
し
て
遺
さ
ざ
る
は
唯
だ
六
経
の
み
然
り
と
為
す
」
と
い
う
。

疑
ふ
所
の
者
、
百
方
考
索
し
て
横
説
竪
説
、
理
至
り
て
止
む
。
必
ず
し
も

章
を
逐
ひ
て
構
ぜ
ざ
る
な
り
。
宋
学
を
宗
と
せ
ず
し
て
性
理
精
騒
、
仏
老

を
好
ま
ず
し
て
亦
能
く
其
の
道
を
得
。
但
し
得
る
所
言
は
ず
、
精
な
る
者

も
論
ぜ
ず
。
其
の
知
ら
ざ
る
所
の
者
は
小
道
部
事
と
雖
も
就
て
之
に
問
ふ
。

均
し
く
是
糟
粕
。
執
か
先
澤
な
ら
ん
。
執
か
後
倦
な
ら
ん
。
其
の
大
略
此

の
如
し
。

と
い
う

『骸
骨
先
生
伝
』
中
の
件
は
、
旭
山
自
身
の
学
問
観
の
正
確
な
要
約
に

他
な
ら
な
い
。
か
か
る
見
解
に
よ
っ
て
、
旭
山
は
自
ら
、
『漫
遊
文
草
』
の
洒
脱

な
文
章
家
と
い
う
像
を
招
来
し
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ

れ
は
最
も
特
徴
的
な
側
面
で
は
あ
っ
て
も
、
全
体
像
で
は
な
い
。
冒
頭
に
設
定

し
た

「天
明
の
儒
者
」
と
い
う
視
座
を
以
て
す
る
な
ら
ば
、
同
時
代
に
お
け
る

交
遊
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三

後
に
は
破
門
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
は
い
え
、
ま
ず
何
よ
り
も
旭
山
は
聖
堂
の

員
長
で
あ
る
。
試
み
に
、
旭
山
が
員
長
役
に
あ
っ
た
安
永
八
年
か
ら
職
を
退
く

天
明
三
年
ま
で
、
そ
し
て
八
重
洲
の
林
家
塾
塾
頭
を
つ
と
め
た
天
明
七
年
か
ら

翌
八
年
ま
で
の
聖
堂
入
門
者
を
、
『升
堂
記
』
に
よ
っ
て
抽
出
し
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。
〇

は
入
門
者
の
内
、
旭
山
が
斡
旋
し
た
人
物
を
記
す
。

安
永
八
　
１４
　

（二
月
六
日

ｏ
大
山
清
蔵
）

安
永
九
　
１０
　

（九
月
七
日

・
土
屋
健
次
郎
内
興
住
元
卓
／
十
月
十

一
日

・

根
本
雄
助
）

天
明

一　
１４
　

（六
月
二
十
三
日

ｏ
小
倉
興
二
郎
／
十
月
朔
日

・
鈴
木
作
右

衛
門

〔改
姓
片
瀬
、
寛
政
二
年
員
長
役
じ

天
明
二
　
９
　

（正
月
十
三
日

ｏ
平
井
直
蔵

〔寛
政
三
年
三
月
員
長
役
〕

天
明
三
　
７

天
明
七
　
１４
　

（八
月
十
五
日
森
伝
右
衛
門
）

天
明
八
　
２‐
　

（二
月
十
六
日
前
田
孫
七
郎
／
四
月
廿
六
日
大
槻
文
作
）

旭
山
が
入
門
し
た
安
永
二
年
か
ら
七
年
ま
で
は
多
く
て
八
名
、
平
均
し
て
六

名
程
度
し
か
入
門
者
が
い
な
か
っ
た
。
ま
た
天
明
四
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
は

そ
れ
ぞ
れ
二
、
七
、
四
名
で
あ
る
。
天
明
七
年
に
は
松
平
定
信
が
老
中
と
な
り
、

以
後
改
革
政
治
の
影
響
を
受
け
て
入
門
者
は
激
増
し
て
い
く
の
で
、
除
外
し
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
寛
政
改
革
直
前
、
聖
堂
が
活
況
を
呈
し
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一

こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
日
記
を
中
心
に
他
の
資
料
も
参
看
し
つ
つ
、
聖
堂

の
人
々
と
の
交
遊
の
様
相
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

後
に
聖
堂
啓
事
役
と
な
り
異
学
の
禁
で
職
を
辞
す
と
い
う
、
旭
山
と
は
極
め

政
剛
”
動
『
に
は
政

三 っ
ぃ
ぃ

『
河

鵡
』
凱
請
綺
螺
）
¨
諄
脚
げ
卸

べ 山
崚
湖
鶴
詢
け

ヽ

そ
の
す
べ
〆
を
引
く
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
例
え
ば
寛
斎
初
期
の
作
を
集
め
た

『寛
斎
摘
草
』
は
、
巻
二
に

「九
日
同
子
亮
君
長
文
龍
弟
　
疾
子
真
子
実
古
公

款
集
仲
龍
宅
得
陽
字
」
（安
永
八
年
秋
）、
巻
三
に
は

「三
日
同
子
亮
君
長
弟
侯

倉
子
良
集
飲
子
章
宅
」
（安
永
九
年
二
月
）
の
作
を
収
め
る
。
君
長

（関
松
窓
Ｙ

文
龍

（沢
田
東
江
Ｙ
仲
龍

（井
上
四
明
）
と
い
っ
た
あ
た
り
が
二
種
の
日
記
に

も
頻
繁
に
登
場
す
る
人
士
で
あ
る
。
無
論
旭
山
も
同
じ
く
詩
を
作
っ
た
筈
だ
が
、

詩
稿
の
類
は
伝
わ
ら
な
い
。
た
だ

『遺
光
暦
』
に
は
、
「広
業
堂
詩
会
」
の
記
事

が
度
々
見
ら
れ
、
そ
の
後
に
旭
山
の
作
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
間
々

存
在
す
る
。
詩
会
参
加
者
の
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
従
来
旭
山
の
詩
が

紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、　
一
首
だ
け
引
い
て
お

く
。
安
永
六
年
十
月
十
三
日
の
作
、
こ
の
日
旭
山
は
自
ら
詩
会
の
会
主
を
務
め

た
。

味
物
得
芭
蕉

寂
真
僧
房
晩
　
　
　
　
寂
真
た
り
僧
房
の
晩

庭
前
独
識
秋
　
　
　
　
庭
前
独
り
秋
を
識
る

陰
侵
荒
径
暗
　
　
　
　
陰
は
荒
径
を
侵
し
て
暗
く

清
傍
書
宙
抽
　
　
　
　
清
は
書
宙
に
傍
り
て
抽
く

緑
扇
驚
風
破
　
　
　
　
緑
扇
　
驚
風
破
り

弊
衣
帯
雨
憂
　
　
　
　
弊
衣
　
雨
を
帯
び
て
憂
し

可
憐
擢
折
後
　
　
　
　
憐
む
可
し
推
折
の
後

推
興
伴
間
幽
　
　
　
　
伴
に
与
る
を
推
り
て
間
幽

四

旭
山
は
詩
会
の
席
上
で
は
と
も
か
く
、
寛
斎
の
よ
う
な
、
詩
に
自
己
表
現
の

手
段
を
見
出
し
て
い
た
詩
人
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
や
は
り
留
意
し
て
お
か
ね

岬
】
』
は
「
ｒ
剛
刹
¨
岬
」
は
」
識
崚
潮
割
凱
蜘
鳥
“
教
御
｝
は
降
脚
嵯
れ
商

の
六
十
賀
に
詩
を
求
め
ら
れ
た
際
に
も

「文
を
作
り
て
以
て
傷
を
授
け
ん
」
と

答
え
て
い
た
よ
う
に
、
旭
山
自
身
も
本
領
は
文
に
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
と

お
ぼ
し
い
。

そ
の
意
味
で
旭
山
と
交
遊
の
あ
っ
た
人
物
の
内
、
と
り
わ
け
大
き
な
意
味
を

持
つ
の
は
、
同
じ
く
林
家
の
門
人
で
あ
っ
た
儒
者

。
関
松
窓
で
あ
ろ
う
。

松
窓
と
の
交
渉
は
確
認
で
き
る
限
り
で
は
、
明
和
七
年
九
月
、
松
窓
が
林
家

私
泄
物
学
頭
の
地
位
に
就
い
た
こ
と
を
祝
っ
た
旭
山
の
文
章
翁
贈
君
長
都
講
楊

子
序
し

が
最
も
は
や
い
も
の
で
あ
る
が
、無
論
明
和
五
年
の
入
門
以
来
付
き
合

い
は
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
以
後
、
安
永
八
年
九
月

一
日
、
松
窓
の
子

・
文
裕
の

聖
堂
入
門
に
際
し
て
は
旭
山
に
一
任
す
る
な
ど
、
松
窓
の
旭
山
に
対
す
る
信
頼

は
厚
く
、
天
明
七
年
に
松
窓
が
学
頭
を
辞
職
し
た
あ
と
を
承
け
て
旭
山
が
そ
の

地
位
に
就
く
な
ど
、
親
密
な
交
遊
が
続
い
た
。

『遣
光
暦
』
に
見
え
る
松
窓
関
係
の
記
事
の
多
く
は
書
物
の
会
読
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
『遣
光
暦
』
で
は
安
永
六
年

一
月
二
八
日
に

「会
業
干
君
長
氏
」

と
あ
る
の
が
、
会
読
の
記
事
と
し
て
は
最
初
の
も
の
に
な
る
。
以
降
、
大
凡
十



日
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で

「会
業
」
を
持
っ
て
い
る
。
書
名
は
記
さ
れ
な
い
こ
と

も
多
い
が
、
『福
恵
全
書
』
・
李
子
鱗
の
文
・
王
世
貞
の
文

・
『大
明
会
典
』
。
『通

典
』
等
の
書
名
が
確
認
で
き
る
。
無
論
簡
略
な
日
記
の
記
事
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
内
容
の
詳
細
ま
で
は
窺
う
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
復
練
学
的
な
色
彩
が
濃
厚

で
、
同
時
期
に

『近
思
録

＃
場
ど
の
勉
強
会
を
開
い
て
い
た
大
坂
の
儒
者
た
ち

と
の
径
庭
は
見
て
取
れ
よ
う
。

旭
山
が
、
松
窓
以
外
の
人
々
と
も
、
一
節
で
あ
げ
た

重
調
語
徴
』
は
じ
め
『組

練
集
」
や
ま
た
自
石
の

『藩
翰
譜
』
な
ど
を
会
読
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
の
旭
山
に
安
永
八
年
二
月
晦
日
、
林
家
か
ら
の
呼
び
出
し
が
あ
っ

た

（「関
都
講
書
有
林
内
史
公
召
余
し
。

二
月
朔
。
夙
起
沐
浴
畢
。
赴
林
公
之
召
。
乃
有
　
国
学
都
講
之
命
。
余
辞

以
先
輩
不
聴
。
卒
弁
先
是
君
長
有
言
。
余
固
辞
則
使
文
龍
説
之
叔
輔
。
二

子
之
言
極
切
。
不
得
終
辞
。
則
文
龍
告
之
君
長
。
終
有
今
日
之
命
。
是
君

長
之
厚
也
。

す
な
わ
ち
聖
堂
員
長
役
の
下
命
で
あ
る
。
大
役
を
拝
命
す
る
旭
山
の
緊
張
と
、

自
分
を
推
挙
し
て
く
れ
た
松
窓
の
厚
情
に
対
す
る
感
謝
の
念
と
が
う
か
が
え
よ

う
。
旭
山
は
た
だ
ち
に
松
窓
の
期
待
に
応
え
る
よ
う
な
意
欲
を
見
せ
た
。
次
に

掲
げ
る
の
は
下
命
か
ら
二
月
と
経
た
な
い
五
月
二
日
の
記
事
で
あ
る
。

初
三
。
広
業
堂
会
。
各
作
文

一
首
。
先
是
与
君
長
相
議
。
挙
家
学
復
古
之

義
。
因
改
会
規
。

「家
学
」
と
は
こ
の
場
合
、
い
う
ま
で
も
な
く
林
家
の
学
問
を
指
す
。
そ
れ
を

「復
古
」
せ
し
め
ん
が
た
め
に
広
業
堂
の
会
の
会
規
を
改
め
た
と
い
う
の
で
あ

２つ
。し

か
し
刷
新
で
も
再
生
で
も
な
く
復

「古
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
回
帰
す
べ

き
理
想
像
が
ま
ず
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
と
は
か
け
離
れ
た
現
状
が
あ
る
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。　
一
体
そ
の
理
想
像
と
現
状
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
肝
腎

の
改
め
ら
れ
た
会
規
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
態
を
特
定
す
る
の
は
頗
る

困
難
だ
が
、　
一
次
的
な
資
料
を
欠
い
た
仮
説
と
断
っ
た
上
で
私
見
を
述
べ
て
み

た
い
。
そ
れ
が
冒
頭
に
い
っ
た
、
漢
詩
文
に
お
け
る
天
明
―
寛
政
と
い
う

一
つ

の
切
断
面
を
説
明
す
る
端
緒
に
な
り
は
し
な
い
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

旭
山
は
後
に
『羽
倉
子
玄
先
生
墓
銘
井
序
』
■
文
草
し

を
撰
し
て
い
る
。
「羽

倉
子
玄
」
は
荷
田
御
風

（天
明
四
年
没
、
五
十
七
歳
）
の
こ
と
。
終
生
諸
侯
の

招
聘
を

一
切
受
け
ず
に
過
ご
し
た
和
学
者
、
御
風
の
古
典
学
の
特
質
を
分
析
し

た
盛
田
帝
子
に
よ
れ
ば
、
「当
代
の
雅
文
壇
・和
学
界
に
決
し
て
小
さ
く
な
い
位

暉
≒
綺
わ
【
時
］
ｒ
に
脚
ほ
罐

れ 。
畔
開
駒
″
『
れ
畔
」
郡
「
用
い
い
な
梢
蹴
胸

山
と
御
風
と
は
既
に
安
永
六
年
九
月
十
九
日
に
出
会
っ
て
い
る
が
、
和
学
の
会

と
し
て
は
、
『辛
丑
日
録
』
（天
明
元
年
）
二
月
四
日
の
項
に

「義
解
の
会
、
東

蔵
来
ら
る
」
と
あ
る
の
が
最
も
は
や
い
記
事
と
な
る
。
同
年
九
月
二
十
四
日
に

は

「羽
倉
氏
被
来
、
日
本
紀
の
会
始
」
め
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
の
記
録
と
し

て
は

『令
解
会
議
」
が
、
後
者
に
関
し
て
は

「日
本
紀
会
業
引
」
が
遺
さ
れ
て

い
る
。天

地
古
今
包
括
し
て
遺
さ
ざ
る
者
は
唯
だ
六
経
の
み
然
り
と
為
す
。
雨
露

墜
つ
る
所
、
舟
車
通
ず
る
所
、
百
世
と
雖
も
知
る
べ
き
な
り
。
豊
其
れ
然

ら
ぎ
る
や
。
是
を
以
て
経
を
明
む
る
に
業
有
り
。
我
が
党
の
従
事
す
る
所
、

亦
何
を
以
て
か
尚
ば
ん
。
然
り
と
雖
も
、
理
は
或
は

一
旦
に
し
て
得
べ
し
、

事
は
漸
致
す
る
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
能
は
ざ
る
な
り
。
汗
牛
充
棟
、
何
れ
の

書
か
六
経
の
翼
に
非
ざ
ら
ん
。
（中
略
）
是
を
以
て
和
学
の
科
は
乃
ち
六
史

よ
り
始
む
。
業
已
に
科
専
門
有
り
、
師
無
き
を
得
ざ
る
な
り
。
学
中
今
其

の
人
を
開
く
。
余
不
候
、
延
子
玄
先
生
に
師
事
せ
り
。
（中
略
）
豊
敏
子
が



立
科
の
意
の
所
以
を
知
ら
ん
。
其
の
唯
だ
包
括
し
て
遺
さ
ざ
る
者
は
六
経

然
り
と
為
す
。
是
を
以
て
和
学
の
科
立
つ
。
講
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以

を
示
す
。

旭
山
の
立
場
か
ら
考
え
れ
ば

「学
中
」
は
聖
堂
の
こ
と
を
指
す
だ
ろ
う
。
と

す
れ
ば
、
「和
学
の
科
」
を
立
て
た

「敏
子
」
と
は
、
林
羅
山
の
讃
。文
敏
公
を

意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
に
は
林
家
学
塾
の
修
学
細
則
を
示
し
た

所
謂
五
科

（経
学

・
読
書

・
詩

。
文

・
和
学
）
十
等
制
は
、
林
鵞
峰
の
文
集
の

中
に
記
さ
れ
て
い
る

（『鵞
峰
林
学
士
文
集
』
巻
五
十

一
）。
と
も
す
れ
ば

「記

誦
の
学
」
と
貶
下
さ
れ
る
事
の
多
い
林
家
の
学
問
だ
が
、
旭
山
は

「何
れ
の
書

か
六
経
の
翼
に
非
ざ
ら
ん
」
と
い
う
認
識
か
ら
博
学
に
つ
と
め
、
そ
の
結
果
林

家
伝
来
の

「和
学
の
科
」
に
も
意
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
鵞
峰
の
下
に
あ
っ
た
国
史
館
で
の
詩
会
の
様
相
を
詳
細
に
跡
づ
け
た

大
庭
卓
也
に
よ
れ
ば
、（』
五
科
十
等
制
は
い
わ
ば
詩
。文
科
、
な
か
ん
ず
く
詩
科

を
中
心
に
選
定
さ
れ
た
」
先
に
引
い
た

「贈
関
君
長
都
講
楊
子
序
」
で
は
、
「独

り
我
が
門
の
士
の
、
往
々
に
し
て
程
訓
朱
詰
を
墨
守
し
て
何
鄭
の
説
す
ら
且
つ

引
挙
す
る
を
得
ざ
る
を
疑
ふ
」
と
い
い
、
「五
科
十
等
春
斎
先
生
家
学
を
守
り
て

其
の
規
模
を
失
は
ず
」
と
す
る
。
ま
た
同
じ
く

『遺
草
』
所
収
の

「送
左
子
岳

序
」
で
も
林
家
の
家
学
の
伝
統
を
強
調
す
る
言
辞
が
見
出
せ
る
。
広
業
堂
で
の

詩
会

・
文
会
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
。
す
で
に
員
長
拝
命
以
前
、
旭

山
は

「麗
社
」
と
い
う
作
文
の
勉
強
会
を
開
い
て
い
る

（安
永
六
年
九
月
十

一

日
）。
旭
山
は
、
詩
文
を
重
ん
じ
る
林
家
の
伝
統
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
以
上
が
駆
け
足
な
が
ら
私
に
提
出
し
た
仮
説
で
あ
る
。
旭
山
と
林
家

の
伝
統
的
学
風
と
の
距
離
の
近
さ
を
言
い
立
て
る
の
は
、
雲
室
上
人
の
一
連
の

証
言
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
雲
室
は
関
松
窓
に
入
門
し
て
聖
堂
で
学
ん
だ
人
物
。

旭
山
や
寛
斎
と
も
親
し
い
交
流
が
あ
っ
た
。
雲
室
は
い
う
。

松
聰
関
君
長
先
生
は
、
林
家
四
世
の
学
頭
に
て
、
今
世
の
大
家
な
り
。
（中

略
）
道
春
春
斎
の
学
風
、
今
の
世
松
臆
よ
り
外
知
る
人
は
な
か
る
べ
し
。

（中
略
）
（松
平
定
信
が
執
政
と
な
っ
て
）
あ
わ
れ
此
時
松
聰
学
職
に
て
居

れ
ば
、
道
春
の
学
流
絶
る
事
は
な
か
る
べ
き
、
是
も
亦
命
と
い
ふ
も
の
に

や
。
（前
引

『雲
室
随
筆
し

旭
山
に
つ
い
て
は
、
「後
に
八
代
巣
の
学
頭
被
申
付
し
時
は
、
彦
助
良
助
の
存
寄

に
て
異
学
と
申
立
て
被
止
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
後
に
林
述
斎
が
嗣
い
だ

時
の
事
情
に
つ
い
て
は
、

祭
酒
は
蕉
隠
公
子
と
申
て
実
家
に
居
ら
れ
し
時
は
、
詩
文
杯
達
者
に
て
風

流
の
み
名
の
知
れ
し
人
な
れ
ば
、
林
家
風
の
学
者
に
も
あ
ら
ず
。
然
ば
平

沢
五
助
な
ど
を
ば
異
学
と
て
廃
せ
ら
れ
け
る
が
、
何
を
以
て
工
学
と
申
事

な
る
に
や
。
平
沢
を
異
学
と
申
さ
ば
、
良
助
も
弥
助
も
皆
異
学
也
。
芝
野

彦
助
相
談
を
申
事
に
て
、
春
斎
已
来
七
科
の
学
式
改
ら
れ
た
り
。
し
か
れ

ば
林
家
の
学
風
も
異
学
と
申
事
に
や
。
神
祖
已
来
道
春
の
学
御
信
厚
の
処

皆
改
り
、
山
崎
風
の
学
者
多
く
て
、
道
春
の
血
脈
と
共
に
学
風
も
絶
へ
た

り
け
り
。

雲
室
は
寛
政
正
学
派
の
面
々
が
「山
崎
風
」、
す
な
わ
ち
頑
迷
な
朱
子
学
者
だ
と

し
、
「林
家
の
学
風
」
と
の
違
和
感
を
見
て
い
る
。
む
し
ろ
旭
山
と
松
窓
に
体
現

さ
れ
た
学
風
の
方
が
よ
り
林
家
伝
統
の
そ
れ
に
近
い
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ

２つ
。

五

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
二
人
が
目
指
し
た

「復
古
」
は
大
成
で
き
な
か
っ
た
。

松
窓
は
田
沼
政
維
資
の
関
係
を
問
わ
れ
て
辞
職
に
追
い
込
ま
れ
、
後
に
は

「傲

慢
ノ
ソ
シ
リ
ア
リ
」
と
の
評
を
受
け
る
に
至
る
。
旭
山
が
そ
の
自
伝
を
戯
文
と



い
う
形
で
綴
っ
た
の
に
は
、
不
遇
の
身
を
か
こ
つ
意
も
込
め
ら
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
「澤
旭
山
先
生
文
草
』
に
収
め
る

「景
焚
園
記
」
は
没
年
の
前
年

（寛
政

二
年
）
に
草
さ
れ
た
文
で
あ
る
が
、
我
が
庭
の
菜
圃
に
関
す
る
議
論
の
行
間
か

ら
、
旭
山
晩
年
の
心
情
が
側
々
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
旭
山

・
松
窓
が
ぬ

け
た
後
の
林
家
と
聖
堂
は
、
時
流
に
乗
っ
た
入
門
者
の
数
が
増
大
す
る
一
方
、

「よ
し
の
冊
子
』
で
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
に
伝
え
ら
れ
た
よ
う
な
衰
微
を
経
験
す

る
こ
と
に
な
っ
婦
で

天
明
七
年
に
没
し
た
龍
漂
の
後
を
嗣
い
だ
錦
峯

（信
敬
）

の

「林
大
学
頭
信
敬
申
上
書
」
（寛
政
三
年
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
正
学
派
朱

子
学
へ
の
抵
抗
は
功
を
奏
せ
ず
、述
斎
と
柴
野
栗
山
た
ち
を
主
役
と
す
る
寛
政
・

化
政
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

見
方
ぃ
れ
酬
礫
向
確
嘘
鰤
い
置
『
希
跡
跡
障
詢
姜
嘲
”
嘲
硼
隻
鶴
庫
」
は
け
』

て
見
た
、
和
学
及
び
詩
文
の
重
視
と
い
う
二
点
に
限
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
塙
保

己

一
の
和
学
講
談
所
が
設
立
さ
れ
た
の
は
他
な
ら
ぬ
寛
政
改
革
の
産
物
で
あ
っ

た
。
ま
た
寛
政
の
三
博
士
以
来
、
林
家

・
昌
平
姜
に
お
け
る
詩
文
の
会
は
む
し

ろ
安
永
天
明
期
を
凌
ぐ
活
況
を
見
せ
、
古
賀
個
庵
や
野
村
堂
園
、
友
野
霞
舟
と

い
っ
た
、
す
ぐ
れ
た

「官
学
派
」
の
詩
人
た
ち
を
輩
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
林
家
そ
し
て
昌
平
晏
に
と
っ
て
の
寛
政
改
革
は
、
否
定
す
べ
き
対
象
と
し

て
の
天
明
の
儒
林
が
着
実
に
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の
を
、
ひ
そ
か
に
継
承
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
々
の
詩
文

に
就
い
て
、
そ
の
質
の
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
拙
稿
は
そ
の
為
の
一
つ
の
視
点
呈
示
の
試
み
で
あ
る
。

＊
平
沢
旭
山
の
基
礎
的
な
研
究
と
し
て
は
多
治
比
郁
夫

「平
沢
旭
山
と
混
沌
詩

社
の
成
立
前
後
」
Ｓ
大
阪
府
立
図
書
館
紀
要
』
七
号
）
及
び
揖
斐
高

「日
本

近
世
文
人
文
学
の
研
究
―
平
沢
旭
山
伝
の
基
礎
的
研
究
―
」
翁
私
学
研
修
』

一
一
七
号
）
等
が
あ
る
が
、
特
に
後
者
は
各
種
資
料
を
用
い
て
綿
密
に
作
成
　
４

さ
れ
た
年
譜
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
同
論
の
末
尾
に
付
さ
れ
た

今
後
の
研
究
課
題
五
点
の
う
ち
、
「寛
政
の
改
革
前
夜
の
林

一
門
の
儒
者
た
ち

の
学
問
傾
向
と
日
常
的
な
生
活
の
具
体
相
に
つ
い
て
」
と
い
う
課
題
に
触
発

さ
れ
て
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
揖
斐
高
氏
に
は
特
別
に
記
し
て
謝
意
を
表
し

た
い
。

林
屋
辰
三
郎
編

「化
政
文
化
の
研
究
」
（岩
波
書
店
、　
一
九
七
六
）
所
収
。

「十
八
世
紀
の
江
戸
文
芸
」
（岩
波
書
店
、　
一
九
九
九
）
第

一
章

「十
八
世
紀
の
江

戸
文
化
」。

「林
述
斎
と
風
月
社
」
含
近
世
文
藝
」
７５
号
、
二
〇
〇
二
）。

「紀
行
日
本
漢
詩
」
（汲
古
書
院
、　
一
九
九

一
）
第

一
巻
所
収
。

「升
堂
記
」。

日
本
随
筆
大
成
第
二
期
二
巻
所
収
。

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵

■澤
旭
山
先
生
文
章
」
所
収
。
以
下
同
書
に
よ
る
も
の
は

「文
草
」
と
略
記
。

国
立
国
会
図
書
館
蔵
。

■非
徴
」
（懐
徳
堂
文
庫
復
刻
叢
書
１
、　
一
九
八
八
）
「解
説
」。

「遣
光
暦
」
安
永
五
年
四
月
十
四
日
。

子
安
宣
邦
監
修

『日
本
思
想
史
辞
典
」
の
呼
称

（梅
澤
秀
夫
執
筆
）
に
従
っ
た
。

「後
期
朱
子
学
」
や

「寛
政
朱
子
学
」
と
い
っ
た
呼
び
方
よ
り
も
、
こ
れ
ら
の
儒
者

の
学
風
が
明
確
に
伝
わ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

（‐２
）
　

『近
世
儒
学
思
想
史
の
研
究
」
（法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
七
六
）
「折
衷
学
派
の

歴
史
的
性
格
」。

（‐３
）

中
野
三
敏

「井
上
蘭
台
」
η
近
世
新
崎
人
伝
』
所
収
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
七
）。

（‐４
）

国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
自
筆
稿
本

一
冊
。

（‐５
）

天
理
図
書
館
蔵
。
「
ビ
プ
リ
ア
」
２

九
七
四
）
の
翻
刻

「業
餘
叢
稿
」
十
六
に
拠

っ
た
。

（‐６
）
　

「書
売
し

（昭
和
十
四
年
～
昭
和
十
六
年

八
月
）
。

（・７
）
　

「詩
集

日
本
漢
詩
」
第
八
巻

（汲
古
書
院
、　
一
九
八
五
）
所
収
。
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（‐８
）
　

「雲
室
随
筆
し
、
続
日
本
随
筆
大
成
第

一
巻
所
収
。

（・９
）

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵

■兎
道
山
人
遺
草
」
Ｔ
一巻
三
冊
）
所
収
。

（２０
）

頼
秩

一
『近
世
後
期
朱
子
学
派
の
研
究
』
（渓
水
社
、
一
九
八
六
）
第

一
編
第
二
章

「大
坂
に
お
け
る
朱
子
学

「同
志
」
の
活
動
」
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。

（２‐
）
　

「江
戸
和
学
史
へ
の
一
視
点
―
荷
田
御
風
と
賀
茂
季
鷹
―
ご

η
雅
俗
』
五
号
、　
一

九
九
八
）。

（２２
）

国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
自
筆
稿
本

一
冊
。
内
題
に
続
け
て

「平
安
羽
倉
氏
　
学

兎
道
澤
元
慢
　
輯
録
」
と
あ
る
。

（２３
）

「江
戸
漢
詩
文
壇
の
胎
動
―
元
禄
漢
詩
文
再
考
―
し、
「元
禄
文
学
を
学
ぶ
人
の
た

め
に
し
所
収
。
（世
界
思
想
社
、
二
〇
〇

一
）

（２４
）

作
者
未
詳

■秋
雨
談
し
、
「近
世
儒
家
史
料
」
上

（鳳
出
版
、　
一
九
七
六
）
所
収
。

（２５
）
　

「よ
し
の
冊
子
」
は

■随
筆
百
花
苑
」
第
八
、
九
巻
所
収
。
そ
の
巻
二
で
は

「林

大
学
頭
先
達
よ
り
不
勝
手
」
と
し
て
、
松
窓
の
傍
若
無
人
な
言
行
や
、
林
家
未
亡
人

二
人
の
博
打
等
の
不
行
跡
が
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（２６
）

「林
信
敬
と
林
述
斎
の
位
置
―
工
学
派
朱
子
学
と
の
関
係
よ
り
Ｉ
Ｌ
「文
芸
研
究
」

一
二
四
号
、　
一
九
九
〇
）。
中
村
は

「寛
政
異
学
の
禁
で
の
教
学
統
制
の
空
洞
化
は
、

信
敬

。
述
斎

。
一
斎
を
通
じ
て
成
さ
れ
た
」
と
結
論
づ
け
る
。

―
―

本
学
大
学
院
博
士
後

期
課
程
―
―


