
︽
書
評
︾

久
保
朝
孝
著
﹃
古
典
解
釈
の
愉
悦
︱
平
安
朝
文
学
論
攷
﹄

緑

川

真
知
子

﹁
古
典
の
読
み
の
不
断
の
更
新
は
現
代
に
生
き
る
我
々
の
使
命
で
あ
る
、
と
の
自
負
に
貫
か
れ
た
著
。
紫
式
部
集
の
難
解
歌
解
釈
に
は
そ
の

通
り
だ
と
思
え
る
指
摘
が
。
先
入
観
・
通
説
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
表
現
・
作
品
そ
の
も
の
に
向
き
合
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
る
﹂
と
、

本
書
の
﹁
は
し
が
き
﹂
の
久
保
氏
の
言
葉
を
承
け
な
が
ら
、
そ
の
読
後
感
を
述
べ
て
い
た
の
は
氏
の
後
輩
の
一
人
で
あ
る
が
、
こ
の
一
言
に
本

書
の
特
徴
は
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
還
暦
を
記
念
し
て
の
一
冊
だ
と
い
う
本
書
は
、﹃
紫
式
部
日
記
﹄
を
専
門
と
す
る

久
保
氏
が
、
三
〇
余
年
の
研
究
生
活
に
お
い
て
、
敢
え
て
専
門
と
し
て
中
心
と
な
る
論
文
以
外
の
も
の
を
集
め
て
纏
め
た
も
の
で
あ
り
、
題
し

て
﹃
古
典
解
釈
の
愉
悦
﹄
と
あ
る
。
そ
の
表
題
の
洗
練
と
、
落
ち
着
い
た
意
匠
が
施
さ
れ
た
白
地
の
表
紙
か
ら
、
す
で
に
本
書
の
持
つ
性
格
が

透
け
て
見
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
こ
の
書
物
を
ひ
も
と
く
者
を
受
け
入
れ
て
、
解
釈
と
い
う
愉
悦
を
共
有
す
る
の
だ
と
い
う
、
古

典
を
軸
と
し
た
知
の
戯
れ
を
予
感
さ
せ
る
。
ま
ず
本
書
の
目
次
を
挙
げ
て
お
く
が
、﹁
本
編
﹂
と
﹁
付
編
﹂
の
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

︻
本
編
︼
第
一
章

伊
勢
物
語
の
悲
恋
、
第
二
章

伊
勢
物
語
の
殉
愛
、
第
三
章

う
つ
ほ
物
語
の
方
法
、
第
四
章

源
氏
物
語
の
女
房
︿
断

章
﹀、
第
五
章

源
氏
物
語
の
和
歌
︿
断
章
﹀、
第
六
章

紫
式
部
集
の
﹁
箏
の
琴
し
ば
し
﹂
考
、
第
七
章
、
紫
式
部
集
﹁
明
け
暗
れ
の
そ
ら
お

ぼ
れ
﹂
考
、
第
八
章

紫
式
部
集
の
﹁
山
里
の
も
み
ぢ
葉
﹂
考
、
第
九
章

紫
式
部
集
の
︿
文
散
ら
し
﹀
考
、
第
十
章

紫
式
部
集
﹁
た
た
く

水
鶏
﹂
考
、
第
十
一
章

紫
式
部
集
の
︿
巻
末
歌
三
首
﹀
考
、
第
十
二
章

更
級
日
記
の
夢
、
第
十
三
章

更
級
日
記
の
薬
師
仏
、
第
十
四
章
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讃
岐
典
侍
日
記
の
方
法
。

︻
付
編
︼
第
一
章

紫
式
部
日
記
︿
断
想
﹀、
第
二
章

源
氏
物
語
︿
断
想
﹀、
第
三
章

女
流
作
家
の
肖
像
①
︱
和
泉
式
部
、
第
四
章

女
流

作
家
の
肖
像
②
︱
紫
式
部
、
第
五
章

紫
式
部
伝
記
研
究
の
現
在
、
第
六
章

源
氏
物
語
続
編
作
者
異
聞
、
第
七
章

平
安
文
学
に
見
る
死
の

言
葉
、
第
八
章

女
流
日
記
文
学
研
究
の
課
題
、
第
九
章

葉
月
物
語
絵
巻
解
題
。

初
出
・
原
題
一
覧
、
あ
と
が
き
、
索
引
。

﹁
本
編
﹂
に
は
よ
り
専
門
性
の
高
い
論
が
並
び
、﹁
付
編
﹂
は
も
う
少
し
雑
多
な
随
筆
的
と
も
呼
べ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
論
を
包
摂
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
弁
別
に
は
、
久
保
氏
の
研
究
者
と
し
て
の
清
廉
な
人
柄
が
垣
間
見
え
る
。
﹁
本
編
﹂
は
、
時
代
を
追
っ
て
読
ん
で
い
け
る
よ
う
に
論

文
の
配
列
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
読
む
者
に
と
っ
て
や
さ
し
い
。

同
じ
研
究
者
と
し
て
、
本
書
を
手
に
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
、
思
う
こ
と
は
、
研
究
者
が
あ
る
時
点
で
己
の
仕
事
を
振
り
返
り
、
様
々
な
論
を

一
冊
に
纏
め
る
時
に
、
何
を
ど
の
よ
う
に
纏
め
な
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
一
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

研
究
者
に
と
っ
て
、
お
そ
ら
く
最
も
大
切
な
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
自
己
の
研
究
の
研
鑽
を
積
む
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
と
同
じ
ぐ

ら
い
に
重
要
な
こ
と
は
、
己
の
研
究
を
活
字
媒
体
に
よ
っ
て
発
表
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
大
変
優
れ
た
研
究
者
の
中
に
は
、

活
字
媒
体
を
残
す
こ
と
に
あ
ま
り
熱
心
で
は
な
い
人
が
時
折
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
そ
の
研
究
者
が
あ
ま
り
に
完
全
主
義
に
す
ぎ
て
、
己

の
研
究
を
完
璧
な
形
に
お
い
て
し
か
発
表
し
た
く
な
い
と
い
う
場
合
が
多
い
。
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
い
う
研
究
分
野
に
お
い
て
も
、
新
し
い
発

見
や
自
己
の
研
究
の
進
展
は
常
に
あ
り
、
終
わ
り
が
見
え
な
い
こ
と
も
良
く
あ
る
。
し
か
し
、
ど
こ
か
の
時
点
で
、
己
の
仕
事
に
区
切
り
を
付

け
発
表
す
る
の
も
、
ま
た
は
過
去
の
仕
事
と
し
て
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
論
文
も
掘
り
起
こ
し
て
人
々
の
目
に
さ
ら
す
と
い
う
の
も
、
研

究
者
の
仕
事
の
一
部
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
に
、
本
書
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
世
間
に
出
す
べ
き
か
と
い
う
一
例
を

実
現
し
て
く
れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
ま
さ
に
成
功
を
収
め
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

﹁
本
論
﹂
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
論
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
久
保
氏
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
関
連
論
文
を
た
だ
並
べ
る
の
で
は
な
く
、﹃
伊
勢
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物
語
﹄
が
古
典
文
学
と
し
て
持
つ
問
題
︱
そ
れ
ぞ
れ
が
歌
物
語
と
し
て
完
結
し
て
い
る
短
篇
か
、
昔
男
の
一
代
記
と
し
て
の
長
編
か
、
そ
し
て

虚
構
か
史
実
か
︱
と
い
う
大
命
題
に
対
し
て
、
敢
え
て
虚
構
の
短
編
と
い
う
視
点
か
ら
の
読
み
の
可
能
性
を
呈
示
す
る
。
第
二
章
に
お
い
て
は

﹁
み
や
び
﹂
と
い
う
、
き
わ
め
て
定
義
す
る
の
が
難
し
い
概
念
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
の
だ
が
、
決
し
て
思
弁
的
な
論
の
展
開
で
は
な
く
、

男
の
﹁
身
﹂
と
﹁
心
﹂
の
あ
り
方
か
ら
検
証
を
し
て
お
り
、
更
に
は
女
の
﹁
み
や
び
﹂
の
完
成
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
目
を
向
け
、
そ
れ
を
﹁
み

や
び
返
し
﹂
と
読
む
あ
た
り
は
、
斬
新
な
面
白
さ
に
思
わ
ず
惹
き
つ
け
ら
れ
る
。
流
れ
る
よ
う
な
文
体
が
ま
た
論
旨
と
相
ま
っ
て
、
ま
さ
に
﹁
解

釈
の
愉
悦
﹂
を
体
現
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、﹃
伊
勢
物
語
﹄
論
は
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
相
応
し
い
。

﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
論
で
短
篇
の
世
界
を
巡
っ
た
後
、
続
く
第
三
章
で
は
長
編
の
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、﹃
う

つ
ほ
物
語
﹄
を
長
編
と
し
て
存
在
せ
し
め
て
い
る
﹁
遡
及
付
加
に
よ
る
物
語
展
開
方
法
﹂
と
い
う
、
前
の
こ
と
を
繰
り
返
す
中
に
新
し
い
事
実

を
付
加
し
て
物
語
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
物
語
の
方
法
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
八
〇
年
初
出
の
論

文
で
あ
り
、
久
保
氏
院
生
時
代
の
論
文
で
あ
る
。
一
般
に
は
な
か
な
か
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
研
究
室
が
中
心
と
な
っ
て
発
行
し
て
い

た
﹃
中
古
文
学
論
攷
﹄
と
い
う
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
論
攷
﹂
の
﹁
攷
﹂
の
文
字
を
本
書
の
副
題
に
も
使
っ
て
あ
り
、
そ

の
旨
、﹁
あ
と
が
き
﹂
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
記
念
碑
的
な
論
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
論
集
の
価
値
を
高
め
て
い

る
と
同
時
に
久
保
氏
に
と
っ
て
も
意
義
深
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
若
い
時
代
に
な
し
た
論
を
載
せ
る
に
は
、
あ
る
種
の
躊
躇
な
ど
が
あ
る

や
も
し
れ
な
い
。
た
だ
狙
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
第
一
、
二
章
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
論
の
短・
篇・
文
学
と
し
て
の
論
と
、
続
く
長・
篇・
文
学

の
論
と
し
て
の
第
三
章
と
し
て
、
あ
た
か
も
上
手
く
対
を
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
点
な
ど
、
心
憎
い
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
古
い
論
で

あ
り
な
が
ら
、
論
集
の
中
で
自
然
な
位
置
を
保
っ
て
い
る
。

第
四
、
五
章
は
共
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
論
で
あ
る
が
、
著
者
は
副
題
に
わ
ざ
わ
ざ
︿
断
章
﹀
と
断
る
。
こ
の
よ
う
な
律
儀
な
部
分
に
久
保
氏
の

気
配
り
が
感
じ
取
ら
れ
る
。
五
章
に
お
い
て
は
、
宇
治
十
帖
の
主
人
公
薫
と
い
う
人
物
を
、
中
の
君
と
の
和
歌
贈
答
の
分
析
を
通
し
て
浮
き
彫

り
に
し
て
お
り
、
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
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﹁
本
論
﹂
に
お
い
て
最
も
読
み
応
え
が
あ
る
の
が
、
第
六
章
か
ら
第
十
一
章
ま
で
の
﹃
紫
式
部
集
﹄
に
お
け
る
和
歌
の
考
察
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

ぞ
れ
の
論
は
歌
番
号
の
順
に
並
べ
ら
れ
、
ど
れ
も
注
釈
史
が
丁
寧
に
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
、
最
後
に
は
、
問
題
点
な
い
し
は
新
解
釈
が
示
さ
れ

て
い
る
。
久
保
氏
は
﹃
紫
式
部
集
﹄
の
注
釈
の
歴
史
が
浅
い
う
え
、
紫
式
部
の
伝
記
的
な
資
料
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
も
浅
い

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
故
に
歌
の
解
釈
に
は
揺
れ
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
い
、
そ
れ
を
具
体
的
な
歌
の
解
釈
を
通
し
て
示
す
。
こ
れ
は

著
者
の
言
う
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
こ
こ
ま
で
丁
寧
な
分
析
を
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
つ
い
て
行
っ
て
い
る
の
な
ら
、
か
え
っ
て
そ

の
範
囲
を
拡
げ
て
﹃
紫
式
部
集
﹄
全
体
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
も
う
少
し
多
く
の
歌
を
対
象
に
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
わ
な
く
は
な
い
。

た
だ
そ
う
す
る
と
論
集
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
し
ま
う
可
能
性
は
あ
る
の
だ
が
。
し
か
し
ま
た
、
完
全
に
逆
の
こ
と
も
望
み
た
く
な
る
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
第
六
章
最
後
に
お
い
て
、
紫
式
部
に
つ
い
て
著
者
は
﹁
宣
孝
以
外
に
は
男
関
係
を
認
め
な
い
前
提
か
ら
、
も
う
そ
ろ

そ
ろ
自
由
に
な
り
た
い
の
で
あ
る
﹂
と
書
き
、
第
七
章
に
お
い
て
は
、
紫
式
部
の
男
性
初
体
験
に
か
ら
む
と
お
ぼ
し
き
贈
答
の
綿
密
な
分
析
を

行
い
、
そ
の
相
手
が
夫
と
な
っ
た
宣
孝
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
問
題
で
は
な
い
と
し
、
紫
式
部
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
歌
を
踏
ま
え

な
が
ら
虚
構
化
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
事
実
を
核
に
、
虚
構
の
世
界
が
創
り
上
げ
ら
れ
る
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
、﹃
源
氏
物
語
﹄
作
者
の
創

作
過
程
へ
も
肉
薄
し
よ
う
か
と
い
う
勢
い
を
持
つ
。
本
書
に
お
い
て
、
こ
の
第
七
章
は
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
読
む
者
に
迫
っ
て
く
る
部
分
で

あ
る
が
、
あ
る
意
味
こ
の
あ
た
り
の
一
連
の
﹃
紫
式
部
集
﹄
の
論
を
、
こ
の
第
七
章
を
核
に
、
著
者
の
筆
力
を
持
っ
て
、
研
究
史
を
丁
寧
に
踏

ま
え
て
い
く
と
い
う
殻
を
破
り
、
研
究
論
考
の
枠
も
越
え
て
し
ま
う
よ
う
な
一
文
に
し
た
た
め
直
し
て
く
れ
て
も
良
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、

な
ど
と
贅
沢
な
思
い
を
抱
い
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
久
保
氏
は
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
方
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

続
く
﹃
更
級
日
記
﹄
の
論
も
、﹁
前
生
夢
﹂
な
ど
興
味
深
い
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
第
十
三
章
の
﹁
更
級
日
記
の
薬

師
仏
﹂
は
最
後
に
﹁
あ
え
て
憶
測
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
、
十
三
歳
の
旅
立
ち
は
、
同
じ
く
第
十
三
願
を
そ
の
呼
称
の
由
来
と
す
る
阿
弥
陀

仏
の
迎
え
待
ち
受
け
る
西
方
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
志
向
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
し
、
作
品
初
発
部
に
描
か

れ
る
薬
師
仏
と
末
尾
に
描
か
れ
る
阿
弥
陀
仏
に
、
構
造
的
な
意
図
を
積
極
的
に
読
も
う
と
す
る
あ
た
り
、
更
に
深
い
テ
ー
マ
へ
と
連
な
る
可
能
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性
を
秘
め
て
い
る
論
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。﹁
本
編
﹂
は
、
久
保
氏
の
専
門
と
関
わ
る
﹃
紫
式
部
集
﹄
の
論
や
日
記
文
学
関
連
の
論
が
光
彩

を
放
つ
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
み
る
な
ら
、
平
安
文
学
史
概
説
的
側
面
も
自
ず
と
備
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

本
書
の
残
り
三
分
の
一
は
﹁
付
編
﹂
と
し
て
、
著
者
の
専
門
的
な
関
心
か
ら
無
論
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
や
紫
式
部
そ
の
人
に
関
わ
る
論
が
大
半

を
占
め
る
が
、
源
氏
物
語
の
中
で
﹁
酒
﹂
の
語
が
何
回
出
て
来
る
の
か
な
ど
、
普
通
は
あ
ま
り
目
が
届
か
な
い
よ
う
な
事
柄
に
着
目
し
た
記
事

が
多
く
、
上
品
な
語
り
口
の
文
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
読
む
者
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
を
備
え
て
い
る
。
近
年
、
研
究
書
と
一
般
書
の
境
目
が

不
鮮
明
と
な
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
成
功
し
て
い
る
例
は
意
外
に
少
な
い
。
し
か
し
本
書
は
研
究
者
の
欲
求
も

十
二
分
に
満
た
し
な
が
ら
、
専
門
で
な
い
者
が
手
に
し
て
も
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
側
面
も
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を

上
手
く
保
て
る
研
究
者
は
意
外
に
少
な
い
。
そ
し
て
わ
た
し
が
何
よ
り
も
羨
ま
し
く
思
う
の
は
、
久
保
氏
の
文
体
で
あ
る
。
研
究
書
で
あ
っ
て

も
優
れ
た
文
体
が
望
ま
れ
る
と
は
い
え
、
文
学
的
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
。
必
要
に
し
て
充
分
で
あ
り
な
が
ら
、
美
し
い
文
体
を
持
つ
の
が
理
想

で
あ
る
が
、
久
保
氏
の
文
体
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
久
保
氏
は
俗
に
傾
く
こ
と
な
く
、
専
門
書
と
一
般
書
が
融
合
す
る
よ
う
な
書
物
を
も
の

す
る
こ
と
の
で
き
る
希
有
な
研
究
者
な
の
で
あ
る
。﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
関
わ
る
主
要
論
文
が
は
ず
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
久
保
氏
の
専
門
に

関
わ
る
コ
ア
な
仕
事
の
出
現
へ
の
期
待
が
膨
ら
む
と
い
う
贅
沢
な
オ
マ
ケ
さ
え
付
い
て
、﹃
古
典
解
釈
の
愉
悦
﹄
は
、
研
究
者
と
し
て
年
齢
的
な

節
目
な
ど
に
、
ど
の
よ
う
な
本
を
も
の
す
べ
き
か
と
い
う
問
に
見
事
に
答
え
て
く
れ
て
い
る
。

︹
二
〇
一
一
年
一
月

世
界
思
想
社

５
判

三
八
〇
頁

六
、
〇
〇
〇
円
︵
税
別
︶︺

A

︵
明
治
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
・
第
十
二
回
紫
式
部
学
術
賞
受
賞
︶
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