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書　
　

評　

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

高　

橋　
　
　

亨

　

平
安
朝
文
学
の
古
典
と
い
う
べ
き
作
品
本
文
の
解
釈
を
め
ぐ
る
論
攷
で
あ

る
。「
本
編
」
の
十
四
章
と
「
付
編
」
の
九
章
か
ら
成
る
が
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
史
を
ふ
ま
え
て
新
解
釈
に
挑
戦
し
た
論
文
を
め
ざ
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴

が
あ
る
。「
本
編
」
で
対
象
と
な
っ
て
い
る
作
品
は
、『
伊
勢
物
語
』『
う
つ

ほ
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
集
』『
更
級
日
記
』『
讃
岐
典
侍
日
記
』
で

あ
る
。「
付
編
」
に
は
、
和
泉
式
部
と
紫
式
部
に
つ
い
て
の
「
女
流
作
家
の

肖
像
」、「
紫
式
部
伝
記
研
究
の
現
在
」、「
源
氏
物
語
続
編
作
者
異
聞
」、「
平

安
朝
文
学
に
見
る
死
の
言
葉
」、「
女
流
日
記
文
学
研
究
の
課
題
」、「
葉
月
物

語
絵
巻
解
題
」
を
載
せ
る
。

　

本
書
の
質
量
と
も
に
中
心
を
な
す
の
は
、
第
六
章
か
ら
第
十
一
章
ま
で
に

あ
た
る
『
紫
式
部
集
』
所
載
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
の
再
検
討
で
あ
る
。
例
え

ば
第
六
章
「
紫
式
部
集
の
「
箏
の
琴
し
ば
し
」
考
─
─
第
三
番
歌
の
再
検
討
」

で
は
、「
露
し
げ
き
蓬
が
中
の
虫
の
音
を
お
ぼ
ろ
け
に
て
や
人
の
尋
ね
む
」

と
い
う
歌
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
解
釈
上
の
問
題
点
と
さ
れ
て
き
た

論
点
を
三
つ
に
絞
る
。

①
「
箏
の
琴
し
ば
し
」
の
後
に
省
略
さ
れ
て
い
る
述
語
は
何
か
。

②
「
参
り
て
御
手
よ
り
得
む
」
の
具
体
的
意
味
は
何
か
。
言
い
換
え
る
な

ら
、
何
を
「
得
む
」
と
し
て
い
る
の
か
。

③
詠
作
時
期
は
い
つ
ご
ろ
か
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
竹
内
美
千
代
『
紫
式
部
集
評
釈
（
改
訂
版
）』
に
よ
り
、

「
お
教
え
下
さ
い
」
で
は
な
く
「
お
借
り
し
た
い
」
が
妥
当
な
見
解
だ
と
す

る
。
②
は
「
参
上
し
て
あ
な
た
の
御
手
か
ら
直
接
に
い
た
だ
き
た
い
」
で
は

な
く
、「
参
上
し
て
あ
な
た
の
御
手
か
ら
奏
法
の
伝
授
を
受
け
た
い
」
だ
と

す
る
。
③
は
「
彰
子
中
宮
へ
の
宮
仕
え
中
の
里
居
の
折
の
作
」
で
は
な
く
、

「
少
女
時
代
の
詠
作
」
だ
と
す
る
。

　

研
究
史
の
諸
説
を
丹
念
に
検
証
し
つ
つ
、
そ
の
結
論
は
伊
藤
博
に
よ
る
新

日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
）
の
追
認
と
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
下
の
句
の

解
釈
に
つ
い
て
の
諸
説
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
お
り
、「
露
し
げ
き
蓬
が
中
の
虫

の
音
」
が
自
身
の
家
屋
の
荒
廃
で
あ
り
、「
相
手
の
熱
意
に
対
す
る
褒
め
言

葉
」
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
男
か
ら

の
奏
法
の
伝
授
を
口
実
と
し
た
恋
の
訪
問
の
打
診
（
詞
書
）
と
、
そ
れ
に
対

す
る
拒
絶
の
返
答
（
和
歌
）」
と
い
う
新
解
釈
を
提
起
す
る
。
そ
れ
は
、『
源

氏
物
語
』
賢
木
巻
で
光
源
氏
が
野
宮
に
六
条
御
息
所
を
訪
問
し
た
場
面
の
表

現
を
媒
介
に
し
て
、「
露
」「
蓬
（
浅
茅
）」「
虫
の
音
」
が
「
恋
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
喚
起
す
る
素
材
だ
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
相

手
の
熱
意
を
称
揚
す
る
表
向
き
の
意
味
と
、
そ
の
恋
の
訪
問
を
拒
否
す
る
裏

の
意
味
と
が
あ
い
ま
っ
て
一
首
の
真
意
を
構
成
し
、
拒
絶
し
な
が
ら
も
相
手

を
傷
つ
け
な
い
よ
う
な
配
慮
を
含
ん
だ
、
重
奏
的
な
構
造
が
見
て
と
れ
る
」

と
い
う
。
こ
れ
は
紫
式
部
の
歌
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
久
保
が
こ
う
し
た
新
解
釈
を
提
起
し
た
の
は
、
従
来
の
解
釈

が
、
相
手
に
対
す
る
「
熱
心
で
偉
い
わ
ね
」
と
い
っ
た
態
度
に
、「
ど
う
し

よ
う
も
な
く
尊
大
・
放
漫
の
匂
い
」
を
感
じ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
れ
に
つ
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い
て
、「
論
理
・
実
証
で
は
な
く
、
感
性
の
問
題
と
い
っ
て
い
い
」
と
記
し

て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

あ
た
か
も
大
学
の
授
業
の
演
習
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
ふ
ま
え
た
諸

説
を
網
羅
的
に
引
用
し
て
、
ど
れ
が
妥
当
な
解
釈
か
を
検
討
し
、
そ
れ
以
外

の
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
探
っ
た
と
い
う
趣
の
論
攷
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

他
の
章
に
も
共
通
す
る
、
本
書
の
基
底
を
な
す
論
述
の
方
法
で
あ
る
。
一
見

す
る
と
実
証
的
に
緻
密
な
解
釈
を
積
み
重
ね
た
結
果
と
し
て
の
結
論
で
あ
る

が
、
肝
腎
な
の
は
「
感
性
の
問
題
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
章
は
、
次
の
よ
う

な
一
節
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
「『
紫
式
部
集
』
は
、
我
々
の
先
入
観
や
固
定
観
念
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い

て
、
作
品
本
来
の
意
義
が
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
歌
を
ま
だ
ま
だ
多

く
抱
え
て
い
る
。
紫
式
部
貞
女
観
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
と
い
っ
て
よ

い
。
現
代
の
制
度
・
慣
習
・
通
念
で
は
な
く
、
平
安
朝
の
実
態
に
即
し
た
物

の
見
方
を
鍛
え
た
い
。
宣
孝
以
外
に
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
」。

　

こ
う
し
た
視
座
か
ら
、
第
七
章
で
は
、
第
四
・
五
番
歌
の
詞
書
の
「
な
ま

お
ぼ
お
ぼ
し
き
こ
と
」
が
「
式
部
の
初
め
て
の
異
性
体
験
」
で
あ
り
、「
手

を
見
分
か
ぬ
に
や
あ
り
け
む
」
が
『
伊
勢
物
語
』
十
八
段
の
「
知
ら
ず
詠
み

に
」
を
ふ
ま
え
た
複
合
構
造
に
よ
る
虚
構
化
の
表
現
だ
と
す
る
。『
紫
式
部

集
』
の
第
四
・
五
番
歌
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

方
違た
が

へ
に
渡
り
た
る
人
の
、
な
ま
お
ぼ
お
ぼ
し
き
こ
と
あ
り
て
帰

り
に
け
り

翌つ
と
め
て朝
朝
顔
の
花
を
や
る
と
て

お
ぼ
つ
か
な
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
明
け
暗ぐ

れ
の
そ
ら
お
ぼ
れ
す
る
朝
顔
の

花
（
四
）

返
し
、
手
を
見
分
か
ぬ
に
や
あ
り
け
む

い
づ
れ
ぞ
と
色
分
く
ほ
ど
に
朝
顔
の
あ
る
か
な
き
か
に
な
る
ぞ
わ
び
し

き
（
五
）

　

紫
式
部
の
家
に
方
違
え
に
来
た
男
が
、「（
そ
の
夜
）
何
だ
か
よ
く
わ
か
ら

な
い
振
る
舞
い
」
に
及
ん
で
帰
り
、
紫
式
部
は
そ
の
真
意
を
確
か
め
る
た
め

に
朝
顔
の
花
に
添
え
た
歌
を
贈
っ
た
。
こ
れ
が
「
式
部
の
初
め
て
の
異
性
体

験
」
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
の
相
手
を
宣
孝
に
限
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、『
伊

勢
物
語
』
の
「
知
ら
ず
詠
み
に
詠
み
け
る
」
を
ふ
ま
え
た
表
現
だ
と
い
う
久

保
の
解
釈
に
は
賛
成
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、「
手
を
見
分
か
ぬ
に
や
あ
り
け
む
」
を
、
紫
式
部
と
そ
の
姉

の
ど
ち
ら
の
筆
跡
か
分
か
ら
ず
に
男
が
と
ま
ど
う
、
あ
る
い
は
韜
晦
し
て
い

る
と
い
っ
た
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
読
み
の
可
能
性
を
無
視
す
る
結
果
に

な
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
は
、
諸

注
釈
の
解
釈
史
を
ふ
ま
え
て
問
題
を
整
理
し
考
察
す
る
久
保
の
方
法
と
関

わ
っ
て
い
る
。

　

竹
内
『
評
釈
』
は
方
違
え
所
に
お
け
る
「
姉
の
存
在
の
可
能
性
」
に
つ
い

て
も
言
及
し
、
山
本
『
集
成
』
は
男
の
歌
の
上
の
句
を
「
ご
姉
妹
の
ど
ち
ら

か
ら
贈
ら
れ
た
花
か
と
筆
跡
を
見
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
う
ち
に
」
と
解
釈

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
否
定
す
る
の
が
木
船
『
解
釈
と
論
考
』
で
、「
姉
と

式
部
と
の
同
室
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
詞
書
に
そ
れ
ら
し
い
記
述
が
み
ら
れ

な
い
」
か
ら
「
御
姉
妹
の
ど
ち
ら
か
」
の
意
味
は
託
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る

こ
と
を
、
久
保
は
「
抑
制
の
利
い
た
穏
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
」
と
評
価
す
る
。

難
波
『
全
評
釈
』
も
紫
式
部
の
居
室
に
「
ま
だ
姉
も
在
世
中
で
、
お
そ
ら
く
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一
緒
に
い
た
」
の
を
男
が
か
い
ま
見
し
た
と
み
て
お
り
、
伊
藤
『
新
大
系
』

も
「
式
部
姉
妹
の
寝
室
の
あ
た
り
を
窺
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
久
保
が
姉
と

の
関
連
を
無
視
す
る
の
は
、
木
船
『
解
釈
と
論
考
』
に
よ
り
姉
妹
同
室
を
否

定
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
姉
妹
同
室
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
男

が
す
で
に
姉
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
久
保
は
「
な

ま
お
ぼ
お
ぼ
し
き
こ
と
」
が
紫
式
部
と
男
と
の
「
実
事
」
の
朧
化
で
あ
る
と

い
う
解
釈
の
先
駆
と
し
て
、
石
川
徹
の
見
解
を
も
長
く
引
用
し
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
「
空
蝉
と
軒
端
荻
」
ま
た
宇
治
の
「
大
君
と
中

の
君
」
の
原
形
と
な
る
体
験
と
し
て
、「
姉
の
恋
人
」
の
男
と
の
贈
答
と
見

て
い
る
。
こ
れ
を
今
井
源
衛
『
紫
式
部
』
も
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

注
釈
史
は
、
必
ず
し
も
研
究
書
や
論
文
の
成
果
を
反
映
し
て
は
い
な
い
。

　

久
保
の
「
方
法
」
は
「
き
わ
め
て
素
朴
な
が
ら
作
品
本
文
の
一
語
一
句
に

徹
底
的
に
こ
だ
わ
り
抜
く
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
文
に
明
示
さ

れ
て
い
な
い
姉
や
後
の
夫
で
あ
る
宣
孝
と
結
合
す
る
伝
記
的
な
外
部
の
文
脈

を
持
ち
込
む
こ
と
に
抑
制
的
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
手
を
見

分
か
ぬ
に
や
あ
り
け
む
」
が
『
伊
勢
物
語
』
の
「
知
ら
ず
詠
み
に
詠
み
け
る
」

の
言
い
換
え
で
「
読
み
手
に
向
け
た
コ
メ
ン
ト
」
だ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自

体
は
重
要
な
指
摘
で
あ
り
な
が
ら
も
、
作
品
本
文
の
外
へ
と
開
か
れ
た
解
釈

を
閉
ざ
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
節
は
「
こ
の
虚
構
表
現
を
『
源
氏
物
語
』
作
者

誕
生
の
萌
芽
と
見
る
か
、『
源
氏
物
語
』
作
者
に
よ
る
果
実
か
」
は
論
証
で

き
な
い
が
、「
き
わ
め
て
主
観
的
に
前
者
の
立
場
を
と
り
た
い
」
と
、
大
き

な
視
座
で
結
ば
れ
て
い
る
。
表
現
史
と
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
「
複
合
構
造
」
の

表
現
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
紫
式
部
の
伝
記
的
な
事
実
と

の
相
関
を
再
検
討
す
る
可
能
性
を
残
す
と
い
え
よ
う
。

　
「
付
編
」
の
「
女
流
日
記
文
学
研
究
の
課
題
」
で
は
、「
客
観
的
事
実
を
踏

ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
事
実
の
指
し
示
す
方
向
を
把
捉
し
、
作
品
の
論
理

分
析
へ
と
展
開
で
き
る
か
否
か
。
今
後
の
女
流
日
記
文
学
研
究
活
性
化
の
鍵

は
こ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
。
そ
の
「
作
品
の
論
理
」
の
具
体
例
と
し
て
あ
げ

ら
れ
て
い
る
の
が
『
更
級
日
記
』
で
あ
り
、「
冒
頭
の
薬
師
と
末
尾
の
阿
弥

陀
の
照
応
は
、
そ
の
ま
ま
往
生
思
想
に
お
け
る
両
仏
の
照
応
関
係
に
重
な
る

も
の
で
あ
っ
た
」
と
大
胆
に
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
は
、「
本

編
」
の
「
更
級
日
記
の
夢
─
前
生
夢
の
機
構
」
と
「
更
級
日
記
の
薬
師
仏
─

構
想
を
支
え
る
西
方
遣
送
の
機
能
」
に
あ
る
。
そ
の
発
想
の
起
点
と
な
っ
た

の
は
浄
瑠
璃
寺
の
伽
藍
配
置
で
あ
り
、
か
つ
て
私
も
共
に
何
度
か
浄
瑠
璃
寺

に
誘
わ
れ
て
訪
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
が
、
部
分
の
解
釈
か
ら
「
作
品
の
論

理
」
へ
の
飛
躍
が
あ
る
。

　

作
品
本
文
の
細
部
に
つ
い
て
の
徹
底
的
な
読
み
を
契
機
に
し
て
、
ど
こ
ま

で
「
作
品
の
論
理
」
の
全
体
像
を
解
読
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
王

朝
女
性
た
ち
に
よ
る
日
記
文
学
を
単
純
な
事
実
の
反
映
と
読
む
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
だ
が
、
日
記
や
家
集
に
お
い
て
は
事
実
と
の
関

連
を
慎
重
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
も
ま
た
、
当
然
な
が
ら
必
要
で
あ
る
。
表

現
史
と
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
引
用
関
連
の
「
複
合
構
造
」
を
読
み
解
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
王
朝
女
流
日
記
研
究
と
作
り
物
語
研
究
と
の
接
点
を
再
考
し
て
い

く
こ
と
へ
の
展
開
を
期
待
し
た
い
。
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