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仁

徂
徠
学
派
の
訓
読
論
と
漢
文
翻
訳

一
、
は
じ
め
に

日
本
で
は
儒
教
の
経
書
な
ど
の
漢
文
書
籍
を
翻
訳
す
る
際
に
、「
訓
読
文
」
と
い
う
独
特
な
形
式
の
文
章
を
用
い
る
。
出
版
社
の

出
版
意
図
や
費
用
な
ど
色
々
の
事
情
が
あ
る
の
で
、
一
律
的
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
多
く
の
漢
文
翻
訳
書
の
体
裁
は
、
原
文

と
現
代
語
翻
訳
の
中
間
に
訓
読
文
を
位
置
さ
せ
、
さ
ら
に
翻
訳
者
の
注
解
や
解
説
な
ど
を
加
え
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

そ
の
訓
読
文
と
は
、
辞
典
的
な
定
義
で「
漢
文
を
日
本
語
の
文
法
に
し
た
が
っ
て
よ
む
こ
と
」を
い
い
、
ほ
か
に「
書
き
下
し
文
」

「
読
み
下
し
文
」
と
も
い
う
（
1
）。
日
本
の
よ
う
に
漢
字
を
外
国
語
と
し
て
使
用
し
て
き
た
韓
国
の
朝
鮮
時
代
の
諺
解
文
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
す
で
に
姿
を
消
し
た
漢
文
解
釈
の
方
法
が
、
日
本
で
は
今
日
ま
で
生
き
続
け
、
漢
文
と
現
代
語
訳
の
中
間

に
位
置
し
て
、
ま
る
で
そ
の
二
つ
を
結
び
つ
け
る
橋
で
あ
る
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
日
本
の
漢
文
訓
読
に
つ
い
て
、
比
較
文
学
者
の
川
本
皓
嗣
は
、「
い
わ
ゆ
る
漢
文
、
あ
る
い
は
そ
の
日
本
に
お
け
る
具

体
的
な
存
在
様
式
で
あ
る
漢
文
訓
読
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
ふ
し
ぎ
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
曖
昧
さ
、
正
体
の
つ
か
み
難
さ
と
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い
う
点
と
、
そ
れ
と
は
裏
腹
の
存
在
の
重
さ
、
巨
大
さ
、
根
深
さ
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
日
本
文
化
の
特
性
を
典
型
的
に
表

し
て
い
る
よ
う
だ
（
2
）」
と
い
い
、
訓
読
そ
の
も
の
を
重
層
的
で
複
雑
な
日
本
文
化
の
一
つ
の
特
性
と
し
て
捉
え
る
。
さ
ら
に
、
川
本
は
、

漢
文
訓
読
が
日
本
文
化
の
一
部
分
を
形
成
す
る
具
体
的
な
一
例
と
し
て
、
翻
訳
論
上
の
寄
与
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
本
稿

で
注
目
し
た
い
部
分
で
あ
る
。

漢
文
訓
読
は
、
た
ん
に
、
手
早
く
容
易
に
外
国
語
を
読
み
解
く
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
便
利
な
方
法
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
訳
文
の
な
か
に
可
能
な
限
り
原
文
の
姿
・
形
を
残
そ
う
と
す
る
翻
訳
の
特
異
な
一
形
態
と
し
て
、
つ
ま
り
訳
文
の
自

然
さ
や
分
か
り
や
す
さ
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
原
文
尊
崇
の
態
度
を
貫
こ
う
と
す
る
翻
訳
の
極
限
的
な
一
形
態
と
し
て
、
翻
訳
論

上
に
興
味
深
い
問
題
を
提
供
し
て
い
る
（
3
）。

こ
の
よ
う
に
直
訳
に
近
い
漢
文
訓
読
が
日
本
で
数
百
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
理
由
に
つ
い
て
、
川
本
は
、
こ
う
し
た
「
問

い
自
体
が
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
自
身
で
は
「
日
本
で
は
漢
文
が
た
ん
な
る
外
国
語
テ
ク
ス
ト
と
い
う
域

を
超
え
て
、
神
聖
視
、
聖
典
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
4
）」

と
い
う
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
漢
文
学
者
で
は
な
く
、
い
わ
ば
部
外
者

の
英
文
学
専
門
家
の
比
較
文
学
的
な
視
角
か
ら
の
指
摘
に
な
る
の
で
、
妙
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
漢
文
訓
読
と

翻
訳
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
代
表
的
な
翻
訳
語
研
究
者
の
柳
父
章
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
「
漢
文
訓
読
」
と
い
う
読
み
方
は
、
近
代
以
後
の
「
翻
訳
」
に
と
っ
て
も
特
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
や
が
て
近
世

か
ら
近
代
に
か
け
て
、
日
本
人
が
西
洋
語
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
こ
の
「
漢
文
訓
読
」
方
法
が
、
形
を
変
え
て
「
英
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文
訓
読
」、「
仏
文
訓
読
」
な
ど
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
…
…
要
す
る
に
、

日
本
人
は
、
伝
統
的
大
和
言
葉
系
の
日
本
語
と
は
別
に
、
翻
訳
用
の
も
う
一
つ
の
日
本
語
の
書
き
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
漢
文
訓

読
体
」
を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
世
界
中
で
も
稀
な
、
日
本
人
が
育
て
て
き
た
独
特
の
翻
訳
方
法
で
あ
っ

た
（
5
）。

柳
父
は
、
漢
文
訓
読
体
が
現
代
日
本
語
の
な
か
で
翻
訳
用
の
文
章
語＝

記
述
言
語
の
原
型
と
な
り
、「
世
界
中
で
も
稀
な
独
特
の

翻
訳
方
法
」
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
柳
父
の
こ
の
主
張
は
す
く
な
く
と
も
、
同
じ
漢
字
文
化
圏
の
韓
国
と
比
較
し
て
、
今
は

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
朝
鮮
時
代
の
「
諺
解
」
の
よ
う
な
古
文
法
に
よ
る
文
章＝

訓
読
を
、
二
一
世
紀
の
今
日
に
至
っ
て
も
翻
訳
文

の
必
須
要
素
と
し
て
持
続
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
、
漢
文
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
日
本
の
「
独
特
の
翻
訳
方
法
」
と
し
て
認

め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
川
本
と
柳
父
の
、
漢
文
訓
読
へ
の
現
代
研
究
者
の
主
張
を
紹
介
し
た
が
、
実
は
訓
読
が
翻
訳
で
あ
る
と
い
う
自
覚
や
指
摘

は
、
江
戸
時
代
の
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
〜
一
七
二
八
）
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
逆
説
的
に
、
徂
徠

が
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
漢
文
訓
読
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
、
中
国
宋
代
の
新
儒
学
を
批

判
し
、
先
王
の
道
は
中
国
古
代
の
言
語
を
基
準
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
古
文
辞
学
の
方
法
論
を
主
張
し
た
が
、
彼
の
訓
読

否
定
は
そ
れ
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
徂
徠
の
訓
読
否
定
論
は
彼
の
弟
子
の
太
宰
春
台
（
一
六
八
〇
〜
一
七
四
七
）
が
継

承
し
た
。

本
稿
で
は
、
訓
読
文
が
今
日
ま
で
も
漢
文
翻
訳
に
お
い
て
主
人
公
の
地
位
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
徂
徠
と
春

台
の
訓
論
を
吟
味
し
な
が
ら
、
彼
ら
以
後
の
漢
文
翻
訳
論
の
一
端
の
状
況
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
で
、
日
本
の
漢
文
翻
訳
が
い
か
な
る
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歴
史
的
・
思
想
的
な
脈
絡
を
背
景
に
し
て
展
開
し
て
き
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

二
、
徂
徠
と
春
台
の
訓
読
論

前
で
徂
徠
の
古
文
辞
学
に
触
れ
た
が
、
次
の
よ
う
な
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

み

宇
は
猶
ほ
宙
の
ご
と
き
な
り
。
宙
は
猶
ほ
宇
の
ご
と
き
な
り
。
故
に
今
言
を
以
て
古
言
を
眎
、
古
言
を
以
て
今
言
を
眎
れ
ば
、

し
ゅ
り
け
つ
ぜ
つ

か

と

ば
い
た

え
ら

均
し
く
之
れ
朱
離
鴂
舌
な
る
か
な
。
科
斗
と
貝
多
何
ぞ
択
ば
ん
。
世
は
言
を
載
せ
て
以
て
遷
り
、
言
は
道
を
載
せ
て
以
て
遷
る
。

道
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
は
、
職
と
し
て
是
に
之
れ
由
る
（
6
）。

同
じ
言
葉
（
漢
字
）
と
い
っ
て
も
、
時
代
ご
と
に
そ
れ
が
表
し
て
い
る
意
味
は
違
っ
て
く
る
の
で
、
聖
人
の
道
を
正
し
く
理
解
す

る
た
め
に
は
、
徂
徠
当
時
の
学
問
研
究
の
標
準
で
あ
っ
た
朱
子
学
的
な
「
今
言
」
で
は
な
く
、
中
国
古
代
の
「
古
言
」
に
基
づ
い
て

解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
二
程
と
朱
熹
も
古
文
辞
に
は
理
解
が
足
り
な
か
っ
た
、
と
宋
代
の
大
学
者
さ

え
も
低
評
価
す
る
（
7
）徂
徠
は
、
こ
の
古
文
辞
学
の
方
法
論
を
中
年
に
至
っ
て
「
天
の
寵
霊
（
8
）」
に
よ
っ
て
得
た
と
い
う
が
、
こ
こ
に
は
当

然
な
が
ら
日
本
人
と
し
て
の
、
日
本
語
と
異
な
る
中
国
語
（
徂
徠
の
言
葉
で
中
華
語
、
崎
陽
の
学
な
ど
（
9
））
に
対
す
る
自
覚
も
含
ま
れ
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
中
年
以
前
か
ら
外
国
語
と
し
て
対
面
し
て
い
た
中
国
語
へ
の
理
解
が
（
10
）、
古
文
辞
学
の
方
法
論
を
先
導
し
た
か
も

知
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
立
場
は
、
徂
徠
に
お
い
て
日
本
式
の
漢
文
訓
読
（
和
訓
）
に
対
す
る
再
認
識
と
否
定
と
し
て
表
出
さ
れ
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て
く
る
。
日
本
語
に
お
い
て
訓
読
は
「
翻
訳
」
と
い
う
再
認
識
で
あ
り
、
訓
読
の
否
定
は
中
国
語
学
習
に
よ
る
漢
文
直
読
と
い
う
新

し
い
提
案
に
繋
が
る
。
次
の
文
は
、
徂
徠
五
〇
歳
の
と
き
（
正
徳
五
年
、
一
七
一
五
）
に
刊
行
し
た
語
学
書
の
「
漢
文
を
正
し
く
読

み
解
釈
す
る
た
め
の
道
具
」
と
い
う
意
味
の
『
訳
文
筌
蹄
』
巻
首
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
引
用
文
が
す
こ
し
長
い
の
で
、
内
容
を

区
分
し
て
番
号
を
付
け
て
み
た
。

こ
れ

①
此
の
方
の
学
者
、
方
言
を
以
て
書
を
読
み
、
号
し
て
和
訓
と
曰
ふ
。
諸
を
訓
詁
の
義
に
取
れ
り
。
其
の
実
は
訳
な
り
。
而

も
人
其
の
訳
た
る
こ
と
を
知
ら
ず
矣
。

②
古
人
曰
く
、「
書
を
読
む
こ
と
千
遍
、
其
の
意
自
ら
見
ゆ
」
と
。
予
れ
幼
き
時
、
切
に
古
人
其
の
義
未
だ
見
え
ざ
る
時
に

あ
た

し
ょ
う
と
う
ち
ょ
く
か

方
り
て
、
如
何
に
し
て
能
く
読
む
と
怪
む
。
殊
に
知
ら
ず
、
中
華
に
て
書
を
読
む
に
、
従
頭
直
下
、
一
に
此
の
方
の
人
の
仏

経
陀
羅
尼
を
念
ず
る
が
如
し
、
故
に
未
だ
其
の
義
を
解
せ
ず
と
雖
も
、
亦
た
能
く
之
を
読
む
の
み
、
と
い
ふ
こ
と
を
。
此
の
方

か
い
か
ん

の
読
法
、
順
逆
に
廻
環
し
て
、
必
ず
中
華
の
文
字
を
移
し
て
、
以
て
方
言
に
就
く
者
の
若
き
は
、
一
読
し
て
便
ち
解
す
。
解
せ

ざ
れ
ば
読
む
べ
か
ら
ず
。
信
な
る
か
な
和
訓
の
名
当
た
れ
り
と
な
す
。
而
も
学
者
宜
し
く
或
い
は
力
を
為
す
に
易
か
る
べ
き
な

り
。③

但
だ
此
の
方
に
は
自
ら
此
の
方
の
言
語
有
り
、
中
華
に
は
自
ら
中
華
の
言
語
有
り
。
体
質
本
よ
り
殊
な
り
、
何
に
由
り
て

ふ
ん
ご
ふ

脗
合
せ
ん
。
是
を
以
て
和
訓
廻
環
の
読
、
通
ず
べ
き
が
若
し
と
雖
も
、
実
は
牽
強
た
り
。
而
も
世
人
省
み
ず
、
書
を
読
み
文
を

よ

た
と

も

作
る
に
、
一
に
唯
だ
和
訓
に
の
み
靠
る
。
即
ひ
其
の
識
淹
通
と
称
せ
ら
れ
、
学
宏
博
を
極
む
る
も
、
倘
し
其
の
古
人
の
語
を
解

す
る
所
以
の
者
を
訪
へ
ば
、
皆
靴
を
隔
て
て
痒
き
を
掻
く
に
似
た
り
。
…
…
故
に
学
者
の
先
務
は
、
唯
だ
其
の
華
人
の
言
語
に

就
き
て
、
其
の
本
来
の
面
目
を
識
ら
ん
こ
と
を
要
す
（
11
）。
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①
は
、「
和
訓
」
の
内
実
が
実
は
「
翻
訳
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
、「
人
其
の
訳
た
る
こ
と
を
知
ら
ず
」
と
い
う
言
葉

は
、
当
時
の
学
者
た
ち
が
漢
字
と
漢
文
テ
キ
ス
ト
を
日
本
語
と
の
関
係
に
お
い
て
い
か
な
る
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
を
伝
え
て
い
よ

う
。②

で
は
、
中
国
語
と
日
本
語
の
語
順
の
差
異
、
つ
ま
り
、
一
般
的
に
主
語
、
叙
述
語
（
用
言
）、
目
的
語
の
順
序
を
み
せ
る
中
国

語
と
は
異
な
り
、
目
的
語
が
先
に
置
か
れ
、
用
言
が
最
後
に
位
置
す
る
日
本
語
の
語
順
の
性
質
に
照
ら
し
て
、
そ
の
漢
文
文
章
の
意

味
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
読
む
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
文
法
上
、
日
本
語
と
似
て
い
る

語
順
を
持
っ
て
い
る
韓
国
語
で
漢
文
を
読
む
と
き
に
、
意
味
は
分
か
ら
な
く
て
も
、
懸
吐
を
省
略
し
、
徂
徠
の
言
葉
で「
従
頭
直
下
」

の
方
式
で
読
も
う
と
す
れ
ば
、
何
と
か
読
む
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
読
法
と
は
、
ま
た
異
な
る
日
本
の
事
情
が
窺
え
る
。

③
で
は
、
中
国
語
と
異
な
る
語
順
上
の
本
質
的
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
和
訓
が
発
達
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
和
訓
の
み

に
固
執
す
る
場
合
、
牽
強
付
会
、
隔
靴
搔
癢
的
な
漢
文
理
解
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
直
接
中
国
語
で
漢
文
を
読
む
と

い
う
新
し
い
学
習
法
を
促
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、「
先
づ
崎
陽
の
学
を
為
し
、
教
ふ
る
に
俗
語
を
以
て
し
、
誦
す
る
に
華

ぜ
っ

音
を
以
て
し
、
訳
す
る
に
此
の
方
の
俚
語
を
以
て
し
て
、
絶
し
て
和
訓
廻
環
の
読
み
を
作
さ
し
め
ず
（
12
）」、

と
い
う
学
習
法
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
徂
徠
は
、
漢
文
を
日
本
語
と
は
体
質
の
異
な
る
外
国
語
と
い
う
前
提
下
で
、
日
本
の
訓
読
を
「
訳
」
と
し
て
再
認
識

し
な
が
ら
、
当
時
の
学
界
で
ほ
と
ん
ど
の
学
者
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
た
、
い
わ
ば
「
順
逆
廻
環
」
の
日
本
の
訓
読
を

否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
徂
徠
の
漢
文
訓
読
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
は
、
彼
の
弟
子
の
太
宰
春
台
が
継
承
し
た
。

春
台
は
、
彼
の
『
訓
読
要
領
』
の
な
か
で
「
倭
訓
」
の
弊
害
を
次
の
よ
う
に
い
う
。
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古
来
ノ
読
法
ハ
、
漢
語
ヲ
訳
シ
テ
倭
語
ト
ナ
ス
コ
ト
貴
ビ
漢
語
ヲ
取
テ
、
倭
文
倭
歌
ノ
用
ト
セ
ン
ト
ス
ル
故
ニ
、
人
名
地
名

ノ
類
ヲ
除
テ
ノ
外
ハ
、
倭
訓
ニ
読
ル
ヽ
限
ハ
、
倭
訓
ヲ
用
タ
ル
者
ナ
リ
。
故
ニ
中
華
ノ
書
、
此
方
ノ
国
字
草
子
ノ
如
ク
ニ
ナ
リ

テ
、
ウ
チ
キ
ヽ
タ
ル
ト
コ
ロ
ハ
、
ヤ
サ
シ
ク
面
白
キ
様
ナ
レ
ド
モ
、
唯
俗
人
ノ
耳
ヲ
悦
バ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ニ
テ
、
中
華
ヲ
学
ブ
者

ノ
為
ニ
ハ
其
ノ
益
少
ナ
シ
。
文
章
ノ
道
ニ
志
サ
ン
者
ハ
、
務
テ
此
弊
ヲ
除
ク
ベ
キ
ナ
リ
（
13
）。

「
中
華
の
書
」
を
「
倭
訓
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
儒
教
経
典
の
価
値
を
日
本
の
通
俗
小
説
の
水
準
に
引
き
下
げ
る
よ
う
な
間
違

い
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
春
台
は
、
倭
訓
の
弊
害
を
具
体
的
に
五
つ
、「
一
ツ
ニ
ハ
倭
音
ニ
テ
誦
ス
レ
バ
、
字
音
混
同

ス
、
二
ツ
ニ
ハ
倭
訓
ニ
テ
誦
ス
レ
バ
、
字
義
混
同
ス
、
三
ツ
ニ
ハ
顛
倒
ノ
読
ニ
テ
、
句
法
字
法
皆
失
ス
、
四
ツ
ニ
ハ
助
語
辞
皆
遺
漏

ス
、
五
ツ
ニ
ハ
句
読
明
ナ
ラ
ズ
」
と
い
い
、
苦
労
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
わ
ず
か
に
談
論
の
と
き
に
役
に
立
つ
か
も

し
れ
な
い
が
、
結
局
「
援
引
ス
ル
ニ
モ
オ
ボ
ツ
カ
ナ
ク
、
增
テ
文
意
ニ
通
ズ
ル
コ
ト
ハ
叶
ヒ
ガ
タ
キ
ナ
リ
」
と
、
述
べ
て
い
る
（
14
）。

し
か
し
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
認
識
の
春
台
で
も
、
す
で
に
定
着
し
て
い
る
長
い
伝
統
の
「
倭
訓
」
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。「
顛
倒
ノ
読
ハ
、
吾
国
ノ
俗
習
ナ
レ
バ
、
俄
ニ
改
ガ
タ
シ
（
15
）」
と
い
い
、「
此
二
法
偏
廃
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
学
者
先
華
音

ノ
読
ヲ
習
テ
、
次
ニ
倭
語
ノ
読
ヲ
習
フ
ベ
シ
（
16
）」

と
い
う
言
葉
で
「
倭
訓
」
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
実
的
な
状
況
把
握
は
、
師
の
徂
徠
も
す
で
に
あ
ら
わ
し
て
い
た
考
え
で
あ
っ
た
。「
然
れ
ど
も
崎
陽
之
学
、
世
に
未

だ
甚
し
く
は
流
布
せ
ず
。
故
に
又
た
寒
郷
緣
無
き
者
の
為
に
、
定
め
て
第
二
等
の
法
を
為
す
。
先
づ
例
に
随
ひ
て
授
く
る
に
四
書
・

小
学
・
孝
経
・
五
経
・
文
選
の
類
を
以
て
し
、
敎
ふ
る
に
此
の
方
の
読
法
を
以
て
す
（
17
）」、

つ
ま
り
当
時
の
日
本
に
あ
っ
て
、
一
般
の

人
び
と
が
中
国
語
を
学
ぶ
こ
と
が
難
し
い
状
況
を
考
慮
し
て
、「
此
の
方
の
読
法
」＝

和
訓
の
教
育
を
認
定
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
春
台
も
徂
徠
の
立
場
を
共
有
す
る
。
上
で
言
及
し
た
よ
う
に
、「
凡
中
華
ノ
書
ヲ
読
ム
ハ
、
中
華
ノ
音
ヲ
以
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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
コ

ト
ヲ
得
ズ
シ
テ
、
倭
語
ノ
読
ヲ
ナ
ス
ナ
リ
（
18
）」
と
い
い
、
中
国
語
の
学
習
が
難
し
い
現
実
の
な
か
で
、「
倭
語
の
読
」
は
「
已
コ
ト
ヲ

得
」
ざ
る
選
択
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

一
方
、
こ
の
よ
う
に
徂
徠
と
春
台
が
和
訓
の
日
本
語
読
法
を
や
む
を
得
な
い
状
況
で
し
ぶ
し
ぶ
と
認
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

と
は
対
照
的
に
中
国
語
に
も
上
達
し
て
い
な
が
ら
、
積
極
的
に
日
本
訓
読
の
効
用
を
主
張
し
た
学
者
も
い
た
。
春
台
よ
り
六
年
ほ
ど

後
に
生
ま
れ
た
兵
学
者
で
国
学
者
の
松
宮
観
山
（
一
六
八
六
〜
一
七
八
〇
）で
あ
る
。
観
山
は
彼
自
身
若
い
と
き
か
ら
唐
音（
中
国
語
）

学
習
に
励
ん
で
い
た
学
者
で
あ
る
が
、
徂
徠
の
中
国
語
に
つ
い
て
は
、「
徂
徠
氏
の
唐
音
は
其
身
嗜
に
て
器
用
の
人
に
候
故
、
我
々

よ
り
は
定
て
は
た
ら
き
た
る
に
て
可
有
之
候
得
ど
も
、
熟
不
熟
成
不
成
は
我
々
同
然
に
少
し
計
の
事
て
御
座
候
き
（
19
）」
と
い
い
、
あ
ま

り
評
価
し
な
か
っ
た
。
観
山
は
こ
う
し
た
徂
徠
へ
の
批
判
的
な
立
場
の
う
え
で
、
和
訓
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

唐
音
仕
立
の
学
問
之
儀
預
御
尋
候
。
儒
者
仕
立
に
は
尤
よ
き
事
に
て
候
。
何
事
も
末
に
な
り
候
ほ
ど
誤
り
申
も
の
に
候
故
、

上
根
上
智
の
者
は
其
本
へ
便
り
候
ほ
ど
よ
き
事
は
お
は
し
ま
さ
ず
候
。
尤
和
読
に
紛
れ
候
て
心
得
違
の
有
之
こ
と
も
多
く
有
之

候
。
近
世
儒
者
衆
に
器
量
の
人
出
来
候
て
、
左
様
の
こ
ま
か
な
る
所
を
見
出
し
、
吉
備
公
の
和
訓
を
付
ら
れ
候
は
、
世
に
毒
を

流
し
た
る
也
と
申
説
な
ど
も
出
候
て
、
世
人
の
目
を
さ
ま
し
申
事
に
候
。
然
ど
も
和
訓
の
素
読
さ
へ
不
器
用
な
る
も
の
な
ど
に

唐
音
を
教
へ
候
て
は
、
誠
の
チ
ン
フ
ン
カ
ン
に
て
、
い
よ
い
よ
耳
遠
く
何
の
事
と
も
心
得
が
た
く
、
退
屈
仕
者
計
に
て
可
有
之

候
。
さ
れ
ば
吉
備
公
の
和
訓
を
付
給
ふ
は
我
国
に
利
益
広
大
に
て
、
中
々
唐
音
仕
立
の
学
問
の
及
び
申
事
に
は
無
之
候
。
惣
体

学
問
は
平
易
な
る
ほ
ど
利
益
は
広
き
可
被
思
召
候
。
…
…
天
下
の
人
を
残
ら
ず
学
者
に
仕
ら
ん
と
せ
し
は
宋
儒
の
誤
り
と
申
よ

り
も
、
日
本
人
を
残
ら
ず
唐
人
に
仕
込
候
半
と
存
候
は
猶
誤
り
た
る
べ
し
。
此
故
に
唐
音
仕
込
は
上
根
上
智
の
儒
者
の
業
に
て
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利
益
も
せ
ま
く
、
尤
平
人
を
取
立
候
こ
と
は
な
り
申
さ
ぬ
事
に
極
り
申
候
（
20
）。

こ
こ
で
観
山
の
い
う
「
器
量
の
人
」
が
、
徂
徠
を
指
し
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
吉
備
真
備
（
六
九
五
〜
七
七
五
）

は
奈
良
時
代
の
学
者
で
、
遣
唐
留
学
の
後
に
日
本
で
初
め
て
和
訓
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
徂
徠
は
『
学
則
』
の
な
か
で
そ
の

す
な
は
（
マ
マ
）

吉
備
の
和
訓
作
成
を
指
し
て
、「
是
れ
迺
ち
黄
備
氏
の
詩
書
礼
楽
な
り
。
中
国
の
詩
書
礼
楽
に
非
ざ
る
な
り
。
則
ち
其
の
禍
、
ほ
と

し
ゆ
り
げ
き
ぜ
つ

ん
ど
侏
離
鴂
舌
よ
り
甚
だ
し
き
も
の
有
ら
ん
（
21
）」

と
、「
侏
離
鴂
舌
」
つ
ま
り
野
蛮
人
の
音
楽
や
鳥
の
さ
え
ず
り
よ
り
も
害
が
あ
る
と

厳
し
く
批
判
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
徂
徠
に
対
し
て
、
観
山
は
、
吉
備
が
和
訓
を
作
っ
た
こ
と
を
「
我
国
に
利
益
広
大
に
て
」
と
擁

護
し
な
が
ら
、
一
方
的
な
中
国
語
学
習
の
勧
誘
は
「
日
本
人
を
残
ら
ず
唐
人
に
仕
込
候
半
と
」
す
る
間
違
っ
た
考
え
方
で
あ
る
と
攻

撃
し
て
い
る
。

観
山
の
徂
徠
批
判
は
、
彼
の
神
道
的
な
日
本
の
固
有
価
値
を
重
視
す
る
国
学
と
、
朱
子
学
に
友
好
的
な
立
場
に
よ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
徂
徠
と
春
台
の
よ
う
に
自
ら
中
国
語
を
身
に
つ
け
た
学
者
が
、
彼
ら
と
は
対
照
的
に
日
本
の
訓
読
を
積
極
的

に
擁
護
す
る
姿
に
注
目
す
れ
ば
足
り
る
。
当
時
の
江
戸
社
会
に
お
け
る
和
訓
の
必
修
不
可
欠
な
重
要
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

い
な
、
む
し
ろ
日
本
式
の
訓
読
の
重
要
性
は
、
徂
徠
と
春
台
が
逆
に
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
徂
徠
と
春
台
が「
二
等
法
」、

あ
る
い
は
「
已
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
な
ど
と
し
て
提
示
し
な
が
ら
刊
行
し
た
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
彼
ら
の
『
訳
文
筌
蹄
』
と
『
倭

読
要
領
』
は
、
そ
れ
自
体
で
日
本
で
も
う
一
つ
の
影
響
力
の
あ
る
漢
文
訓
読
の
教
科
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
訓
読
を
否
定
し
、
そ
れ
の
不
必
要
性
を
力
説
す
る
た
め
に
著
わ
し
た
彼
ら
の
努
力
は
、
そ
の
意
図
と
は
逆
に
日
本

の
訓
読
の
質
を
高
め
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、
日
本
で
漢
文
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
き
の
漢
文
訓
読
の
必
須
不
可
欠
な
重
要
性
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を
む
し
ろ
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

徂
徠
の
『
訳
文
筌
蹄
』
は
、
彼
自
身
が
「
提
言
」
の
冒
頭
で
、「
こ
の
著
述
は
二
五
〜
六
歳
の
時
に
口
述
し
た
も
の
を
門
人
た
ち

が
筆
記
し
て
互
い
に
伝
え
て
き
た
も
の
で
、
多
く
の
人
々
が
宝
物
の
よ
う
に
守
り
愛
し
て
く
れ
て
、
そ
う
し
た
こ
と
で
書
店
よ
り
木

版
を
作
っ
て
出
版
し
よ
う
と
い
う
懇
求
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
出
版
に
至
っ
た
事
情
を
述
べ
て
い

る
（
22
）。

こ
の
『
訳
文
筌
蹄
』
に
関
す
る
戸
川
芳
郎
・
神
田
信
夫
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
出
版
の
最
初
の
時
期
は
正
徳
四
年
（
一
七
一

四
）
で
あ
り
、
以
後
、
い
く
つ
か
の
版
本
が
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）、
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
を
経
て
、

近
代
の
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
ま
で
、
再
刻
・
補
刻
の
形
態
で
続
い
て
き
た
と
い
う
（
23
）。

こ
の
解
説
の
中
に
あ
る
「
明
治
初
年
に
な

っ
て
か
ら
、
な
お
一
度
そ
れ
を
大
阪
で
補
修
し
た
。
…
…
つ
ま
り
宝
暦
版
の
補
刻
本
と
し
て
こ
の
版
木
は
じ
つ
に
百
二
十
余
年
後
の

明
治
九
年
ま
で
久
し
く
需
要
に
資
し
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
（
24
）」
と
い
う
言
葉
は
、
江
戸
の
漢
文
学
に
お
け
る
徂
徠
の
こ
の
著
述
の
影

響
力
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、
春
台
の
『
倭
読
要
領
』
も
大
き
な
影
響
力
を
誇
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
倭
読
要
領
』
は
題
目
そ
の
も
の
が
示
唆
し
、
ま
た

彼
自
身
が
「
要
領
ト
ハ
、
要
ハ
腰
ト
同
ジ
、
衣
ノ
コ
シ
ナ
リ
、
領
ハ
衣
ノ
ヱ
リ
ナ
リ
。
衣
ヲ
挙
ル
ニ
、
腰
ト
領
ト
ヲ
取
レ
バ
、
全
体

皆
挙
ル
意
ナ
リ
。
サ
レ
バ
学
問
ノ
道
モ
、
要
領
ヲ
求
ル
コ
ト
ヲ
務
ム
ベ
シ
。
既
ニ
要
領
ヲ
得
テ
、
日
夜
尋
思
ス
レ
バ
、
霊
慧
自
発
シ

テ
、
卒
ニ
大
体
ヲ
得
ル
ナ
リ
（
25
）」
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
漢
文
訓
読
の
新
し
い
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
著
わ
し
た

も
の
で
あ
る
。

春
台
は
、『
倭
読
要
領
』
の
本
論
の
「
総
説
」
の
な
か
で
、
日
本
訓
読
の
歴
史
を
当
時
ま
で
大
概
に
三
〜
四
百
年
に
想
定
し
、
古

代
の
い
わ
ば
博
士
家
の
菅
原
氏
と
大
江
氏
、
中
世
の
禅
僧
た
ち
の
手
を
経
て
、
近
世
に
入
っ
て
朱
子
学
の
新
注
を
中
心
と
し
て
藤
原

惺
窩
、
林
羅
山
、
山
崎
闇
斎
な
ど
の
多
く
の
学
者
の
訓
読
が
登
場
し
て
き
て
、
括
目
す
る
ほ
ど
の
発
展
を
遂
げ
た
、
と
回
顧
す
る
。
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し
か
し
、
こ
れ
に
続
く
春
台
の
評
価
は
、
辛
辣
を
極
め
る
。
春
台
は
、
近
世
の
漢
文
訓
読
の
水
準
に
つ
い
て
、「
大
抵
其
人
句
読

ヲ
知
ラ
ズ
、
文
法
ヲ
解
セ
ズ
、
字
義
を
暁
ラ
ズ
、
只
倭
語
ノ
意
ニ
テ
読
ル
故
ニ
、
文
義
ヲ
誤
ル
コ
ト
甚
多
シ
」
と
手
厳
し
く
評
価
す

る
。
闇
斎
に
対
し
て
も
、「
其
中
ニ
山
崎
氏
ノ
本
較
勝
レ
リ
」
と
し
な
が
ら
も
、「
闇
斎
先
生
心
ヲ
朱
氏
ノ
書
ニ
潜
メ
シ
ニ
ヨ
リ
テ
、

新
註
ノ
旨
ヲ
得
タ
ル
コ
ト
頗
多
シ
。
然
レ
ド
モ
其
人
亦
文
章
ノ
道
ニ
昧
ク
シ
テ
、
只
門
戸
ヲ
立
ン
ト
ノ
ミ
シ
ケ
ル
故
ニ
、
省
ク
マ
ジ

キ
テ
ニ
ヲ
ハ
ヲ
省
キ
、
華
語
ニ
モ
倭
語
ニ
モ
違
テ
、
鄙
俚
ナ
ル
読
ヲ
ナ
セ
リ
」
と
い
い
、
容
赦
な
く
攻
撃
す
る
の
で
あ
っ
た
（
26
）。

本
稿

の
観
点
で
も
う
一
度
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
春
台
の
訓
読
に
対
す
る
態
度
は
、
そ
の
訓
読
を
否
定
し
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
意

図
と
は
逆
に
、
よ
り
接
近
し
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
い
う
逆
現
象
の
結
果
を
招
来
し
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
に
付
け
加
え
て
、
江
戸
時
代
に
ま
た
別
の
訓
読
論
を
著
し
て
、
訓
読
の
意
義
を
強
調
し
た
他
の
二
人
の
学
者
の
言
説
も
引
い

て
み
よ
う
。
一
つ
目
の
引
用
は
、
徂
徠
よ
り
三
〇
歳
ほ
ど
の
上
の
学
者
で
、
後
半
期
に
朱
子
学
に
疑
問
を
提
示
し
た
貝
原
益
軒
（
一

六
三
〇
〜
一
七
一
四
）
が
一
七
〇
三
年
に
著
述
し
た
『
点
例
』
序
文
の
一
節
で
あ
り
、
二
つ
目
の
引
用
は
、
江
戸
後
期
の
学
者
と
し

て
朱
子
学
と
徂
徠
学
を
折
衷
し
た
日
尾
荊
山
（
一
七
八
九
〜
一
八
五
九
）
が
一
八
三
五
年
に
著
わ
し
た
『
訓
点
復
古
』
序
文
に
み
え

る
文
で
あ
る
。

わ
が
国
の
学
問
は
経
伝
の
本
文
と
注
意
を
よ
く
見
わ
か
ち
て
、
訓
点
を
正
し
く
し
て
あ
や
ま
ら
ざ
る
を
よ
し
と
す
。
訓
点
も

し
あ
や
ま
り
ぬ
れ
ば
、
義
理
も
又
ち
が
へ
り
（
27
）。

は
る

人
の
人
た
る
所
以
は
、
道
の
道
た
る
所
以
を
学
ぶ
こ
と
是
れ
の
み
。
嗚
呼
、
堯
舜
も
邈
か
な
り
、
孔
孟
も
逝
る
、
吾
れ
将
に

な
に焉

を
か
学
ば
ん
。
其
れ
聖
経
賢
伝
な
ら
ん
か
。
然
り
雖
も
彼
此
域
を
異
に
し
、
文
辞
同
じ
か
ら
ず
。
訓
点
を
待
ち
て
其
の
義
始
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め
て
通
じ
、
其
の
道
始
め
て
明
か
な
り
。
是
れ
に
由
り
て
之
れ
を
観
れ
ば
、
訓
点
は
是
れ
学
者
の
先
務
に
し
て
、
道
義
に
寓
す

る
と
こ
ろ
な
り
。
豈
に
正
し
か
ら
ざ
る
べ
け
ん
や
。
…
蓋
し
訓
点
正
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
経
伝
通
じ
ず
、
経
伝
通
じ
ざ
れ
ば
、

則
ち
道
明
ら
か
な
ら
ず
（
28
）。

二
人
と
も
に
、
漢
文
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
い
く
と
き
に
、
訓
読
（
訓
点
）
の
持
つ
必
須
不
可
欠
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と

は
、
見
て
の
通
り
で
あ
る
。

再
び
徂
徠
と
春
台
に
戻
ろ
う
。
彼
ら
が
日
本
の
伝
統
的
な
訓
読
を
否
定
し
た
理
由
は
、
漢
文
経
典
の
意
味
を
正
確
に
把
握
す
る
た

め
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
「
順
逆
廻
還
」
と
い
う
日
本
の
読
法
で
は
、
儒
教
の
真
意
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
。
そ
の
立
場
は
、
儒
教
の

真
髄
が
具
現
さ
れ
て
い
る
古
代
先
王
の
道
は
宋
明
時
代
の
言
語
で
は
な
い
、
古
代
の
言
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
当
時
の
状
況
に
即
し

て
そ
の
意
味
を
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
彼
ら
の
古
文
辞
学
の
方
法
論
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼

ら
の
訓
読
否
定
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
彼
ら
の
意
図
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
日
本
訓
読
の
質
を
高
め
、
漢
文
解
釈
で
訓
読
の
重

要
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
の
訓
読
否
定
は
そ
の
過
程
で
訓
読
は
す
な
わ
ち
「
訳
（
翻
訳
）」

と
い
う
認
識
の
発
見
を
も
た
ら
し
た
。
節
を
変
え
て
そ
れ
を
考
え
て
み
よ
う
。

三
、
漢
文
訓
読
と
翻
訳

前
で
徂
徠
の
『
訳
文
筌
蹄
』
の
言
葉
を
引
用
し
、
和
訓
は
「
訳
（
翻
訳
）」
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
た
と
い
っ
た
が
、

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
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た

訳
の
一
字
、
読
書
の
真
訣
た
り
。
蓋
し
書
は
皆
な
文
字
、
文
字
は
即
華
人
の
語
言
な
り
。
…
…
秪
だ
中
華
と
此
の
方
と
、
語

音
同
じ
か
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
人
奇
特
の
想
を
作
す
。
能
く
其
の
語
を
訳
す
る
こ
と
、
此
の
方
の
平
常
の
語
言
の
如
き
ん

ば
、
能
く
書
を
読
む
者
な
り
と
謂
ふ
べ
し
矣
。
此
れ
、
是
の
編
開
巻
第
一
義
な
り
（
29
）。

言
語
が
互
い
に
違
う
状
況
の
な
か
で
、
自
国
語
で
分
か
り
や
す
く
「
翻
訳
」
す
る
の
が
ま
さ
に
読
書
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
り
、
徂

徠
自
身
が
『
訳
文
筌
蹄
』
を
刊
行
す
る
一
次
的
な
意
義
も
こ
れ
を
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
、
と
「
翻
訳
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

ま
た
次
の
よ
う
な
言
葉
も
見
え
る
。

や

又
た
今
言
を
以
て
し
て
中
華
語
に
求
む
る
に
、
其
の
古
へ
に
比
す
れ
ば
、
愈
よ
繁
く
し
て
愈
よ
細
き
者
、
稍
や
華
言
と
相
近

か
る
べ
し
。
且
つ
俚
俗
な
る
者
は
、
平
易
に
し
て
人
情
に
近
し
。
此
を
以
て
し
て
中
華
文
字
を
訳
す
れ
ば
、
能
く
人
を
し
て
奇

特
の
想
を
生
ぜ
ず
、
卑
劣
の
心
を
生
ぜ
ず
、
而
も
聖
経
・
賢
伝
、
皆
な
吾
が
分
内
の
事
、
左（『
春
秋
左
氏
伝
』）・
騒（『
楚
辞
』）・

荘
（『
荘
子
』）・
遷
（『
史
記
』）、
都
て
佶
屈
な
ら
ず
、
遂
に
歴
代
の
古
人
と
臂
を
交
へ
晤
言
し
、
千
載
に
尚
論
せ
し
む
る
こ
と
、

す
く
な

亦
た
是
れ
に
由
り
て
至
る
べ
し
。
是
れ
「
訳
」
の
一
字
、
利
益
尠
か
ら
ず
。
孰
れ
か
吾
れ
奇
を
好
む
と
謂
は
ん
や
（
30
）。

先
進
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
立
場
か
ら
の
、「
翻
訳
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
を
よ
く
描
写
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
末

尾
の
「
孰
れ
か
吾
れ
奇
を
好
む
と
謂
は
ん
や
」
と
い
う
語
は
、「
訓
読
」
を
当
然
視
す
る
世
間
と
対
決
し
て
、
そ
れ
を
「
翻
訳
」
と

し
て
再
定
義
し
な
が
ら
中
国
語
勉
強
の
新
し
い
学
習
法
を
提
示
す
る
自
身
の
学
問
的
方
法
論
を
防
御
す
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
徂
徠
の
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認
識
と
提
言
は
そ
れ
ほ
ど
衝
撃
的
で
あ
り
、
世
間
の
批
評
も
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

と
は
い
え
、
徂
徠
が
い
う
「
訳
」
は
、
現
在
の
英
文
テ
キ
ス
ト
な
ど
を
翻
訳
す
る
と
き
の
よ
う
に
、
そ
の
原
文
を
省
略
し
て
翻
訳

文
の
み
を
掲
載
す
る
よ
う
な
形
態
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
（
31
）。
徂
徠
は
あ
く
ま
で
も
漢
文
原
文
を
挙
げ
て

置
き
、
そ
こ
に
伝
統
的
な
訓
読
の
方
法
に
従
っ
て
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
加
え
て
い
く
方
式
を
固
執
し
て
い
る
。

徂
徠
が
『
訓
訳
示
蒙
』
の
な
か
で
「
訓
」
と
「
訳
」
の
差
異
を
示
そ
う
と
し
て
、『
大
学
章
句
』
の
冒
頭
の
「
古
之
大
学
所
以
教

人
之
法
也
」
を
挙
げ
て
説
明
す
る
こ
と
を
見
て
も
、
前
の
川
本
が
指
摘
し
た
よ
う
な
「
原
文
尊
重
」
の
姿
勢
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
こ
で
（【
写
真
1
】
参
照
）
徂
徠
は
、「
訓
」
と
「
訳
」
の
大
き
な
差
異
を
「
所
以
」
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
で
求
め
て
い

る
が
、
そ
の
処
理
を
原
文
の
傍
に
訓
点
を
利
用
し
て
小
文
字
で
記
入
す
る
、
つ
ま
り
、「
訳
」
と
い
っ
て
も
結
局
一
種
の
訓
読
に
な

【写真1】（32）
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る
と
い
う
で
あ
る
。
今
日
の
漢
文
翻
訳
書
に
お
い
て
も
主
人
公
の
座
を
譲
ら
な
い
訓
読
の
根
強
い
生
命
力
の
源
泉
が
、
こ
こ
に
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
訳
」
と
い
っ
て
も
訓
点
を
利
用
し
て
漢
字
の
一
字
一
字
に
日
本
語
を
配
当
し
て
読
ん
で
い
く
原
文
尊
重
の
方
式
は
、

前
で
引
用
し
た
柳
父
の
言
葉
の
よ
う
に
、
日
本
が
西
洋
言
語
と
対
面
し
た
時
、
蘭
学
訓
読
を
は
じ
め
と
し
て
英
文
訓
読
、
仏
文
訓
読

な
ど
の
翻
訳
の
な
か
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
（【
写
真
2
】
参
照
）。
漢
文
訓
読
が
、「
翻
訳
用
の
文
章
語
」
の
基
礎
を
作
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
「
翻
訳
用
の
文
章
語
」
の
発
展
を
考
え
る
と
き
、
も
う
一
つ
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
徂
徠
は
漢
文
原
文
を
尊
重
す
る
姿

勢
を
貫
い
た
が
、
江
戸
時
代
の
他
の
儒
学
者
を
み
れ
ば
、
漢
文
訓
読
を
応
用
し
た
、
い
わ
ば
「
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
」
の
著
述
活
動

【写真2】（33）
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も
活
発
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
す
で
に
言
及
し
た
貝
原
益
軒
が
有
名
で
あ
る
が
、
子
安
宣
邦
は
、「
私
は
仮
名
交

じ
り
文
と
い
う
日
本
語
文
の
成
立
は
、
こ
の
漢
文
テ
ク
ス
ト
の
訓
読
化
（
和
訓
化
）
と
不
可
分
だ
と
考
え
て
い
る
。
漢
文
の
訓
読
か

ら
和
文
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
（
34
）」
と
主
張
し
て
い
る
。

問
題
は
、
漢
文
訓
読
に
基
づ
い
た
日
本
語
文
の
成
立
を
、
柳
父
の
よ
う
に
肯
定
的
に
捉
え
る
視
角
も
あ
る
が
、
日
本
語
に
対
す
る

「
侵
入
（
35
）」

と
し
て
否
定
的
に
捉
え
る
立
場
も
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
有
名
な
「
教
育
勅
語
」
に

対
す
る
津
田
左
右
吉
（
一
八
七
三
〜
一
九
六
一
）
の
批
判
（
文
法
的
な
指
摘
）
が
象
徴
的
で
あ
る
。「
教
育
勅
語
」
は
熊
本
藩
出
身
の

儒
学
者
で
明
治
天
皇
の
侍
講
で
あ
っ
た
元
田
永
孚
（
一
八
一
八
〜
一
八
九
一
）
が
草
案
を
作
成
し
た
も
の
で
、
仮
名
交
じ
り
文
の
形

式
を
取
っ
て
い
る
（
36
）。

津
田
は
「
教
育
勅
語
」
が
漢
文
訓
読
体
で
書
か
れ
た
こ
と
を
指
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

勅
語
の
文
体
が
い
は
ゆ
る
漢
文
書
き
下
ろ
し
風
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
対
耦
の
句
に
よ
つ
て
成
り

た
つ
て
ゐ
る
点
に
お
い
て
も
、
古
典
的
シ
ナ
文
、
す
な
は
ち
い
は
ゆ
る
漢
文
、
の
通
例
で
あ
る
修
辞
法
が
用
ゐ
て
あ
る
こ
と
を

知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勅
語
の
内
容
が
こ
の
修
辞
法
に
よ
つ
て
制
約
せ
ら
れ
て
ゐ
る
形
跡
さ
へ
見
へ
る
。
勅
語
の
発
せ
ら
れ
て
ま

も
な
い
こ
ろ
に
は
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ゝ
漢
文
の
形
に
し
て
書
き
写
す
こ
と
が
行
は
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。「
一
旦
緩
急
ア
レ
バ
」

の
語
が
国
語
の
語
法
に
背
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
も
い
は
れ
て
ゐ
た
が
、
憲
法
発
布
の
時
の
勅
語
に
も
国
語
と
し
て
は
語
脈
の

と
ほ
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
起
草
者
が
、
国
語
学
の
知
識
に
乏
し
い
、
い
は
ゆ
る
漢
学
者
の
系
統
に
属
す
る
も
の

で
あ
つ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
37
）。
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津
田
は
、
彼
自
身
が
儒
学
や
漢
文
学
の
分
野
に
数
多
く
の
研
究
成
果
を
残
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
儒
学
な
ど
の
中
国
思
想
と
そ
れ

の
基
礎
と
な
る
漢
文
・
漢
字
に
対
し
て
辛
辣
な
批
判
を
浴
び
せ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
日
本
文
化
の
発
展
に
も
実
質
的
に
何
の
影
響
も

与
え
て
い
な
い
と
低
評
価
し
て
い
た
。
こ
こ
で
そ
の
内
容
や
理
由
を
よ
り
詳
し
く
追
求
し
て
い
く
の
は
、
本
稿
の
方
向
と
も
合
わ
な

い
の
で
省
く
こ
と
に
し
、
た
だ
戦
前
の
無
条
件
的
な
国
粋
主
義
者
と
は
一
線
を
画
す
知
識
人
の
一
人
で
あ
っ
た
彼
の
、
漢
字
・
漢
文
、

ひ
い
て
は
漢
文
訓
読
に
対
す
る
反
対
意
見
を
も
う
一
つ
紹
介
す
る
こ
と
で
、
簡
単
で
は
な
い
漢
文
訓
読＝

翻
訳
の
歴
史
的
背
景
を
確

認
す
る
こ
と
に
止
め
た
い
。「
ニ
ホ
ン
人
は
、
ニ
ホ
ン
の
こ
と
ば
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
早
く
、
シ
ナ
文
字
を
つ
か
ふ

こ
と
を
や
め
て
ゆ
く
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
、
い
は
ゆ
る
漢
文
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る
過
去
の
シ
ナ
ふ
う
の
学
問
の
し
か
た

や
事
物
の
考
へ
か
た
は
、
現
代
文
化
の
基
礎
で
あ
る
現
代
の
学
問
の
精
神
お
よ
び
方
法
と
一
致
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
文
は

普
通
教
育
の
教
化
か
ら
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
ま
た
ニ
ホ
ン
人
は
、
学
問
の
立
場
か
ら
い
つ
て
も
、
シ
ナ
の
文
化
に
対
す
る
学
問

的
研
究
と
批
判
と
を
つ
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
て
お
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
今
日
か
へ
つ
て
強
く
主
張
す
べ
き
こ
と
で

あ
ら
う
と
思
は
れ
る
（
38
）」
と
。

最
後
に
も
う
一
つ
、
津
田
が
明
治
以
後
の
近
代
に
入
っ
て
、
儒
教
を
含
め
た
中
国
文
化
の
不
必
要
性
に
基
づ
い
て
漢
文
訓
読
を
廃

止
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
徂
徠
と
春
台
を
継
承
す
る
と
い
う
立
場
で
、
よ
り
確
実
な
中
国
文
化
の
理
解
の
た
め
に
漢

文
訓
読
を
止
め
る
こ
と
を
主
張
し
た
学
者
た
ち
も
現
れ
た
。
代
表
的
に
は
、
重
野
安
繹
（
一
八
二
七
〜
一
九
一
〇
）、
青
木
正
児
（
一

八
八
七
〜
一
九
六
四
）、
倉
石
武
四
郎
（
一
八
九
七
〜
一
九
七
五
）
な
ど
で
あ
る
（
39
）。
こ
の
な
か
で
青
木
の
「
漢
文
直
読
論
」
の
一
節
と
、

倉
石
の
い
わ
ゆ
る
「
漢
文
訓
読
塩
鮭
論
」
を
紹
介
す
る
。

二
百
余
年
前
、
正
徳
の
昔
に
於
て
荻
生
徂
徠
は
夙
に
道
破
し
た
、
│
漢
学
の
教
授
法
は
先
づ
支
那
語
か
ら
取
か
ゝ
ら
ね
ば
な
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ら
ぬ
。
…
…
そ
れ
は
今
日
か
ら
見
れ
ば
珍
と
す
る
に
足
ら
ぬ
当
然
の
論
だ
、
併
し
か
の
時
代
に
あ
つ
て
は
実
に
天
馬
空
を
行
く

も
の
で
あ
つ
た
。
さ
う
だ
、
今
で
は
平
凡
な
話
だ
。
併
し
爾
来
二
百
年
、
未
だ
其
の
実
現
を
見
な
い
の
は
何
と
云
ふ
奇
怪
だ
ろ

う
。
人
は
支
那
を
保
守
的
の
国
だ
と
評
価
す
る
、
そ
し
て
我
国
は
如
何
だ
。
い
や
決
し
て
我
国
全
部
と
は
云
は
ぬ
。
所
謂
漢
学

に
育
て
ら
れ
た
人
々
の
頭
は
如
何
だ
。
波
に
残
さ
れ
た
磯
部
の
章
魚
坊
主
の
や
う
な
惨
め
さ
は
、
笑
止
と
云
は
う
よ
り
寧
ろ
滑

稽
で
は
あ
る
ま
い
か
（
40
）。

論
語
で
も
孟
子
で
も
、
訓
読
を
し
な
い
と
気
分
が
で
な
い
と
い
ふ
人
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
孔
子
や
孟
子
に
日
本
人
に
な
っ
て

も
ら
は
な
い
と
気
が
済
ま
な
い
の
と
同
様
で
、
漢
籍
が
国
書
で
あ
り
、
漢
文
が
国
語
で
あ
っ
た
時
代
の
遺
風
で
あ
る
。
支
那
の

書
物
が
、
好
い
国
語
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
翻
訳
さ
れ
た
結
果
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
そ
の
書
物
の
持
ち
味
を
棄
て
る
こ
と
は
免
れ
な
い
、
立
体
的
な
も
の
が
平
面
化
す
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
持
ち
味
を
棄
て
、

平
面
化
し
た
も
の
に
慣
れ
る
と
、
そ
の
方
が
好
く
な
る
の
は
、
恐
る
べ
き
麻
痺
で
あ
っ
て
、
い
は
ば
信
州
に
育
つ
た
も
の
が
、

生
き
の
よ
い
魚
よ
り
も
、
塩
鮭
を
う
ま
い
と
思
ふ
様
な
も
の
で
あ
る
（
41
）。

青
木
は
、
直
接
徂
徠
を
引
用
し
て
、
彼
の
漢
文
直
読
の
主
張
が
二
百
余
年
過
ぎ
た
時
代
に
な
っ
て
も
実
現
さ
れ
な
い
状
況
を
慨
嘆

し
な
が
ら
、
当
時
の
漢
学
者
た
ち
の
認
識
の
固
陋
さ
を
タ
コ
の
頭
に
比
喩
し
て
指
摘
し
、
倉
石
も
日
本
式
の
訓
読
に
拘
泥
す
る
状
況

を
塩
鮭
を
た
と
え
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
日
本
の
漢
文
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
の
背
景
に
は
、
中
国
語
直
読
論
、
翻
訳
と

し
て
の
訓
読
論
、
そ
し
て
日
本
語
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
な
ど
、
簡
単
で
は
な
い
色
々
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え

て
い
る
。
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四
、
結
び

以
上
、
日
本
の
漢
文
翻
訳
に
お
い
て
、
今
日
ま
で
主
役
の
座
を
譲
ら
な
い
訓
読
文
の
歴
史
的
・
思
想
的
な
脈
絡
を
考
察
す
る
作
業

と
し
て
、
江
戸
時
代
の
荻
生
徂
徠
と
太
宰
春
台
の
訓
読
論
を
対
象
と
し
て
彼
ら
の
主
張
が
持
つ
意
味
と
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
翻
訳
の

問
題
を
論
じ
た
。

徂
徠
と
春
台
は
、
彼
ら
の
古
文
辞
学
の
方
法
論
に
基
づ
い
て
「
順
逆
廻
還
」
の
日
本
式
の
読
法
で
は
漢
文
（
中
国
語
）
経
典
の
正

確
な
意
味
を
把
握
で
き
な
い
と
し
て
、
伝
統
的
な
日
本
の
訓
読
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
訓
読
否
定
は
、
そ
の
意
図
と
違
っ

て
、
む
し
ろ
結
果
的
に
日
本
訓
読
の
質
を
高
め
、
漢
文
解
釈
に
お
い
て
訓
読
の
不
可
欠
な
重
要
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
役
割
を
担
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
徂
徠
と
春
台
が
「
二
等
法
」
あ
る
い
は
「
已
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
し
て
刊
行
し
た
『
訳
文
筌
蹄
』
や
『
倭
読
要
領
』

は
、
そ
れ
自
体
日
本
の
漢
文
学
史
に
お
い
て
影
響
力
の
あ
る
訓
読
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
と
共
に
、
彼
ら
の
訓
読
否
定
は
そ
の
過
程
で
、
訓
読
が
即
ち
翻
訳
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
発
見
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
そ

の
翻
訳
は
徂
徠
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
漢
文
の
原
文
尊
重
、
言
い
換
え
れ
ば
一
種
の
訓
読
の
形
態
を
取
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
「
翻
訳
」
と
い
っ
て
も
、
訓
点
を
利
用
し
て
漢
字
の
一
字
一
字
に
対
し
て
日
本
語
を
当
て
て
読
ん
で
い
く
原
文
尊
重
の
漢
文
訓

読
の
方
式
は
、
江
戸
時
代
の
多
く
の
学
者
た
ち
の
訓
読
を
応
用
し
た
「
漢
字
仮
名
混
用
文
」
に
よ
る
活
発
な
著
述
活
動
に
よ
っ
て
日

本
の
「
翻
訳
用
の
文
章
語
」
の
基
礎
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
が
、
一
方
で
徂
徠
と
春
台
が
提
起
し
た
漢
文
訓
読
の
問
題
は
、
近
代
に

至
っ
て
日
本
語
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
訓
読
の
効
用
論
な
ど
の
議
論
を
呼
び
起
こ
し
、
漢
文
翻
訳
を
め
ぐ
っ
て
簡
単
で
は
な
い

色
々
の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
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〈
本
稿
は
『
日
本
思
想
』
四
十
二
号
（
韓
国
日
本
思
想
史
学
会
）
に
掲
載
し
た
同
名
の
韓
国
語
論
文
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
で

あ
る
。〉
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【
注
】

（
1
）
新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
第
七
版
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八

年
）
八
八
九
頁
。

（
2
）
川
本
皓
嗣
「
漢
文
訓
読
と
は
何
か
│
翻
訳
論
と
比
較
文
化

論
の
視
点
か
ら
」（『
大
手
前
大
学
論
集
』
十
一
号
、
二
〇

一
〇
年
）
一
頁
。

（
3
）
同
上
論
文
、
二
頁
。

（
4
）
同
上
論
文
、
二
一
頁
。

（
5
）
柳
父
章
「
日
本
に
お
け
る
翻
訳
│
歴
史
的
前
提
」、『
日
本

の
翻
訳
論
│
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
解
題
』（
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
一
〇
年
）
三
頁
。

（
6
）
『
学
則
』、『
荻
生
徂
徠
全
集
』
一
巻
（
み
す
ず
書
房
、
一

九
七
三
年
）
七
四
頁
。

（
7
）
『
辨
道
』、『
日
本
思
想
大
系
36
荻
生
徂
徠
』（
岩
波
書
店
、

一
九
七
三
年
）
一
〇
頁
。「
程
朱
の
諸
公
は
、
豪
傑
の
士

な
り
と
い
へ
ど
も
、
古
文
辞
を
識
ら
ず
」。

（
8
）
「
答
屈
景
山
」、
同
上
書
、
五
二
九
頁
。「
不
佞
幼
よ
り
宋

儒
の
伝
注
を
守
り
、
崇
奉
す
る
こ
と
年
有
り
。
積
習
の
錮

す
る
所
、
亦
自
ら
そ
の
非
を
覚
ゆ
に
あ
ら
ず
。
天
の
寵
霊

に
藉
り
、
中
年
に
曁
び
て
、
二
公
の
業
を
得
て
以
て
こ
れ

を
読
む
」。「
二
公
」
は
中
国
明
代
の
文
学
理
論
家
の
李
攀

龍
と
王
世
貞
。「
中
年
」
は
彼
四
〇
歳
頃
で
、
こ
の
時
期

に
一
括
的
に
購
入
し
た
書
籍
の
中
で
李
・
王
の
詩
文
集
に

接
し
、古
文
辞
を
学
ぶ
こ
と
を
決
意
し
た
こ
と
を
い
う（
平

石
直
昭
『
荻
生
徂
徠
年
譜
考
』、
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
、

五
七
頁
）。

（
9
）
『
訳
文
筌
蹄
初
篇
』、『
荻
生
徂
徠
全
集
』
二
巻
（
み
す
ず

書
房
、
一
九
七
四
年
）
六
、
九
頁
。「
崎
陽
」
は
、
江
戸

時
代
に
中
国
人
の
居
住
地
が
置
か
れ
て
あ
っ
た
長
崎
の
中

国
式
の
別
称
で
、「
崎
陽
之
学
」
は
中
国
の
口
語
を
称
す
。

（
10
）
徂
徠
三
八
歳
の
時
に
『
大
学
』
の
中
国
語
講
義
を
通
訳
す

る
な
ど
、
彼
の
中
国
語
学
習
は
早
く
か
ら
始
ま
り
、
相
当

な
水
準
に
達
し
て
い
た
と
い
う
（
平
石
、
前
掲
書
、
五
二

頁
）。

（
11
）
『
訳
文
筌
蹄
初
篇
』、
前
掲
書
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
二
巻
、

五
四
七
〜
五
四
八
頁
。

（
12
）
同
上
書
、
五
五
五
頁
。

（
13
）
『
和
読
要
領
』、
赤
堀
又
次
郎
校
訂
『
漢
文
読
方
集
成
』（
東

洋
社
、
一
九
〇
三
年
）
八
五
〜
八
六
頁
。

（
14
）
同
上
書
、
八
三
頁
。

（
15
）
同
上
書
、
八
五
頁
。

（
16
）
同
上
書
、
八
二
頁
。

（
17
）
『
訳
文
筌
蹄
初
篇
』、
前
掲
書
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
二
巻
、

五
五
六
頁
。

（
18
）
『
和
読
要
領
』、
前
掲
書
『
漢
文
読
方
集
成
』、
二
頁
。

（
19
）
『
武
学
答
問
書
』
巻
中
、『
武
士
道
全
書
』
第
四
巻
（
時
代

社
、
一
九
四
二
年
）
三
三
九
頁
。
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（
20
）
同
上
書
、
三
三
七
頁
。

（
21
）
『
學
則
』、
前
揭
書
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
一
巻
、
七
三
頁
。

（
22
）
『
訳
文
筌
蹄
初
篇
』、
前
掲
書
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
二
巻
、

五
四
五
頁
。

（
23
）
戸
川
芳
郎
・
神
田
信
夫
「
解
題
・
凡
例
」、
前
掲
書
『
荻

生
徂
徠
全
集
』
二
巻
、
七
二
九
〜
七
三
五
頁
。

（
24
）
同
上
書
、
七
三
四
頁
。

（
25
）
『
和
読
要
領
』、
前
掲
書
『
漢
文
読
方
集
成
』、
二
頁
。

（
26
）
同
上
書
、
一
〜
二
頁
。

（
27
）
『
点
例
』、
前
掲
書
『
漢
文
読
方
集
成
』、
一
頁
。

（
28
）
『
訓
点
復
古
』、
前
掲
書
『
漢
文
読
方
集
成
』、
五
〜
六
頁
。

（
29
）
『
訳
文
筌
蹄
初
篇
』、
前
掲
書
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
二
巻
、

五
五
〇
頁
。

（
30
）
同
上
書
、
五
五
一
頁
。

（
31
）
田
尻
祐
一
郞
『
荻
生
徂
徠
』（
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
、

明
徳
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
九
二
頁
。
次
に
紹
介
す
る

『
大
学
』
の
「
古
之
大
学
所
以
教
人
之
法
也
」
に
対
す
る

徂
徠
の
「
訓
」「
訳
」
の
例
も
田
尻
の
こ
の
書
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

（
32
）
『
訓
譯
示
蒙
』、
前
揭
書
『
徂
徠
先
生
全
集
』
二
巻
、
四
五

一
頁
。
訓
点
で
処
理
さ
れ
て
い
る
部
分
を
示
せ
ば
、「
訓
」

は
「
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
ダ
イ
ガ
ク
ノ
モ
ツ
テ
ヒ
ト
ヲ
オ
シ
ヘ
シ

ト
コ
ロ
ノ
ホ
ウ
ナ
リ
」、「
訳
」
は
「
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
ダ
イ
ガ

ク
デ
モ
チ
ヒ
タ
ヒ
ト
ヲ
オ
シ
フ
ル
ハ
ホ
ウ
ヂ
ャ
」、「
イ
ニ

シ
ヘ
ノ
ダ
イ
ガ
ク
デ
コ
レ
ヲ
モ
ツ
テ
ヒ
ト
ヲ
オ
シ
ヘ
タ
ツ

タ
ハ
ホ
ウ
ヂ
ャ
」、「
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
ダ
イ
ガ
ク
デ
ヒ
ト
ヲ
オ

シ
フ
ル
ニ
モ
チ
ヒ
タ
サ
ホ
ウ
ヂ
ャ
」
と
な
る
。「
所
以
」

の
ほ
か
に
、「
也
」を「
訓
」で
は「
ナ
リ
」と
読
み
、「
訳
」

で
は
「
ヂ
ャ
」
と
読
ん
で
い
る
。

（
33
）
大
槻
玄
沢
『
蘭
学
階
梯
』
巻
下
成
語
、『
文
明
源
流
叢
書
』

第
一
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
四
〇
年
）
二
三
九
頁
。

（
34
）
子
安
宣
邦
『
漢
字
論
│
不
可
避
の
他
者
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
三
年
）
七
四
頁
。

（
35
）
東
北
帝
国
大
学
の
国
語
学
者
で
あ
っ
た
山
田
孝
雄
（
一
八

七
三
〜
一
九
五
八
）
は
、
彼
の
『
国
語
の
中
に
於
け
る
漢

語
の
研
究
』（
宝
文
館
、
一
九
四
〇
年
）
の
な
か
で
、「
抑

も
漢
語
の
わ
が
国
語
の
内
に
侵
入
せ
る
こ
と
は
著
し
き
事

実
」（
序
、
1
頁
）
と
い
い
、
か
ゝ
る
際
に
、
自
国
語
と

い
ふ
も
の
を
顧
み
ず
し
て
外
来
語
に
心
酔
没
頭
せ
ば
、
そ

の
国
語
は
或
は
破
滅
せ
ら
れ
、
或
は
滅
亡
し
果
つ
る
虞
な

し
と
せ
ず
」（
五
二
九
頁
）
と
い
い
、
漢
語
を
は
じ
め
と

す
る
外
国
語
に
対
す
る
注
意
を
促
し
て
い
た
。

（
36
）
「
教
育
勅
語
」
の
最
終
文
案
の
作
成
者
は
井
上
毅
。
元
田

と
同
じ
熊
本
藩
の
時
習
館
出
身
者
で
あ
る
。

（
37
）
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
に
つ
い
て
」、『
津
田
左
右
吉
全
集
』

第
二
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
初
出
は
一
九
四

六
年
）
二
三
五
頁
。
津
田
が
間
違
っ
た
日
本
語
と
し
て
指

摘
す
る
「
一
旦
緩
急
ア
レ
バ
」
は
、
順
接
の
確
定
条
件
や
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恒
常
的
な
条
件
を
表
現
す
る
言
葉
な
の
で
、「
ひ
と
た
び

緊
急
事
態
が
あ
る
の
で
」
や
「
ひ
と
た
び
緊
急
事
態
の
と

き
は
い
つ
も
」
と
い
っ
た
怪
し
い
日
本
語
に
な
っ
て
し
ま

う
。
正
し
く
は
順
接
の
仮
定
条
件
の
「
〜
ア
ラ
バ
」
を
使

う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
（
高
橋
陽
一
『
く
わ
し
す
ぎ
る
教

育
勅
語
』、
太
郎
次
郎
社
エ
デ
ィ
タ
ス
、
二
〇
一
九
年
、

六
七
頁
）。

（
38
）
津
田
左
右
吉
『
シ
ナ
思
想
と
日
本
』（
岩
波
新
書
、
一
九

四
七
年
）
ま
へ
が
き
ⅵ
頁
。

（
39
）
陶
徳
民
「
近
代
に
お
け
る
「
漢
文
直
読
」
論
の
由
緒
と
行

方
問
題
」（
中
村
春
作
他
編
『
訓
読
論
│
東
ア
ジ
ア
漢
文

世
界
と
日
本
語
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
四
九
〜

五
〇
頁
。

（
40
）
青
木
正
児「
漢
文
直
読
論
」、『
青
木
正
児
全
集
』二
巻（
春

秋
社
、
一
九
七
〇
年
）
三
三
四
頁
。
初
出
は
一
九
二
七
年
。

（
41
）
倉
石
武
四
郎
『
支
那
語
教
育
の
理
論
と
実
際
』（
岩
波
書

店
、
一
九
四
一
年
）
四
四
〜
四
五
頁
。


