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一
　
は
じ
め
に

「
漢
学
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
在
で
は
古
代
か
ら
続
く
日
本
の
漢
文
学
を
指

す
術
語
と
し
て
定
着
し
た
観
が
あ
る
が
、
近
世
後
期
に
登
場
し
て
以
来
、
幕

末
・
明
治
期
に
大
流
行
す
る
。
こ
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
か
ら
考

え
る
と
、
清
朝
で
発
達
し
た
文
献
考
証
の
方
法
論
が
「
漢
学
」
と
呼
ば
れ
た
こ

と
の
影
響
だ
と
思
わ
れ
る⑴
。
の
ち
に
「
清
朝
考
証
学
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
考
証

学
的
な
儒
教
は
、
そ
れ
以
前
の
宋
明
の
儒
教
を
空
疎
で
観
念
的
な
産
物
と
批
判

し
、
自
分
た
ち
の
学
問
は
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
実
証
的
な
方
法
論
に
基
づ

い
て
い
る
と
い
う
確
信
か
ら
、
漢
代
の
「
訓
詁
学
」
を
復
活
さ
せ
た
証
し
と
し

て
み
ず
か
ら
を
「
漢
学
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。「
漢
学
」
と
は
、
漢
代
、
す

な
わ
ち
古
代
の
正
統
な
る
学
問
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
の
正
統
性
は
、
仏

教
や
老
荘
と
い
っ
た
異
端
の
影
響

―
そ
れ
が
ゆ
え
に
宋
明
の
学
問
は
観
念
的

な
も
の
へ
と
堕
落
し
た

―
を
受
け
る
以
前
の
儒
教
と
い
う
と
こ
ろ
に
根
拠
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
テ
キ
ス
ト
解
釈
を
緻
密
に
行
う
方
法
論
こ
そ
が
両
者
を
媒
介

す
る
証
明
で
あ
っ
た
。

た
だ
日
本
で
は
、
そ
れ
と
は
別
に
「
漢
土
」、
す
な
わ
ち
中
国
に
お
け
る
学

問
と
い
う
意
味
を
籠
め
て
「
漢
学
」
と
い
う
術
語
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り⑵
、

や
が
て
近
代
に
な
る
と
、
む
し
ろ
こ
の
意
味
で
の
用
法
が
一
般
化
す
る
。
西
欧

の
学
問
を
意
味
す
る
「
蘭
学
」「
洋
学
」、
日
本
古
来
か
ら
の
学
問
を
意
味
す
る

「
和
学
」「
国
学
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
い
う
、
中
国
の
学
問

―
遅

れ
た
、
古
く
さ
い
学
問
と
い
う
意
味
も
含
意
さ
れ
て
い
た

―
を
意
味
す
る

「
漢
学
」
の
成
立
で
あ
る
。
こ
の
「
漢
学
」
の
意
味
の
転
用
は
、
外
来
の
学
問
・

思
想
を
受
容
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
、
そ
う
で
は
な
く
固
有
の
学
問
・
思
想

と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
信
じ
た
い
日
本
人
の
「
願
望
」
を
満
た
す
た
め
に
行

わ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
結
果
「
漢
学
」
は
西
欧
と
日
本
の
狭
間
に
落
と
し
込
ま

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
近
世
日
本
に
お
い
て
「
漢
学
」、
す
な
わ
ち
漢
代
の
学
術
を
モ
デ
ル

と
す
る
よ
う
な
文
献
考
証
学
的
な
儒
教
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、

そ
う
で
は
な
い
。
近
世
中
期
、
仁
斎
学
や
徂
徠
学
と
い
う
朱
子
学
を
批
判
す
る

学
問
・
思
想
が
登
場
し
た
後
の
時
期
に
、
や
は
り
清
朝
の
「
漢
学
」
と
同
じ
よ

う
に
文
献
考
証
の
方
法
論
が
成
立
し
て
い
た
。
仁
斎
学
や
徂
徠
学
を
「
古
学
」

　〔
近
世
江
戸
漢
学
の
豊
潤
な
世
界
〕

「
古
文
辞
学
」
か
ら
「
古
文
系
漢
学
」
へ

―
近
世
日
本
に
お
け
る
「
漢
学
」
の
位
相

―

澤
　
　
井
　
　
啓
　
　
一
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と
呼
び
、
日
本
独
自
の
学
問
・
思
想
で
あ
る
か
の
よ
う
に
定
義
づ
け
た
の
は
井

上
哲
次
郎
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
じ
つ
は
仁
斎
学
や
徂
徠
学
の
「
古
学
」
的

傾
向
が
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
に
共
通
す
る
動
向
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
見
逃
す

こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
近
代
日
本
に
お
け
る
中
国
研
究
の
中
心
を
占
め
た
京

都
帝
国
大
学
の
「
シ
ナ
学
」
が
、
西
洋
近
代
の
科
学
的
・
実
証
的
な
研
究
方
法

に
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
清
朝
考
証
学
を
高
く
評
価
し
た
結
果
、
近
世
日
本
に

お
い
て
そ
れ
と
同
等
な
方
法
論
を
持
っ
た
「
漢
学
」
と
呼
ぶ
べ
き
学
問
・
思
想

が
誕
生
し
て
い
た
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
目
を
つ
む
る
と
い
う
事
態
に
陥
っ
た
の

で
あ
る
。

近
代
に
な
っ
て
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
の
な
か
に
探
究
さ
れ
た
〈
近
代
性
〉
は
清

朝
考
証
学
の
再
評
価
と
い
う
形
を
と
っ
て
西
洋
の
近
代
科
学
と
接
合
さ
れ
た
の

だ
が
、
そ
れ
よ
り
す
こ
し
前
の
日
本
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
同
等
の
学
問
に

は
〈
近
代
性
〉
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
こ
と
は
近
代
以

前
の
日
本
に
お
い
て
近
代
科
学
と
接
合
さ
れ
う
る
〈
近
代
性
〉
が
な
か
っ
た
と

い
う
結
論
に
到
達
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
古
来
か
ら
の
学
問
を
継

承
・
発
展
さ
せ
て
き
た
と
見
な
さ
れ
た
和
学
・
国
学
の
系
譜
の
な
か
に
認
定
さ

れ
た
。
も
っ
と
も
清
朝
考
証
学
や
国
学
に
認
定
さ
れ
た
〈
近
代
性
〉
が
は
た
し

て
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
。
近
代
日

本
に
お
い
て
清
朝
考
証
学
と
和
学
・
国
学
と
に
〈
近
代
性
〉
を
認
定
す
る
と
い

う
「
棲
み
分
け
」
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
日
本
独
自
の
「
漢
学
」

が
私
た
ち
の
視
野
か
ら
消
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

二
　
日
本
に
お
け
る
「
古
学
」
の
誕
生

井
上
哲
次
郎
は
日
本
の
「
古
学
」
を
語
る
に
際
し
て
唐
突
に
山
鹿
素
行
か
ら

始
め
て
い
る⑶
。
素
行
は
た
し
か
に
朱
子
学
へ
の
疑
問
や
日
本
中
心
主
義
的
な
主

張
を
提
起
し
た
が
、
む
し
ろ
熊
沢
蕃
山
や
貝
原
益
軒
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
日
本

に
お
け
る
儒
教
の
〈
実
践
性
〉
を
追
求
し
た
人
物
と
見
た
方
が
よ
い
。
し
た

が
っ
て
明
白
な
方
法
意
識
を
も
っ
て
「
古
学
」
を
提
唱
す
る
の
は
伊
藤
仁
斎
か

ら
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
仁
斎
は
、
朱
熹
の
集
註
や
明
代
の
大
全
を
読
み
込

み
、
そ
こ
か
ら
朱
子
学
に
お
け
る
四
書
の
う
ち
、『
大
学
』
と
『
中
庸
』
の
聖

典
性
を
否
定
し
、『
論
語
』
と
『
孟
子
』
に
基
づ
い
て

―
正
確
に
は
『
孟
子
』

に
よ
っ
て
『
論
語
』
を
解
釈
す
る
と
い
う
手
順

―
、
正
統
な
る
古
代
儒
教
が

回
復
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、『
論
語
』
か
ら
『
孟
子
』

へ
と
継
承
さ
れ
た
根
本
的
な
教
義
が
何
で
あ
る
か
、『
大
学
』
と
『
中
庸
』
は

な
ぜ
そ
れ
と
は
異
な
る
の
か
な
ど
、
テ
キ
ス
ト
解
釈
上
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
展

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
仁
斎
の
言
う
「
古
義
」
と
は
、
た
ん
に
古
い

テ
キ
ス
ト
か
ら
引
き
だ
さ
れ
る
言
葉
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
論
語
』
か
ら

『
孟
子
』
へ
と
継
承
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
に
見
失
わ
れ
た
正
統
な
る
教
義

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
解
釈
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る

の
が
「
古
義
学
」
と
い
う
方
法
論
で
あ
る
と
仁
斎
は
主
張
し
た
。
し
た
が
っ
て

仁
斎
学
に
は
、『
論
語
』
と
『
孟
子
』
と
い
う
古
代
儒
教
こ
そ
が
正
し
い
学
問
・

思
想
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
中
世
に
登
場
す
る
朱
子
学
が
老
荘
や
仏
教
と
い

う
異
端
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
批
判
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
乗
り
越
え

て
古
代
儒
教
へ
と
到
達
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
ま
で
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ

ん
正
統
な
る
古
代
の
儒
教
の
回
復
に
成
功
し
た
と
い
う
の
は
仁
斎
の
〈
誤
認
〉

に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
み
ず
か
ら
の
学
問
・
思
想
に
関
す
る
方
法
意
識

を
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

東
ア
ジ
ア
全
体
を
見
渡
せ
ば
、「
古
学
」
的
傾
向
は
王
守
仁
の
『
古
本
大
学
』

の
顕
彰
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
て
以
降
に
生
じ
た
大
き
な
動
向
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
王
守
仁
は
朱
熹
の
「
格
物
補
伝
」
を
否
定
し
、『
大
学
』
の
中
心
命
題
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が
「
誠
意
」
に
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、『
礼
記
』
の
注
疏
本
に
収
録

さ
れ
た
「
大
学
篇
」
を
『
古
本
大
学
』
と
し
て
顕
彰
し
た
。
朱
熹
の
『
大
学
章

句
』
が
朱
子
学
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
礎
的
な
テ
キ
ス
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
陽
明
学
を
再
批
判
す
る
た
め
に
は
「
性
即
理
」「
心
即
理
」

と
い
っ
た
理
論
的
な
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
朱
熹
の
『
大
学
』
の
改
訂
が
正
し

い
こ
と
を
後
の
朱
子
学
者
た
ち
は
論
証
し
な
け
れ
ば
な
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん

理
論
的
な
議
論
の
正
当
性
は
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
だ
か

ら
、
両
者
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
明
末
ま
で
に
お
よ
そ
七
十
二
家
の

『
大
学
』
解
釈
が
提
出
さ
れ
た
と
い
う
の
も
こ
こ
に
理
由
が
あ
っ
た
。

こ
の
動
向
は
や
が
て
『
大
学
』
以
外
の
テ
キ
ス
ト
に
も
波
及
し
、
経
書
か
ら

史
書
・
諸
子
に
関
す
る
考
証
へ
と
発
展
す
る
。
ま
た
「
古
学
」
的
志
向
性
は
経

学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
学
の
領
域
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
。
陽
明
学
の
流
行

と
ほ
ぼ
同
時
期
に
広
ま
っ
た
前
後
七
子
の
古
文
辞
運
動
も
、
唐
詩
を
モ
デ
ル
と

す
る
と
い
う
主
張
が
禅
家
の
精
神
主
義
を
基
調
と
す
る
宋
詩
へ
の
批
判
か
ら
生

じ
た
と
は
い
え
、
文
章
に
お
け
る
規
格
（
文
体
）
に
お
い
て
漢
魏
を
モ
デ
ル
と

す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
「
古
学
」
的
志
向
性
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た
。

明
代
と
い
う
時
代
は
、
そ
の
前
の
元
朝
と
い
う
異
民
族
に
よ
る
支
配
の
衝
撃
か

ら
、
漢
唐
へ
の
「
復
古
」
と
い
う
意
識
が
時
代
思
潮
と
し
て
強
く
支
配
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

た
だ
そ
れ
と
同
時
に
明
代
に
は
「
大
衆
化
」
と
い
う
大
き
な
文
化
的
変
容
の

現
象
が
起
き
て
お
り
、
さ
き
に
触
れ
た
陽
明
学
も
古
文
辞
運
動
も
、
そ
れ
に

よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
貴
族
階
層
は
す
で
に
宋
代
に
は
消

滅
し
て
い
た
が
、
新
た
な
支
配
者
層
を
形
成
し
た
官
僚
＝
中
小
地
主
た
ち
は
貴

族
文
化
を
継
承
し
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
も
の
へ
と
変
容
さ
せ
た
士
大
夫
文
化

を
生
み
だ
し
た
。
明
代
に
な
る
と
、
そ
の
士
大
夫
文
化
が
よ
り
下
層
に
位
置
し

た
鄕
紳
や
商
人
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
衆
化
さ
れ
た
さ
ま
ざ

ま
な
文
芸
・
技
芸
が
生
み
だ
さ
れ
て
ゆ
く
。
日
本
で
こ
う
し
た
大
衆
化
さ
れ
た

明
代
文
化
が
本
格
的
に
受
容
さ
れ
る
の
は
近
世
中
頃
の
徂
徠
学
あ
た
り
か
ら
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
は
大
衆
化
さ
れ
た
分
だ
け
修
得
す
る
の
に
時
間
や
複
雑
な
手

続
き
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
で
も
伝
統
的
な
教
養
に
疎

い
新
興
の
武
士
や
商
人
階
層
に
と
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た

と
推
測
さ
れ
る⑷
。
経
学
や
詩
文
ば
か
り
で
な
く
、
宋
代
の
士
大
夫
文
化
が
大
衆

化
さ
れ
た
書
画
や
篆
刻
、
さ
ら
に
は
イ
ス
ラ
ム
や
西
洋
の
影
響
を
受
け
て
発
展

し
た
天
文
・
農
業
・
軍
事
技
術
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
新
し
い
知
識
が
長

崎
経
由
で
持
ち
込
ま
れ
、
新
し
い
文
化
を
構
成
し
て
い
っ
た
。

古
文
辞
学
を
提
唱
す
る
以
前
の
荻
生
徂
徠
が
唐
話
（
中
国
語
会
話
）
に
よ
っ

て
触
発
さ
れ
た
「
訳
学
」
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
経
緯
を
よ
く

物
語
っ
て
い
よ
う⑸
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
子
相
伝
に
よ
っ
て
秘
伝
化
さ
れ
て
い

た
唐
話
に
関
す
る
知
識
を
、
長
崎
の
「
唐
通
事
」
の
周
辺
に
い
た
人
々
が
商
品

化
し
て
流
通
さ
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
徂
徠
は
、
明
代
の
も
っ
と
も
大
衆
化
さ
れ

た
文
学
で
あ
っ
た
「
白
話
小
説
」
を
読
む
技
術
を
も
と
に
「
訳
学
」

―
訓
読

で
は
な
く
音
読
に
よ
っ
て
漢
文
テ
キ
ス
ト
を
読
み
、
和
語
に
よ
る
翻
訳
文
で
内

容
を
示
す
と
い
う
方
法

―
を
提
唱
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
漢
語
と
和
語
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
言
語
だ
と
い
う
理
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
、
仁

斎
と
同
じ
よ
う
に
朱
子
学
を
否
定
し
た
が
、「
訳
学
」
と
い
う
方
法
論
に
よ
っ

て
、
仁
斎
の
朱
子
学
批
判
を
「
和
習
」
に
よ
る
〈
誤
認
〉
の
産
物
、
つ
ま
り
日

本
人
的
な
理
解
に
基
づ
く
朱
子
学
批
判
に
す
ぎ
な
い
と
決
め
つ
け
、
中
国
古
代

の
テ
キ
ス
ト
を
真
に
回
復
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
、
差
異
化
を

図
っ
た
の
で
あ
る
。

「
大
衆
性
」
と
い
う
点
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
た
明
代
文
化
は
、
や
が
て
そ
の
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底
流
に
あ
っ
た
「
復
古
」
的
志
向
性
へ
と
関
心
を
向
か
わ
せ
る
。
徂
徠
の
古
文

辞
学
成
立
に
関
し
て
は
、
李
攀
龍
・
王
世
貞
の
詩
文
を
偶
然
に
知
っ
た
こ
と
に

よ
る
と
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
必
然
で
す
ら
あ
っ
た
。
徂
徠
は
、
詩
は
盛

唐
を
、
文
は
漢
唐
を
モ
デ
ル
と
す
る
と
い
う
明
代
古
文
辞
運
動
に
啓
発
さ
れ
な

が
ら
、
自
分
は
そ
れ
を
経
学
へ
と
転
用
し
た
と
豪
語
す
る
が
、
徂
徠
が
利
用
し

た
最
新
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
は
明
代
後
期
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
陽
明
学
登

場
以
後
に
経
学
と
詩
文
作
成
の
方
法
論
と
が
相
互
に
絡
み
あ
い
な
が
ら
生
産
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
詩
文
制
作
や
経
学
に
お
け
る
「
古
学
」

的
志
向
性
は
、
中
国
で
は
明
代
中
頃
か
ら
清
朝
中
頃
ま
で
の
約
二
百
年
と
い
う

緩
や
か
な
時
間
経
過
の
な
か
で
進
展
し
た
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
徳
川
初
期

に
朱
子
学
が
受
容
さ
れ
て
か
ら
百
年
程
経
過
し
た
時
期
の
、
ほ
ん
の
十
数
年
の

間
に
開
花
す
る
と
い
う
短
期
的
な
展
開
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
同
質

性
が
こ
れ
ま
で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
。
徂
徠
の
議
論
は
、
明
代
中
期
に
は
じ

ま
る
テ
キ
ス
ト
の
考
証
が
清
初
の
経
世
致
用
的
な
学
問
・
思
想
へ
と
到
達
す
る

動
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

徂
徠
の
古
文
辞
学
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
完
全
な
る
言
語
表
現
（
古
文
辞
）

が
存
在
し
た
こ
と
を
前
提
に
、
そ
れ
の
習
熟
に
よ
っ
て
理
想
社
会
と
目
さ
れ
た

古
代
中
国
社
会
の
秩
序
（
先
王
の
道
）
が
達
成
で
き
る
こ
と
を
提
起
し
た
も
の

で
あ
る
。
徂
徠
は
、「
古
文
辞
」
で
は
「
物
」
と
「
名
」
の
対
応
関
係
が
確
定

さ
れ
て
い
て
、
こ
の
言
語
と
指
示
対
象
と
の
関
係
が
安
定
的
で
あ
る
こ
と
が
社

会
秩
序
の
根
源
で
あ
り
、
そ
う
し
た
古
代
言
語
に
習
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
在
の
人
間
の
認
知
能
力
も
古
代
人
と
同
じ
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

理
想
社
会
が
回
復
で
き
る
と
主
張
し
た
。
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
言
語
は
時
間
の
経

過
と
と
も
に
言
葉
と
物
と
の
適
切
な
対
応
関
係
を
喪
失
し
、
物
と
の
対
応
関
係

を
失
っ
た
観
念
的
な
言
語
へ
と
堕
落
す
る
。
ま
た
空
間
（
地
理
）
的
な
相
違
も

物
と
の
対
応
関
係
に
変
質
を
も
た
ら
す
要
因
と
な
る
。
後
世
の
言
語
で
解
釈
を

し
た
宋
明
儒
教
も
、
和
習
化
さ
れ
た
訓
読
で
解
釈
し
た
仁
斎
も
、
そ
れ
が
ゆ
え

に
完
全
な
る
言
語
表
現
（
古
文
辞
）
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
（
六
経
）
の
理
解

に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
徂
徠
に
お
け
る
古
文
辞
学
で
は
、「
古
文
辞
」
の
テ
キ
ス
ト
（
六
経
）

に
到
達
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
障
害
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
さ
き
に
触

れ
た
時
空
に
よ
る
言
語
の
変
遷
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
テ
キ
ス
ト
（
六
経
）

そ
れ
自
体
が
、「
物
」
と
「
名
」
の
対
応
関
係
が
崩
れ
は
じ
め
た
時
期
に
孔
子

と
門
人
た
ち
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
孔
子
以
前
の
堯
舜
か
ら

周
朝
成
立
に
至
る
ま
で
の
理
想
社
会
で
は
、
詩
書
以
外
は
文
字
化
、
す
な
わ
ち

テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
儀
礼
な
ど
の
よ
う
に
具
体
的
な
実
践
に
よ
っ
て

体
系
的
に
継
承
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
社
会
的
実
践
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
と
考
え
た
孔
子
た
ち
は
「
六
経
」

―
「
楽
経
」
は
じ
き
に
失
わ
れ
て

「
五
経
」
と
な
る

―
を
編
纂
し
、
そ
の
討
議
の
過
程
は
『
論
語
』
と
し
て
断

片
的
に
記
録
さ
れ
た
。
儒
教
で
最
重
視
さ
れ
た
『
論
語
』
を
、
朱
子
学
や
仁
斎

学
の
よ
う
に
儒
教
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
示
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
認
定
せ
ず
、
テ
キ

ス
ト
外
に
あ
る
こ
と
が
ら
の
断
片
的
な
記
録
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徂
徠
は

従
来
の
道
徳
重
視
か
ら
政
治
重
視
へ
と
儒
教
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
成

功
し
た
の
だ
が
、
そ
の
代
償
は
テ
キ
ス
ト
（
六
経
）
の
記
述
を
断
片
的
で
首
尾

一
貫
性
に
欠
け
る
も
の
へ
と
大
き
く
変
質
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
く
な
く

と
も
テ
キ
ス
ト
外
の
コ
ー
ド
を
参
照
し
な
け
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
文
脈
を
辿
っ

て
読
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
現
在
か
ら
断

片
化
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
（
六
経
）
へ
と
到
達
す
る
に
は
、
言
語
の
変
遷
に
起
因

す
る
〈
誤
読
〉
や
〈
誤
認
〉
が
厚
く
積
も
っ
た
埃
の
よ
う
に
全
体
を
蔽
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
、
ま
ず
そ
の
事
実
を
知
ら
し
め
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
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れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三
　
太
宰
春
台
の
「
古
文
系
漢
学
」

太
宰
春
台
が
上
記
の
よ
う
な
徂
徠
の
古
文
辞
学
を
ど
こ
ま
で
理
解
し
て
い
た

か
は
意
見
が
分
か
れ
る
だ
ろ
う
が⑹
、
春
台
に
と
っ
て
テ
キ
ス
ト
（
六
経
）
は
徂

徠
よ
り
も
解
読
可
能
な
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
徂
徠
の
『
論
語
徴
』
と
春
台
の
『
論
語
古
訓
外
伝
』
と
を
比
較
し
て
見

れ
ば
よ
く
分
か
る⑺
。『
論
語
古
訓
外
伝
』
に
お
い
て
春
台
は
「
荻
先
生
曰
」
と

し
て
徂
徠
の
見
解
を
肯
定
的
に
引
用
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
古
注
や
集
註
も
よ

く
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
純
曰
」
と
し
て
自
説
も
展
開
す
る
。
一
方
、
徂

徠
の
『
論
語
徴
』
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
朱
熹
（
集
註
）
と
仁
斎
（
古
義
）
へ
の

批
判
に
費
や
し
、
か
れ
ら
は
「
古
言
」
や
「
古
文
辞
」
を
知
ら
な
い
と
批
判
す

る
。
た
だ
し
指
摘
し
た
語
句
が
な
ぜ
「
古
言
」「
古
文
辞
」
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
説
明
し
な
い
。
ま
る
で
徂
徠
の
直
観
的
な
把
握
で
し
か
な
い
よ

う
な
指
摘
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
『
論
語
徴
』
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
春
台
は
、
先
秦
か
ら
漢
代
に
か
け
て
の
文
献
を
用
い
な
が
ら
論
証
的

に
議
論
を
進
め
て
い
る
。
資
料
の
扱
い
方
だ
け
を
見
れ
ば
、
春
台
の
『
論
語
古

訓
外
伝
』
は
清
朝
考
証
学
と
驚
く
ほ
ど
よ
く
似
た
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
『
論
語
』
子
路
篇
・
葉
公
語
孔
子
章
は
、
罪
を
犯
し
た
父
を
訴
え

る
と
い
う
「
正
し
い
」
行
動
を
と
っ
た
者
が
い
る
と
楚
の
葉
公
が
自
慢
し
た
の

に
対
し
て
、
孔
子
が
我
々
は
親
子
が
か
ば
い
合
う
の
が
「
正
し
い
」
と
考
え
て

い
る
と
反
論
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
徂
徠
は
議
論
の
ほ
と
ん
ど
を
、
朱
熹

を
批
判
し
た
仁
斎
へ
の
攻
撃
に
費
や
し
、
語
釈
と
し
て
は
、
葉
公
の
発
言
に
見

え
る
「
直
躬
」
に
つ
い
て
『
呂
氏
春
秋
』（
当
務
篇
）
で
は
人
名
と
す
る
が
、

そ
れ
は
誤
り
だ
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。「
直
躬
」
は
、
孔
安
国
の
注
釈
以
来
、

「
直
」
を
動
詞
、「
躬
」
を
目
的
語
と
考
え
て
「
躬
（
み
）
を
直
（
な
お
）
く
す

る
」
と
解
釈
す
る
の
が
一
般
で
、
集
註
も
古
義
も
、
そ
し
て
徂
徠
の
徴
も
そ
れ

を
踏
襲
し
て
い
た
。

徂
徠
は
『
呂
氏
春
秋
』
と
い
う
先
秦
の
文
献
に
別
の
解
釈
が
見
え
る
こ
と
を

指
摘
し
な
が
ら
、
な
ぜ
そ
れ
が
誤
り
な
の
か
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。

春
台
は
、
徂
徠
の
指
摘
を
受
け
て
、
そ
の
ほ
か
の
文
献
を
探
し
だ
し
、
む
し
ろ

人
名
と
解
釈
す
る
の
が
正
し
い
と
主
張
し
た
。
と
い
う
の
も
、『
論
語
』
の
本

文
で
は
、
葉
公
が
「
吾
党
有
直
躬
者
」
と
発
言
し
た
の
に
対
し
て
、
孔
子
は
「
吾

党
之
直
者
」
と
、「
躬
」
を
省
い
て
発
言
し
た
と
書
か
れ
て
い
て
、
以
前
か
ら

そ
の
理
由
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。「
躬
」
を
人
名
と
理
解
す
れ

ば
、
葉
公
の
発
言
を
「
直
で
あ
る
躬
と
い
う
者
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
、
孔
子

の
発
言
と
な
ん
ら
抵
触
し
な
い
解
釈
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
章
の
テ
ー
マ
と
い

う
点
で
は
な
ん
の
変
化
も
も
た
ら
さ
な
い
「
些
末
」
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
本
文
の
読
み
方
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
古
注
以
来
継
承
さ
れ
て

き
た
解
釈
に
「
画
期
」
的
な
変
更
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

春
台
は
『
呂
氏
春
秋
』
以
外
に
『
荘
子
』
の
盗
跖
篇
、『
淮
南
子
』
の
氾
論

篇
の
用
例
を
挙
げ
、
さ
ら
に
『
経
典
釈
文
』
に
引
用
さ
れ
た
鄭
玄
注
の
「
直
人

名
弓
」
に
よ
っ
て
人
名
説
を
補
強
す
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
用

例
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
指
し
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
師
で
あ
っ
た
徂
徠

の
直
観
的
な
解
釈
に
批
判
を
加
え
、
あ
わ
せ
て
孔
安
国
以
来
の
語
釈
に
大
き
な

変
化
を
も
た
ら
し
た
。
清
朝
考
証
学
を
代
表
す
る
阮
元
『
論
語
注
疏
』
の
校
勘

記
で
は
、
順
序
は
異
な
る
が
ま
っ
た
く
同
じ
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

劉
宝
楠
の
『
論
語
正
義
』
で
は
、
そ
の
ほ
か
の
文
献
も
挙
げ
て
は
い
る
が
、「
直

躬
」
の
解
釈
に
限
っ
て
見
れ
ば
春
台
が
指
摘
し
た
用
例
に
ほ
ぼ
従
っ
て
い
る
。

阮
元
や
劉
宝
楠
が
春
台
の
『
論
語
古
訓
外
伝
』
を
参
照
し
た
と
い
う
確
証
は
な
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い
の
だ
が
、
鶴
岡
潘
家
老
で
あ
っ
た
水
野
元
朗
に
よ
っ
て
延
享
二
年
（
一
七
四

五
）
に
出
版
さ
れ
た
書
籍
が
、
日
本
国
内
ば
か
り
で
な
く
清
朝
や
朝
鮮
に
も
も

た
ら
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
か
れ
ら
が
直
接
見
る
機
会
を
得
た
か
ど
う
か
は
別
と

し
て
、『
論
語
古
訓
外
伝
』
が
清
朝
考
証
学
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
高
い

と
思
わ
れ
る
。

仁
斎
も
徂
徠
も
「
道
」
に
関
す
る
孔
子
の
議
論
と
い
う
観
点
か
ら
『
論
語
』

を
解
読
す
る
方
向
を
選
択
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
春
台
は
字
句
の
考
証
を
中

心
に
議
論
を
展
開
す
る
と
い
う
新
し
い
方
向
を
切
り
開
い
た
。
も
ち
ろ
ん
春
台

に
し
て
も
「
聖
人
の
道
」
は
探
究
す
べ
き
最
大
の
目
標
で
あ
っ
た
。
春
台
は
『
聖

学
問
答
』
に
お
い
て
、
先
王
の
道
は
六
経
に
示
さ
れ
、
そ
れ
は
孔
子
と
門
人
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
た
。
さ
ら
に
門
人
た
ち
は
孔
子
の
意
図

―

春
台
に
よ
れ
ば
「
奥
義
」
―
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
『
孝
経
』『
論
語
』『
孔

子
家
語
』
を
編
纂
し
た
と
し
、
そ
れ
ら
に
見
え
な
い
こ
と
が
ら
は
す
べ
て
「
邪

説
」
だ
と
断
言
す
る
。
三
著
の
う
ち
春
台
が
も
っ
と
も
重
視
す
る
の
は
『
孝
経
』

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
春
台
が
「
聖
人
の
道
」
を
「
孝
」
と
い
う
道
徳
と
、「
孝
」

の
実
践
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
「
宗
族
」
を
社
会
制
度
の
中
核
と
し
て
構
想
し

て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
孝
」
の
重
視
は
徂
徠
よ
り
も
「
人
性
」
論

に
傾
斜
し
て
い
る
と
い
う
春
台
の
特
徴
を
よ
く
示
し
、
ま
た
「
宗
族
」
の
重
視

は
喪
服
制
と
い
っ
た
儀
礼
へ
の
関
心
と
結
び
つ
く
が
、
同
時
に
日
本
社
会
が

「
聖
人
の
道
」
と
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
と
い
う
春
台
の
苛
立
ち
に
も
似
た
批

判
意
識
を
生
じ
さ
せ
て
い
る⑻
。
徂
徠
に
較
べ
る
と
「
聖
人
の
道
」
や
そ
れ
を
テ

キ
ス
ト
化
し
て
残
そ
う
と
し
た
孔
子
の
意
図
に
辿
り
つ
く
た
め
の
資
料
は
確
実

に
増
え
た
も
の
の
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
日
本
社
会
の
実
態
が
い
か
に
古
代
中
国

と
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
か
を
露
呈
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
、
春
台
の
過
激
な
日

本
否
定
の
発
言
が
生
ま
れ
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
春
台
が
重
視
し
た
『
孝
経
』
は
「
古
文
孝
経
」
と
呼
ば
れ
て
い

る⑼
。『
孝
経
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
古
文
系
（
二
十
二
章
）
と
今
文
系
（
十
八
章
）

と
が
あ
り
、
古
文
系
に
は
孔
安
国
の
注
釈
（
伝
）
が
、
今
文
系
に
は
鄭
玄
の
注

釈
（
伝
）
が
施
さ
れ
て
い
た
。
日
本
に
は
双
方
が
も
た
ら
さ
れ
、
平
安
以
降
は

古
文
系
が
尊
重
さ
れ
て
き
た
。
中
国
で
は
古
文
系
は
早
く
に
失
わ
れ
、
唐
・
玄

宗
の
『
御
注
孝
経
』
は
今
古
折
衷
で
あ
り
、
司
馬
光
の
『
古
文
孝
経
指
解
』
は

今
文
に
近
い
表
現
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
現
在
で
は
「
宋
古
文
」
と
呼
ば

れ
、
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
「
真
古
文
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
朱
熹
の
『
孝

経
刊
誤
』
は
司
馬
光
の
『
古
文
孝
経
指
解
』
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
が
、

朱
子
学
が
儒
教
の
正
統
な
る
地
位
を
獲
得
す
る
と
『
孝
経
刊
誤
』
が
標
準
的
な

テ
キ
ス
ト
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
古
文
系
の
テ
キ
ス
ト
が
伝
承

さ
れ
て
き
た
日
本
で
は
近
世
初
期
に
「
古
文
孝
経
」
の
木
版
本
も
出
版
さ
れ
た

が
、
そ
の
後
朱
子
学
の
流
行
と
と
も
に
『
孝
経
刊
誤
』

―
正
確
に
は
元
の
董

鼎
が
編
纂
し
た
『
孝
経
大
義
』

―
が
主
流
と
な
り
、「
古
文
孝
経
」
の
存
在

は
忘
れ
さ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
春
台
は
い
く
つ
か
の
版
本
・
写
本
を
校
訂
し
て
、
享
保
十

六
年
（
一
七
三
一
）
に
『
古
文
孝
経
孔
安
国
伝
』
を
刊
行
す
る
。
春
台
の
意
図
は
、

朱
熹
に
よ
る
「
古
文
孝
経
」
に
対
す
る
「
錯
誤
」
を
正
す
点
に
あ
っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
は
古
代
か
ら
日
本
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
古
代
中
国
の
正
統
な
る
テ
キ
ス
ト

を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
「
古
学
」
的
志
向
の
産
物
で
も
あ
っ
た
。
春
台
は
そ
こ

に
テ
キ
ス
ト
校
訂
と
い
う
考
証
的
な
成
果
を
加
味
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
春

台
は
孔
安
国
の
序
文
に
つ
い
て
『
古
文
孝
経
序
略
解
』
と
い
う
書
籍
を
出
版
し
、

孔
安
国
の
「
古
訓
」
を
通
し
た
「
古
文
孝
経
」
の
特
徴

―
「
孝
」
に
よ
っ
て

父
子
関
係
だ
け
で
な
く
君
臣
関
係
の
維
持
・
強
化
を
図
る

―
に
つ
い
て
解
説

し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
春
台
は
『
古
文
孝
経
国
字
解
』
な
ど
も
出
版
し
て
、
和
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文
に
よ
っ
て
広
く
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
努
め
て
お
り
、
春
台
が
い
か
に
「
古
文

孝
経
」
を
重
視
し
て
い
た
か
が
よ
く
分
か
る
。

も
う
一
つ
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
孔
子
家
語
』
は
、『
論
語
』
な
ど
か
ら
漏

れ
た
孔
子
一
門
の
逸
話
を
集
め
た
も
の
で
、
孔
安
国
が
編
纂
し
孫
の
孔
衍
が
後

序
を
つ
け
た
書
物
が
魏
の
王
粛
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

現
在
で
は
王
粛
の
「
偽
撰
」
と
い
う
理
解
が
定
着
し
て
い
る
。
春
台
は
孔
安
国

の
編
纂
説
を
信
じ
た
だ
け
で
な
く
、『
古
文
孝
経
』
と
並
ん
で
『
孔
子
家
語
』

も
孔
安
国
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
「
孔
子
遺
文
」
だ
と
位
置
づ
け
た
。
春
台
は
、

『
孔
子
家
語
』
を
そ
の
内
容
が
雑
多
な
分
だ
け
未
整
理
の
資
料
と
推
定
し
、『
論

語
』
は
こ
れ
を
も
と
に
琴
張
ら
一
部
の
門
人
が
資
料
を
選
別
し
、
字
句
の
修
正

を
施
し
た
も
の
だ
と
結
論
づ
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
『
論
語
』
の
読
解
に
は
、
そ
の

元
版
た
る
『
孔
子
家
語
』
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
な
考
証
的
手
続

き
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
と
古
文
系
の
文
献
を
「
偽
作
」
と
し
て
認
定
す
る
清
朝
考
証
学
に

お
い
て
最
大
の
成
果
と
さ
れ
た
『
尚
書
』
に
つ
い
て
、
春
台
が
ど
う
考
え
て
い

た
か
も
大
き
な
問
題
に
な
る
。『
尚
書
』
に
関
し
て
は
春
台
が
と
く
に
議
論
を

展
開
し
た
専
著
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
こ
と
か
ら
「
古
文
尚
書
」
の
記
述
に
春

台
が
な
ん
の
疑
い
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

春
台
は
『
詩
書
古
伝
』
と
い
う
、
先
秦
か
ら
漢
代
の
文
献
に
見
え
る
詩
書
に
関

す
る
記
事
を
ま
と
め
た
書
籍
を
編
纂
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
古
文
尚
書
」

の
記
述
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
春
台
が
、
孔
子
の
旧
宅
の
壁

中
か
ら
発
見
さ
れ
、
孔
安
国
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
古
文
尚

書
」
を
篤
く
信
じ
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
よ
う
。
春
台
に
と
っ
て
、
前
漢

と
い
う
時
代
に
活
動
し
、
し
か
も
孔
子
の
子
孫
で
あ
っ
た
孔
安
国
お
よ
び
そ
の

古
文
資
料
は
特
別
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
　
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
古
文
系
漢
学
」

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
聖
人
の
道
」
を
テ
キ
ス
ト
化
し
た
孔

子
一
門
の
業
績
を
辿
る
た
め
に
、
春
台
が
孔
安
国
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
古

文
系
資
料
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
春
台
の
学
問
は
、

徂
徠
の
「
古
文
辞
学
」
の
継
承
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
て
成
立
し

た
「
古
文
系
漢
学
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
明
代
の
古
文
辞
と

い
う
文
学
運
動
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
徂
徠
の
「
古
文
辞
学
」、
さ
ら
に
そ
れ
に
触

発
さ
れ
た
春
台
の
「
古
文
系
漢
学
」
と
い
う
系
譜
の
ゆ
え
に
、
か
れ
の
業
績
は

そ
の
後
否
定
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
明
代
中
期
の
李
攀

龍
・
王
世
貞
な
ど
の
詩
文
制
作
方
法
は
、
清
朝
に
な
っ
て
沈
徳
潜
の
格
調
説
と

し
て
継
承
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
は
「
に
せ
骨
董
」
と
し
て

批
判
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
徂
徠
は
自
分
の
多
く
の
作
品
の
中

で
李
王
の
古
文
辞
と
い
う
制
作
方
法
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
宋
明
の
儒
教
を
否
定

し
、
真
に
「
聖
人
の
道
」
へ
と
到
達
す
る
「
古
文
辞
学
」
を
発
明
し
た
と
述
べ

て
い
た
か
ら
、
経
学
に
関
す
る
「
古
文
系
漢
学
」
も
「
に
せ
骨
董
」
を
生
産
す

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
受
け
と
め
ら
れ
た
。

清
朝
の
「
漢
学
」
者
た
ち
が
そ
の
証
拠
と
し
て
取
り
あ
げ
た
の
が
、
春
台
の

『
古
文
孝
経
孔
安
国
伝
』
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
こ
れ
を
日
本
の
儒
学
者
に

よ
る
完
全
な
偽
作
と
し
て
、
そ
の
資
料
的
価
値
を
ま
っ
た
く
認
め
な
か
っ
た
。

春
台
と
同
じ
く
徂
徠
の
門
下
生
で
あ
っ
た
山
井
崑
崙
の
『
七
経
孟
子
考
文
』

―
正
確
に
は
徂
徠
の
弟
の
荻
生
観
が
補
遺
を
つ
け
た
『
七
経
孟
子
考
文
補

遺
』

―
が
足
利
学
校
所
蔵
の
古
鈔
本
・
宋
刊
本
に
対
す
る
校
勘
作
業
の
ゆ
え

に
高
く
評
価
さ
れ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
春
台
の
作
品
は
、
魏
の
王
粛
が
孔
安

国
に
か
こ
つ
け
て
『
孔
子
家
語
』
を
「
偽
撰
」
し
た
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
の
創
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作
の
産
物
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
朱
熹
の
頃
か
ら
問
題

視
さ
れ
て
き
た
「
古
文
尚
書
」
に
関
す
る
疑
念
を
考
証
的
な
成
果
と
し
て
証
明

し
た
閻
若
璩
の
『
尚
書
古
文
疏
証
』
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。

閻
若
璩
は
清
朝
考
証
学
の
成
立
に
貢
献
し
た
人
物
で
、
三
十
年
の
歳
月
を
か

け
て
「
古
文
尚
書
」
が
偽
作
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。「
今
文
系
漢
学
」
の

誕
生
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
古
文
系
テ
キ
ス
ト
は
ほ
ぼ
等
し
く
偽
作
と
し

て
無
視
す
べ
き
資
料
と
見
な
さ
れ
た
。『
尚
書
古
文
疏
証
』
は
徂
徠
が
「
古
文

辞
学
」
を
提
唱
す
る
よ
り
も
前
に
成
立
し
て
い
た
が
、
徂
徠
も
春
台
も
閻
若
璩

の
業
績
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
が
目
に
し
た
中
国
の

書
籍
は
せ
い
ぜ
い
明
末
か
ら
清
初
ま
で
の
作
品
で
、
そ
れ
よ
り
後
の
「
今
文
系

漢
学
」
に
関
し
て
は
情
報
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
春
台
は
孔

安
国
の
名
を
冠
し
た
古
文
系
の
資
料
を
疑
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
む
し
ろ
孔
安
国

の
業
績
を
手
が
か
り
と
し
て
孔
子
の
「
奥
義
」
へ
と
到
達
す
る
「
古
文
系
漢
学
」

を
確
立
す
る
方
向
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。

春
台
を
始
め
と
す
る
徂
徠
門
下
で
行
わ
れ
た
考
証
は
、
経
書
に
か
ぎ
ら
ず
諸

子
に
お
い
て
も
日
本
に
伝
来
さ
れ
て
い
た
資
料
を
再
発
見
し
、
多
く
の
成
果
を

生
ん
で
い
た
が
、
近
世
後
期
に
な
っ
て
、
詩
文
制
作
に
つ
い
て
古
文
辞
的
手
法

が
否
定
さ
れ
袁
枚
の
性
霊
説
が
流
行
す
る
の
と
ほ
ぼ
併
行
す
る
よ
う
に
、
清
朝

考
証
学
の
成
果
が
陸
続
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
今
文
系
漢
学
」
を

正
統
な
る
考
証
学
的
研
究
と
見
な
す
風
潮
が
強
ま
り
、
や
が
て
春
台
ら
の
考
証

に
よ
る
成
果
は
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
る
。
古
代
・
中
世
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き

た
資
料
を
用
い
て
の
考
証
は
「
和
学
」「
国
学
」
と
い
う
分
野
に
限
定
さ
れ
、

そ
こ
で
は
か
え
っ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
日
本
の
「
古
学
」
の
登
場

に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
考
証
学
が
ま
っ
た
く
廃
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
最

初
に
述
べ
た
よ
う
に
経
学
・
諸
子
・
史
学
な
ど
の
中
国
（
漢
土
）
の
学
問
に
お

け
る
考
証
学
的
研
究
は
清
朝
考
証
学
に
譲
り
、
日
本
の
古
典
や
歴
史
な
ど
に
関

す
る
考
証
学
的
研
究
を
別
の
研
究
領
域
と
す
る
よ
う
な
「
棲
み
分
け
」
が
成
立

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
古
学
」
に
触
発
さ
れ
た
考
証
学
的
研
究
は
よ
り
発
展

し
た
。
春
台
の
業
績
は
そ
の
狭
間
で
忘
れ
さ
ら
れ
た
が
、
日
本
で
開
花
し
た

「
古
文
系
漢
学
」
と
し
て
い
ま
一
度
再
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

注
⑴　

清
朝
考
証
学
を
「
漢
学
」
と
呼
ぶ
早
い
事
例
は
尾
藤
二
洲
の
『
素
餐
録
』
に
見
え

る
。『
素
餐
録
』
は
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
前

に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

中
国
（
漢
土
）
の
学
問
と
い
う
意
味
で
「
漢
学
」
を
使
用
す
る
の
は
、
広
瀬
淡
窓

の
『
遠
詩
樓　

詩
鈔
二
編
』
に
収
録
さ
れ
た
「
觀
唐
蘭
舘
有
作
二
首
」
が
早
い
事
例

で
あ
り
、
こ
れ
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
か
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
長

崎
を
訪
れ
た
時
の
作
品
で
あ
る
。

⑶　

井
上
哲
次
郎
の
『
日
本
古
学
派
之
哲
学
』（
冨
山
房
、
一
九
〇
二
）
で
は
、
山
鹿

素
行
の
学
統
と
し
て
吉
田
松
陰
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
武
士
道
に
関
し
て
新
渡

戸
稲
造
を
批
判
す
る
意
図
が
見
え
て
い
て
、
こ
の
あ
た
り
が
山
鹿
素
行
を
最
初
に

持
っ
て
き
た
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
。

⑷　

幼
児
期
か
ら
段
階
的
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
学
習
を
要
求
し
た
朱
子
学

と
、
精
神
的
な
修
養
に
よ
っ
て
内
在
さ
れ
た
徳
性
の
顕
現
を
主
張
し
た
陽
明
学
と
の

相
違
は
、
こ
う
し
た
宋
代
と
明
代
の
文
化
的
相
違
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

⑸　

訳
学
か
ら
古
文
辞
学
へ
の
移
行
と
明
代
の
大
衆
化
さ
れ
た
文
化
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、『
徂
徠
集 

序
類
２
』（
澤
井
ほ
か
訳
注
、
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
八
八
〇
、
二

〇
一
七
）
所
収
の
「
解
説

―
〈
方
法
〉
と
し
て
の
古
文
辞
学
再
考
」
お
よ
び
各
作

品
の
訳
注
を
参
照
の
こ
と
。

⑹　

徂
徠
と
春
台
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
小
島
康
敬
「
儒
教
的
世
界
像
の
崩
壊
と
太
宰

春
台
」（
同
『
徂
徠
学
と
反
徂
徠
学 

増
補
版
』
所
収
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
四
）
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以
来
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
藍
弘
岳
「
太
宰
春
台
と
徂
徠
学
の

再
構
成
」（『
思
想
』no.1112

、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
）
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

本
稿
は
藍
論
文
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

⑺　

春
台
の
『
論
語
古
訓
外
伝
』
に
関
し
て
は
、
白
石
真
子
「
注
釈 

太
宰
春
臺
『
論

語
古
訓
外
伝
』
訳
注
」（
1
）
～
（
5
）、『
漢
文
學
解
釋
與
研
究
』
第
2
号
～
6
号
、 

漢
文
學
研
究
會
、
一
九
九
九
～
二
〇
〇
三
）
を
参
照
の
こ
と
。

⑻　

春
台
は
『
聖
学
問
答
』
な
ど
で
、「
聖
人
の
道
」
を
実
現
す
る
に
は
日
本
社
会
が

あ
ま
り
に
も
隔
た
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
次
善
の
策
と
し
て
「
無
為
」、
す
な

わ
ち
こ
れ
ま
で
の
慣
習
に
従
っ
た
政
治
を
行
う
こ
と
の
方
が
へ
た
な
改
革
を
す
る
よ

り
も
よ
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
白
石
の
改
革
の
失
敗
を
意
識
し
た
徂
徠
の
主
張
を

踏
襲
し
た
理
解
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
春
台
の
方
が
「
無
為
」
を
強
調
す
る
。
春
台
の

場
合
、「
古
文
辞
」
よ
り
も
「
無
為
」
の
政
治
へ
の
関
心
か
ら
、『
老
子
』
な
ど
を
校

訂
し
て
出
版
す
る
と
い
う
「
漢
学
」
的
業
績
が
生
ま
れ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

⑼　

春
台
の
『
古
文
孝
経
』
に
つ
い
て
は
、
早
川
雅
子
「
太
宰
春
台
撰
『
古
文
孝
経
孔

氏
伝
』
に
お
け
る
孝
道
徳

―『
第
七 

孝
平
章
』
を
中
心
に 
」（『
哲
学
・
思
想
論
叢
』

第
1
号
、
筑
波
大
学
哲
学
思
想
学
会
、
一
九
八
二
）
を
始
め
と
す
る
同
氏
の
研
究
を

参
照
し
た
。


