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は
じ
め
に　

徂
徠
と
歴
史

徂
徠
に
お
け
る
「
歴
史
主
義
の
危
機
」

西
洋
と
東
洋
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
功
利
主
義
と
統
治

『
論
語
徴
』

利善権
力
交
替
と
い
う
問
題

エ
リ
ー
ト
功
利
主
義

『
論
語
徴
』
を
超
え
て

中
国
古
典
に
お
け
る
功
利
主
義
と
の
共
鳴

ま
と
め
：
徂
徠
の
功
利
主
義

―
エ
リ
ー
ト
主
義
と
権
威
主
義

訳
者
解
説
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は
じ
め
に　

徂
徠
と
歴
史

　

前
近
代
の
日
本
で
、
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
議
論
は
、
儒
学
者
荻
生
徂
徠
（
一
六
六

六
―
一
七
二
八
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た）（
（

。
徂
徠
は
、
想
像
力
を
働
か
せ
て
過
去
を
理
解
す
る
こ
と
は
現
在
を
理
解
す
る
の
に
不
可
欠
で

あ
る
と
信
じ
て
い
た
。「
さ
れ
ば
見
聞
広
く
事
実
に
行
わ
た
り
候
を
学
問
と
申
事
に
候
故
、
学
問
は
歴
史
に
極
ま
り
候
事
に
候
」（
徂
徠

先
生
答
問
書
）
と
徂
徠
は
い
う）（
（

。

　

歴
史
の
研
究
は
、
徂
徠
の
強
烈
な
知
的
創
造
性
と
論
争
喚
起
的
洞
察
力
を
か
き
た
て
た
。
徂
徠
に
と
っ
て
歴
史
こ
そ
が
、
人
格
的
道

徳
性
を
磨
き
上
げ
自
己
の
精
神
的
向
上
を
追
求
す
る
こ
と
よ
り
も
、
孔
子
の
教
え
を
学
ぶ
た
め
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
っ
た
。
徂
徠

は
、
言
語
そ
の
も
の
及
び
そ
の
言
語
を
用
い
て
過
去
を
記
録
し
た
テ
ク
ス
ト
は
歴
史
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
情
熱
的
と

も
い
え
る
信
念
を
抱
い
て
い
た
た
め
、
そ
の
学
問
は
言
語
学
的
な
傾
向
を
強
く
も
っ
て
い
た
。
徂
徠
は
、
そ
の
明
晰
な
思
考
、
傑
出
し

た
言
語
学
的
知
識
そ
し
て
中
国
古
典
へ
の
精
通
を
武
器
に
歴
史
の
研
究
に
取
り
組
ん
だ
。
徂
徠
自
身
の
厳
格
な
言
語
学
お
よ
び
文
献
学

的
方
法
論
を
基
礎
と
し
て
、
過
去
の
姿
を
思
い
描
く
こ
と
こ
そ
が
歴
史
研
究
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
中
国
古
典
の
『
管
子
』
に
あ
る
「
飛

耳
長
目
」
の
喩
え
を
引
用
し
た）（
（

。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
徂
徠
自
身
が
中
国
に
つ
い
て
で
あ
れ
日
本
に
つ
い
て
で
あ
れ
史
書
を
著
そ
う
と
力
を
注
い
だ
は
ず
で
あ
る
と
思
う

か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
、
柳
沢
吉
保
に
雇
わ
れ
て
い
た
若
い
時
分
に
、
一
七
〇
〇
年
か
ら
一
七
〇
五
年
に
か
け
て
、
中
国
の
王
朝
史

に
訓
点
を
つ
け
る
仕
事
に
徂
徠
は
携
わ
っ
た）（
（

。
徂
徠
が
中
国
お
よ
び
日
本
両
方
の
歴
史
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
実
際
は
、
井
田
制
や
度
量
衡
と
い
っ
た
個
別
的
な
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
論
考
を
別
に
す
れ
ば
、
意
外
な
こ
と
に
徂
徠
は
自
分

で
は
史
書
を
書
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
古
典
解
釈
で
あ
れ
自
身
の
属
す
る
社
会
を
立
て
直
す
た
め
の
提
言
で
あ

れ
、
徂
徠
の
著
作
に
は
歴
史
的
な
知
識
と
歴
史
的
変
化
へ
の
鋭
い
感
覚
が
充
溢
し
て
い
る
。
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徂
徠
の
歴
史
研
究
で
は
、
中
国
お
よ
び
日
本
の
歴
代
の
王
朝
で
行
わ
れ
た
制
度
変
革
（「
制
度
之
替）

（
（

」）
の
客
観
的
・
具
体
的
検
討
が

重
視
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
没
価
値
的
な
研
究
で
は
な
い
。
実
践
的
か
つ
政
治
的
な
狙
い
を
も
っ
て
遂
行
さ
れ
た
目
的
論
的
研
究
で

あ
る
。

故
に
今
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
必
ず
古
に
通
じ
、
古
に
通
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
は
必
ず
史
な
り
。
史
は
必
ず
志
に
し
て
、
し
か
る
の
ち
六

経
ま
す
ま
す
明
ら
か
な
り
。
六
経
明
ら
か
に
し
て
、
聖
人
の
道
に
古
今
な
し
。
そ
れ
然
る
の
ち
天
下
は
得
て
治
む
べ
し
。
故
に
君
子
は
必

ず
世
を
論
ず）

（
（

。
ま
た
た
だ
物
な
り）

（
（

。

　

こ
の
引
用
お
よ
び
そ
の
史
論
全
体
に
見
ら
れ
る
徂
徠
の
言
葉
に
は
二
重
の
企
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
と
は
研
究
の
対
象
で
あ

る
と
同
時
に
、
当
代
に
お
け
る
統
治
権
力
の
行
為
の
基
礎
と
な
る
。
こ
の
二
面
を
な
す
徂
徠
の
歴
史
観
に
対
し
て
、
近
年
学
問
的
な
関

心
は
高
か
っ
た）（
（

。
両
面
と
も
に
、
徂
徠
の
思
想
体
系
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
二
人
の
傑
出
し
た
研
究
者

の
見
方
は
こ
う
で
あ
る
。
丸
山
眞
男
の
極
め
て
影
響
力
の
あ
る
分
析
に
よ
れ
ば
、
徂
徠
こ
そ
は
固
有
の
研
究
対
象
と
し
て
の
「
歴
史
」

が
「
固
定
的
な
規
準
の
束
縛
を
脱
し
て
、
そ
の
自
由
な
展
開
が
可
能
な
ら
し
め
ら
れ
」
た
日
本
で
最
初
の
思
想
家
で
あ
る）（
（

。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
歴
史
の
主
体
と
し
て
の
人
間
の
役
割
と
い
う
新
た
な
見
方
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
丸
山
は
、
徂
徠
が
い
か
に
し
て
徳
川

日
本
で
隆
盛
と
な
っ
て
い
た
朱
熹
の
新
儒
学
の
特
徴
的
な
思
考
方
法
を
解
体
し
、
こ
の
歴
史
観
に
至
っ
た
の
か
を
論
じ
た
。
新
儒
学
の

伝
統
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
活
動
を
人
間
と
自
然
に
共
に
内
在
し
て
い
る
道
徳
的
な
「
道
」
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
評
価
す
る
。

対
照
的
に
、
徂
徠
は
「
道
」
を
は
る
か
過
去
に
お
い
て
超
人
的
な
存
在
が
制
作
し
た
も
の
と
見
な
す
。「
道
そ
れ
自
体
の
究
極
性
を
否

定
し
て
之
を
古
代
シ
ナ
に

―
複
数
的
で
は
あ
る
が

―
夫
々
一
回
的
に
出
現
し
た
人
格
に
依
拠
せ
し
め
、
そ
の
人
格
を
彼
岸
的
な
も

の
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
此

デ
イ
ー
ズ
ザ
イ
テ
イ
ヒ

岸
的
な
歴
史
は
固
定
的
な
規
準
の
束
縛
を
脱
し
て
、
そ
の
自
由
な
展
開
が
可
能
な
ら
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し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る）（0
（

」。
西
洋
自
由
主
義
的
観
点
か
ら
論
じ
る
丸
山
に
よ
れ
ば
、
徂
徠
の
歴
史
主
義
が
少
な
く
と
も
可
能
性
と
し
て

切
り
開
い
た
の
は
、
道
徳
的
教
訓
を
単
純
か
つ
直
接
的
に
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
動
き
を
自
律
的
な
人
間
が
支
配
す
る
と
い
う

「
近
代
的
」
な
意
味
付
け
で
あ
る
。「
か
く
て
政
治
は
修
身
斉
家
の
単
な
る
延
長
た
る
地
位
を
、
歴
史
は
教
訓
の
『
か
が
み
』
た
る
地
位

を
、
文
学
は
勧
善
懲
悪
の
手
段
た
る
地
位
を
そ
れ
ぞ
れ
脱
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
う
し
て
第
一
の
も
の
に
は
『
安
民
』、
第
二
の
も

の
に
は
『
実
証
』、
第
三
の
も
の
に
は
『
物
の
あ
は
れ
』
と
い
う
固
有
の
価
値
基
準
が
与
へ
ら
れ
た）（（
（

」。

　

歴
史
が
当
代
に
対
し
て
実
践
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
徂
徠
の
信
念
に
つ
い
て
は
、
近
年
で
は
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
が
論
じ
て

い
る
。
ナ
ジ
タ
の
徂
徠
論
で
は
、
歴
史
は
、
王
朝
の
衰
亡
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
秩
序
を
再
び
構
築
す
る
た
め
の

基
本
的
な
前
提
」
で
あ
り
、
当
代
の
政
治
的
設
計
の
基
礎
と
な
る
。
ナ
ジ
タ
は
、「
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
個
人
の
生
を

育
む
原
理
」
と
し
て
こ
の
秩
序
構
築
と
統
治
と
い
う
活
動
を
位
置
づ
け
る
。
ナ
ジ
タ
に
よ
れ
ば
、
徂
徠
の
歴
史
と
政
治
に
つ
い
て
の
思

想
は
、「
歴
史
研
究
者
が
た
い
て
い
は
否
定
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
」、「
彼
が
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
楽
観
的
な
思
想
家
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
」。
ナ
ジ
タ
は
徂
徠
の
政
治
思
想
を
高
く
評
価
し
て
い
る）（2
（

。
実
に
、
ナ
ジ
タ
は
、「
徂
徠
の
思
想
が
近
代
日
本
の
政
治

的
言
説
に
お
い
て
反
響
を
生
み
出
し
続
け
て
き
た
」
と
い
う）（1
（

。

　

本
論
考
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
近
年
の
徂
徠
擁
護
論
と
は
や
や
異
な
る
徂
徠
像
を
提
示
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
基
礎
的
な
哲
学

的
前
提
に
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
徂
徠
の
歴
史
思
想
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
徂
徠
の
思
想
の
近
代
性
と
い
っ
た
広
い
問
題
に
つ
い
て

よ
り
も
、
そ
の
内
部
の
構
造
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
徂
徠
は
歴
史
主
義
者
で
あ
っ
た）（1
（

、
す
な
わ
ち
、
古
代
の
儒

学
が
提
示
す
る
制
度
と
用
語
法
と
が
、
常
に
変
化
し
て
や
ま
な
い
歴
史
的
状
況
に
応
答
し
あ
る
い
は
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
強

い
信
念
を
徂
徠
は
抱
い
て
い
た
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
徂
徠
の
そ
の
歴
史
主
義
が
、「
歴
史
主
義
の
危
機）（1
（

」
と
呼
ば
れ
る
困
難
な
問

題
の
一
つ
の
型
を
示
し
て
い
た
と
い
う
の
が
本
論
の
主
張
で
あ
る
。
徂
徠
に
と
っ
て
歴
史
主
義
の
危
機
の
解
決
策
と
し
て
提
唱
さ
れ
た

の
は
、
逆
説
的
に
も
、「
聖
人
の
道
」
の
超
越
的
か
つ
普
遍
的
な
価
値
に
対
す
る
信
仰
の
表
明
と
同
時
に
、
こ
の
「
道
」
を
論
じ
記
録
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し
た
歴
史
的
史
料
へ
の
熟
達
し
た
理
解
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
綿
密
な
テ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
に
心
血
を
注
ぐ
こ
と
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
立
場
に
は
困
難
が
伴
う
。
そ
こ
で
徂
徠
は
自
己
の
思
想
に
第
三
の
要
素
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
主

張
を
補
っ
た
。
す
な
わ
ち
帰
結
主
義
的
道
徳
論
、
功
利
主
義
的
価
値
、
お
よ
び
功
利
主
義
的
「
善
」
概
念
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
功

利
性
と
い
う
価
値
は
、
現
実
に
お
い
て
、
絶
対
的
・
超
越
的
な
も
の
と
、
相
対
的
・
歴
史
的
な
も
の
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

徂
徠
に
と
っ
て
、
エ
リ
ー
ト
主
義
的
な
統
治
の
功
利
主
義
は
、
彼
の
徹
底
的
な
歴
史
主
義
を
補
強
し
、
ま
た
そ
れ
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

役
目
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
西
洋
哲
学
の
言
い
回
し
を
使
う
な
ら
ば
、
徂
徠
は
、
新
儒
学
の
世
界
観
に
強
く
現
れ
る
道
徳
の
義
務
論

的
正
当
化
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
行
為
は
そ
れ
自
体
自
明
的
に
正
し
い
と
す
る
見
方
を
否
定
し
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
か
わ
り
に

徂
徠
が
採
っ
た
の
は
、
行
為
を
そ
の
結
果
か
ら
判
断
す
る
帰
結
主
義
的
道
徳
説
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
功
利
主
義
的
思
考
の
型
を
、
徂

徠
は
儒
学
の
経
典
、
と
り
わ
け
孔
子
（
前
五
五
二
ま
た
は
五
一
―
前
四
七
九
）
の
『
論
語
』
に
基
礎
づ
け
た
。『
弁
道
』・『
弁
名
』
と
い

う
著
作
で
、
彼
の
功
利
主
義
は
よ
り
一
層
の
展
開
を
み
た
。
ま
た
そ
の
功
利
主
義
は
、
徂
徠
自
身
の
同
時
代
に
お
い
て
い
か
な
る
政
治

的
行
為
が
望
ま
し
い
か
を
判
断
す
る
支
え
と
な
っ
た
。『
太
平
策
』、『
政
談
』、『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
と
い
っ
た
同
時
代
の
日
本
社
会

の
在
り
方
に
関
す
る
著
作
に
は
、
そ
の
功
利
主
義
が
貫
か
れ
て
い
る
。
功
利
主
義
を
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
政
治
的
管
理
と
と
ら
え
る
立
場

か
ら
は
批
判
的
な
眼
を
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
な
危
う
さ
の
色
合
い
を
、
統
治
の
哲
学
と
し
て
の
徂
徠
の
功
利
主

義
は
抱
え
て
い
る
。

　

本
論
の
狙
い
は
、
徂
徠
の
思
想
を
功
利
主
義
と
し
て
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
徂
徠
自
身
の
著
述
で
根
拠
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
主

要
な
テ
ー
マ
は
二
点
あ
る
。
す
な
わ
ち
徂
徠
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
歴
史
主
義
、
お
よ
び
、
あ
る
意
味
で
そ
の
歴
史
主
義
か
ら
生
み
出
さ

れ
、
ま
た
歴
史
主
義
を
一
層
強
め
た
と
も
い
え
る
功
利
主
義
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
ま
ず
徂
徠
の
歴
史
主
義
か
ら
生
じ
た
構
造
的
問
題

を
特
に
扱
い
な
が
ら
、
徂
徠
の
学
問
的
成
熟
期
に
お
け
る
歴
史
思
想
の
全
体
的
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
。
次
に
、
徂
徠

の
学
問
的
主
著
と
い
え
る
『
論
語
徴
』
を
主
材
料
と
し
て
、
そ
の
功
利
主
義
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
徂
徠
の
功
利
主
義
の
よ
り
大
き
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な
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
古
代
中
国
の
功
利
主
義
的
思
想
と
い
え
る
墨
子
（
前
四
七
〇
頃
―
前
三
九
〇
頃
）
の
影
響
の
可
能
性

に
つ
い
て
も
論
じ
る
。
こ
う
い
っ
た
検
討
は
、
近
年
の
徂
徠
研
究
が
高
く
評
価
し
て
き
た
徂
徠
自
身
の
学
問
的
達
成
の
大
き
さ
を
、
低

く
見
積
も
ろ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
新
し
い
歴
史
的
状
況
に
対
処
す
る
た
め
に
、
古
代
の
諸
思
想
を
組
み
直
し
、
統
合
さ
れ
た
思

想
を
組
み
上
げ
る
こ
と
は
、
根
本
的
に
全
く
新
し
い
理
論
を
作
り
出
す
こ
と
に
決
し
て
劣
ら
ず
、
独
創
性
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。

徂
徠
に
お
け
る
「
歴
史
主
義
の
危
機
」

　

孔
子
自
身
か
ら
始
ま
っ
て
、
儒
学
者
は
歴
史
に
関
心
を
持
ち
続
け
て
き
た
。
時
間
は
制
度
と
社
会
に
大
き
な
変
化
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
皆
知
っ
て
い
た）（1
（

。
と
こ
ろ
が
新
儒
学
で
は
過
去
に
対
す
る
厳
格
に
道
徳
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
に
と
っ
て
歴
史
と
い
う
の
は
、
後
に
な
っ
て
道
徳
的
判
断
を
下
す
課
題
の
遂
行
で
あ
り
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
時
間
的
な
推
移
の
中

で
生
起
す
る
出
来
事
の
動
態
的
あ
る
い
は
発
展
的
な
様
相
を
無
視
す
る
と
い
う
点
で
は
、
総
じ
て
非
歴
史
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
歴
史
は
自
然
の
秩
序
の
一
部
と
な
り
、
不
変
的
絶
対
的
道
徳
性
で
あ
る
「
道
」
の
侍
女
と
な
っ
た
。
徂
徠
自
身
は
、
こ
の
新
儒
学

的
歴
史
観
か
ら
、
自
己
の
歴
史
観
を
き
っ
ぱ
り
訣
別
さ
せ
た
。
特
に
、
朱
熹
の
編
に
な
る
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
に
代
表
さ
れ
る
、
朱
熹

の
再
構
成
的
な
史
論
こ
そ
が
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
を
代
表
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
を
攻
撃
し
た
。

其
上
綱
目
之
議
論
は
、
印
判
に
て
押
た
る
ご
と
く
、
格
［
規
格
］
定
ま
り
道
理
一
定
し
て
お
し
か
た
［
押
方
。
物
事
の
や
り
方
の
こ
と
］
極

ま
り
申
候
。
天
地
も
活
物
に
候
、
人
も
活
物
に
候
を
、
縄
な
ど
に
て
縛
り
か
ら
げ
た
る
ご
と
く
見
候
は
、
誠
に
無
用
之
学
問
に
て
、
た
だ

人
の
利
口
を
長
じ
候
ま
で
に
て
御
座
候
故
、
事
実
計
之
資
治
通
鑑
は
る
か
に
勝
り
申
候）

（7
（

。
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徂
徠
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
を
朱
熹
の
も
の
と
し
た
上
で
、
そ
れ
に
対
し
て
、「
道
」
と
は
自
然
に
内
在
す
る
不
変
の
法
則
の
体
系
と

は
異
な
る
と
主
張
す
る
。「
道
」
と
は
人
が
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
個
々
の
要
素
は
歴
史
的
条
件
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た

歴
史
的
変
化
と
そ
れ
へ
の
適
応
を
避
け
ら
れ
な
い
。「
け
だ
し
道
な
る
者
は
、
堯
舜
の
立
つ
る
所
に
し
て
、
万
世
こ
れ
に
因
る
。
然
れ

ど
も
ま
た
、
時
に
随
ひ
て
変
易
す
る
者
あ
り
。
故
に
一
代
の
聖
人
は
、
更
定
す
る
所
あ
り
、
立
て
て
以
て
道
と
な
し
、
し
か
う
し
て
一

代
の
君
臣
こ
れ
に
由
り
て
以
て
行
ふ）（1
（

」。

　

こ
の
よ
う
に
歴
史
と
い
う
も
の
か
ら
厳
格
な
道
徳
的
分
類
や
直
接
的
な
道
徳
的
意
味
付
け
を
取
り
除
く
べ
き
だ
と
し
た
ら
、
す
で
に

変
化
を
経
た
歴
史
的
現
在
に
と
っ
て
、
儒
学
の
経
典
に
い
っ
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
付
け
の
道
徳
的
審
判
と
し
て
歴

史
を
扱
う
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
徂
徠
は
儒
学
の
経
典
の
画
期
的
な
読
解
に
至
っ
た
。
徂
徠
は
儒
学
の
経
典
の
捉
え
方
を
刷
新

し
、
歴
史
化
し
た
の
で
あ
る
。
徂
徠
に
と
っ
て
、
も
は
や
儒
学
の
経
典
は
、
新
儒
学
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
直
接
的
か
つ
あ
か
ら
さ
ま

な
道
徳
的
指
示
の
詰
ま
っ
た
も
の
で
も
、
ま
た
理
想
化
さ
れ
た
聖
人
に
至
る
啓
示
で
も
な
か
っ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
徂

徠
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
自
己
修
養
と
社
会
で
の
振
る
舞
い
に
お
け
る
道
徳
的
基
礎
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
と
さ
れ
る
「
四
書
」（『
論

語
』、『
孟
子
』、『
大
学
』、『
中
庸
』）
中
心
主
義
か
ら
離
脱
し
た
。
そ
し
て
む
し
ろ
「
六
経
」（『
詩
』、『
書
』、『
易
』、『
楽
』、『
春
秋
』、

『
礼
』）
を
重
視
し
た
。「
六
経
」
は
何
よ
り
も
、
古
代
中
国
の
聖
人
君
主
に
よ
る
統
治
の
在
り
方
を
歴
史
的
に
記
し
た
も
の
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
徂
徠
自
身
は
歴
史
家
た
る
こ
と
を
本
領
と
は
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
歴
史
の
在
り
方
の
領
域
を
拡
大

し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
に
は
問
題
も
あ
っ
た
。
新
儒
学
で
は
永
遠
の
、
人
間
に
内
在
的
な
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
道
徳
的

規
範
は
、
も
は
や
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
制
作
物
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
こ
の
歴
史
主
義
は
現

在
と
ど
う
立
ち
向
か
う
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
歴
史
的
産
物
と
さ
れ
た
と
は
い
え
、
や
は
り
規
範
性
を
内
包
し

て
い
る
儒
学
経
典
か
ら
考
察
さ
れ
る
古
代
は
、
歴
史
的
変
化
を
経
た
あ
と
の
十
八
世
紀
日
本
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ

う
か
。
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若
干
の
条
件
の
違
い
を
認
め
る
な
ら
ば
、
徂
徠
の
思
想
的
な
立
場
が
引
き
起
こ
す
困
難
は
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
起
き
た
こ
と
と
似
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、「
そ
れ
ま
で
は
絶
対
不
変
の
人
間
的
価
値
と
さ
れ
て
き
た
も

の
を
、
歴
史
的
に
、
す
な
わ
ち
相
対
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
総
体
と
し
て
の
現
実
世
界
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」

が
、
そ
の
結
果
、「
価
値
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
を
招
来
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、「
人
類
は
流
転
す
る
海
に
投
げ
出
さ
れ
、
時
間

と
呼
ば
れ
る
神
学
的
観
念
の
な
す
が
ま
ま
に
な
り
、
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
し
か
見
え
な
い
価
値
に
従
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）（1
（

」。

同
じ
よ
う
に
、
徂
徠
の
主
張
に
よ
れ
ば
、「
道
」
は
人
の
制
作
物
で
あ
り
、
歴
史
的
状
況
に
応
答
す
る
よ
う
個
別
の
特
性
を
含
ん
で
い

る
。
従
っ
て
、
人
類
の
自
然
的
性
質
に
起
因
す
る
一
定
の
共
通
的
反
応
を
別
に
す
れ
ば）20
（

、
道
徳
と
は
、
特
に
儒
学
の
経
典
に
記
さ
れ
た

政
治
的
道
徳
は
、
歴
史
的
状
況
に
深
く
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
徂
徠
は
考
え
た
。
も
し
も
そ
れ
が
後
世
に
お
い
て
規
範
的
な
価
値
を

保
持
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
必
ず
そ
の
価
値
は
実
際
状
況
と
照
ら
さ
れ
、
そ
の
適
切
さ
が
証
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
、
明
示
的
な
議
論
と
し
て
は
、
徂
徠
は
こ
の
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
に
対
し
て
、
主
と
し
て
二
つ
の
答
え
方
を
し
て
い
る
。
一

つ
は
、
あ
ら
た
め
て
経
典
を
尊
重
し
な
が
ら
も
そ
の
方
法
が
異
な
る
よ
う
な
や
り
方
で
あ
る
。
徂
徠
は
聖
人
自
身
の
人
格
と
そ
こ
か
ら

生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
道
」
に
注
意
を
集
中
す
る
。「
道
」
の
権
威
が
徂
徠
の
主
張
す
る
歴
史
主
義
に
よ
っ
て
何
か
弱
め
ら

れ
か
ね
な
い
と
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
埋
め
合
わ
せ
、
ま
た
そ
の
権
威
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
徂
徠
は
皮
肉
に

も
、
聖
人
の
能
力
と
そ
れ
が
生
み
出
し
た
「
道
」
が
時
代
を
超
え
る
こ
と
を
強
調
し
た
。「
聖
人
の
道
に
古
今
な
し
」。
徂
徠
の
主
張
に

よ
れ
ば
、「
道
」
は
徂
徠
の
時
代
に
と
っ
て
も
、
あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
時
に
も
同
時
代
的
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る）2（
（

。『
弁
名
』
で
は
、

「
も
し
聖
人
の
教
へ
今
の
世
の
宜
し
き
に
合
せ
ず
ん
ば
、
す
な
は
ち
ま
た
聖
人
に
非
ず
。
故
に
学
者
い
や
し
く
も
能
く
一
意
に
聖
人
の

教
へ
に
遵
ひ
、
こ
れ
に
習
ふ
こ
と
久
し
く
、
こ
れ
と
化
せ
ば
、
し
か
る
の
ち
能
く
聖
人
の
教
へ
の
万
世
に
亘
り
て
、
得
て
易
ふ
べ
か
ら

ざ
る
者
あ
る
を
見
る
な
り）22
（

」
と
徂
徠
は
記
し
て
い
る
。
そ
の
他
、『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
で
徂
徠
は
、
仏
教
に
お
け
る
釈
迦
へ
の
信
仰

に
匹
敵
し
う
る
も
の
と
い
う
ほ
ど
ま
で
、
聖
人
へ
の
信
仰
が
強
い
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る）21
（

。
さ
ら
に
は
「
道
」
の
聖
な
る
、
宗
教
的
と
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も
い
え
る
位
置
を
主
張
す
る
に
い
た
る
。「
故
に
古
よ
り
聖
帝
・
明
王
、
み
な
天
に
法の
っ
とり

て
天
下
を
治
め
、
天
道
を
奉
じ
て
以
て
そ
の

政
教
を
行
ふ）21
（

」。
し
た
が
っ
て
「
聖
人
は
、
功
徳
、
天
の
ご
と
し
。
故
に
こ
れ
を
天
に
配
す
」
と
す
る）21
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
言

わ
れ
る
「
聖
人
」
と
「
天
」
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
世
界
を
統
御
す
る
聖
な
る
力
の
基
礎
は
、
聖
人
な
ら
で
は
の
特
殊
な
能
力
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
通
常
の
人
間
の
理
解
能
力
で
は
天
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
徂
徠
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る）21
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
徂
徠
に
よ
る
「
道
」
の
聖
化
は
、
朱
子
学
批
判
と
い
う
動
機
に
も
、
部
分
的
に
基
づ
い
て
い
る
。
丸
山
眞
男
が
鋭
く
指

摘
し
た
と
お
り
、
儒
学
の
再
検
討
を
主
張
し
た
徂
徠
は
、
朱
子
学
の
「
合
理
主
義
」
と
、
そ
れ
が
強
調
す
る
、
聖
人
へ
と
自
己
を
陶
冶

す
る
た
め
の
「
合
理
的
」
な
方
法
論
を
否
定
し
た
か
ら
で
あ
る）27
（

。
徂
徠
が
主
張
す
る
天
の
不
可
知
性
は
、「
合
理
主
義
」
の
否
定
と
と

も
に
、
本
論
の
考
察
全
体
の
文
脈
に
お
い
て
よ
り
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、「
道
」
を
歴
史
化
す
る
こ
と
で
そ
の
権
威
を
高
め
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
に
伴
う
狙
い
と
し
て
、
儒
学
が
目
指
す
も
の
の
高
大
さ
を
一
層
強
調
し
、
道
を
学
ぶ
あ
ら

ゆ
る
者
は
自
己
陶
冶
に
精
進
す
べ
し
と
い
う
朱
子
学
の
主
張
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
に
、
別
の
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
批

判
的
吟
味
を
経
た
実
証
的
な
研
究
を
、
徹
底
し
て
精
緻
に
ま
た
生
涯
を
か
け
て
お
こ
な
う
こ
と
が
、
信
仰
の
対
象
で
あ
る
「
道
」
へ
の

学
問
的
到
達
の
方
法
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
と
徂
徠
は
主
張
し
た
。

　

た
だ
し
実
際
に
は
、「
歴
史
主
義
の
危
機
」
に
対
す
る
徂
徠
の
二
通
り
の
対
処
方
法
は
結
局
問
題
を
先
送
り
し
た
と
見
な
す
こ
と
も

で
き
る
。「
道
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
徂
徠
の
逆
説
的
な
仮
説
は
、
信
仰
の
対
象
が
正
確
に
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た

学
問
の
適
切
な
目
標
及
び
方
法
は
何
か
と
い
う
問
題
を
生
み
出
し
て
し
ま
う）21
（

。
聖
人
の
遺
し
た
も
の
は
、
後
世
に
何
と
か
応
用
す
る
こ

と
の
で
き
る
客
観
的
な
制
度
に
よ
っ
て
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？　

あ
る
い
は
そ
れ
を
書
物
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
後
世
の
学
者

が
到
達
す
る
精
神
態
度
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
れ
と
も
そ
れ
は
た
だ
天
に
恭
順
す
る
宗
教
的
態
度
な
の
だ
ろ
う
か
？　

儒
学
者
は

何
を
学
べ
ば
よ
い
の
か
？　

も
し
復
興
で
き
た
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
聖
人
の
遺
制
は
首
尾
一
貫
し
て
い
て
ま
た
正
統
性
の
あ

る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
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こ
の
問
題
は
現
代
の
研
究
者
の
間
で
以
下
の
よ
う
な
論
争
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
っ
た
い
徂
徠
は
、
後
世
の
体
制

を
設
立
し
た
者
が
学
び
応
用
す
べ
き
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
客
観
的
方
法
を
記
し
た
も
の
と
し
て
経
典
を
と
ら
え
て
い
た
の
か
？　

あ
る

い
は
も
っ
と
何
か
主
観
的
な
も
の
、
田
原
嗣
郎
が
い
う
よ
う
に
、「
道
」
の
制
作
に
あ
た
っ
て
の
「
先
王
の
主
体
的
精
神）21
（

」
と
い
っ
た

も
の
を
経
典
は
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
徂
徠
自
身
は
二
通
り
の
議
論
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
田
原

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
徂
徠
は
実
在
の
歴
史
的
制
度
自
体
が
規
範
で
あ
る
と
見
な
す
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
種
の
復
古
主
義
者
で
あ
る）10
（

。

故
に
徂
徠
は
『
詩
』
と
『
書
』
を
「
義
の
府
」
で
あ
る
と
い
う）1（
（

。
徂
徠
は
「
義
」
を
「
礼
」
の
具
体
的
な
構
成
要
素
を
な
す
も
の
と
定

義
し
、
そ
れ
は
「
宜
」［“the appropriate” or “propriety”

］
で
あ
り
、「
事
を
制
」
し
、「
変
に
応
」
じ
る
も
の
で
あ
る）12
（

。
つ
ま
り

「
六
経
」
に
は
実
際
に
事
物
を
制
御
す
る
た
め
の
具
体
的
な
制
度
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
太
平
策
』
で
は
、
学
問
と

い
う
も
の
は
具
体
的
な
も
の
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
る
探
求
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

大
量
の
人
、
飛
耳
長
目
の
道
を
以
て
、
古
の
聖
人
の
制
度
と
、
漢
唐
宋
明
の
制
度
と
、
吾
国
上
古
の
制
度
と
、
今
日
の
制
度
と
、
つ
き
合

せ
見
る
と
き
は
、
昔
な
く
て
今
あ
る
こ
と
、
昔
あ
り
て
今
な
き
こ
と
、
明
ら
か
に
知
る
る
故
、
当
世
の
な
り
か
た
ち
見
ゆ
る
な
り
。
当
世

の
な
り
か
た
ち
見
ゆ
る
と
き
は
、
病
の
あ
り
所
明
白
也）

11
（

。

そ
れ
な
ら
、
経
典
か
ら
過
去
の
制
度
の
在
り
方
を
直
接
明
ら
か
に
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。『
書
経
』
の
正
し
い
注
釈
を
徂
徠
自
身
が
著

せ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
徂
徠
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。
徂
徠
研
究
者
の
今
中
寛
司
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
歯
切
れ
の

悪
い
意
見
を
述
べ
て
お
り
、「
徂
徠
先
生
の
よ
う
な
大
物
」
で
さ
え
そ
の
よ
う
な
大
そ
れ
た
課
題
に
は
尻
込
み
し
た
か
、
単
に
と
り
か

か
る
意
欲
を
も
た
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
自
分
は
そ
の
よ
う
な
力
量
を
も
っ
て
い
な
い
と
悔
や
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う）11
（

。
あ

る
い
は
、
日
本
社
会
に
対
す
る
現
実
的
判
断
の
た
め
に
、
う
わ
べ
だ
け
の
、
あ
る
い
は
逆
に
原
理
主
義
的
な
復
古
主
義
の
シ
ナ
リ
オ
を
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提
示
す
る
こ
と
を
徂
徠
は
た
め
ら
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
た
と
え
ば
後
の
『
政
談
』
に
お
け
る
社
会
の
立
て
直
し
の
提

言
に
あ
る
よ
う
に
、
儒
教
の
経
典
か
ら
「
大
綱
」
と
い
う
普
遍
的
な
目
標
を
引
き
出
す
ま
で
に
は
、
い
く
ら
か
た
ど
る
べ
き
道
の
り
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

去
ば
上
下
の
困
窮
を
救
ふ
道
と
て
別
に
奇
妙
な
る
妙
術
も
な
し
。
唯
古
の
聖
人
の
仕
方
に
は
有
て
、
今
の
代
に
は
闕
た
る
こ
と
ど
も
あ

り
。
是
を
考
て
改
む
る
に
し
く
は
な
し
。
夫
は
如
何
様
の
こ
と
ぞ
と
言
に
、
古
の
聖
人
の
法
の
大
綱
は
、
上
下
万
人
を
皆
土
に
在
着
け

て
、
其
上
に
礼
法
の
制
度
を
立
る
こ
と
、
是
治
の
大
綱
也）

11
（

。

だ
が
、
徂
徠
は
そ
れ
以
上
経
典
か
ら
普
遍
的
な
政
治
的
知
恵
を
抽
出
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

他
方
で
、
別
の
、
よ
り
主
観
的
な
方
法
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
前
提
と
な
る
の
は
、
経
典
の
研
究
に
よ
っ
て
、

そ
の
主
体
の
心
の
状
態
が
、
自
身
の
直
面
す
る
時
代
に
お
け
る
正
し
い
政
治
的
あ
る
い
は
道
徳
的
選
択
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
徂
徠
の
時
代
で
は
、
こ
の
達
成
の
た
め
に
二
つ
の
方
法
が
あ
り
得
た
。
一
つ
は
、
聖
人
の
意
図
は
理
解
可
能
で

あ
り
、
自
己
陶
冶
に
よ
っ
て
、「
道
」
を
学
ぶ
者
は
自
己
の
時
代
の
問
題
に
対
し
て
も
、
聖
人
と
同
じ
能
力
を
も
っ
て
そ
れ
に
対
処
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
、
型
ど
お
り
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
儒
学
的
方
法
で
あ
る
。
中
国
の
「
心
学
」
あ
る
い
は
王
陽
明
に
そ

の
例
を
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
で
あ
り
、
徂
徠
は
こ
れ
に
対
し
厳
し
い
批
判
者
で
あ
っ
た）11
（

。
日
本
で
は
こ
の
方
法
は
、
徂
徠
よ
り
も
前

の
世
代
の
、
中
江
藤
樹
お
よ
び
熊
沢
蕃
山
と
い
っ
た
「
心
学
」
者
に
見
ら
れ
る
。
徂
徠
は
、
こ
の
自
己
陶
冶
と
い
う
方
法
を
根
本
的
に

嫌
悪
し
て
お
り
、
聖
人
に
学
ん
で
至
る
と
い
う
新
儒
学
的
発
想
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
た）17
（

。
徂
徠
は
、
後
世
の
者
が
聖
人
の
心
を
直
接

理
解
で
き
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
聖
人
の
心
を
理
解
で
き
る
の
は
聖
人
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
弁
名
』
に

は
、「［
聖
人
の
］
徳
の
神
明
に
し
て
測
ら
れ
ざ
る
は
、
あ
に
得
て
窺
ふ
べ
け
ん
や
」
と
記
し
て
い
る）11
（

。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
し
て
、
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聖
人
の
「
心
」
は
「
古
」
を
学
ぶ
者
が
議
論
す
べ
き
対
象
で
は
な
い
。「
心
を
以
て
し
て
聖
人
を
論
ず
る
は
、
孔
門
の
意
に
あ
ら
ず
」

（『
論
語
徴
』
三
／
三
五
〇
／
六
七
二）

11
（

）。
と
は
い
え
、
徂
徠
は
時
折
こ
の
立
場
を
崩
し
て
み
せ
る
こ
と
が
あ
る
。『
弁
名
』
で
は
、「［
孔
子

が
］
そ
の
一
二
、
門
人
と
礼
楽
を
言
ふ
所
の
者
も
て
、［
聖
人
に
よ
る
］
制
作
の
心
は
、
得
て
窺
ふ
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る）10
（

。
常
人
が
聖

人
の
「
心
」
あ
る
い
は
「
徳
」
を
理
解
で
き
る
の
か
、
で
き
る
と
し
た
ら
ど
の
程
度
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
徂
徠
の
議
論
に

は
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
る）1（
（

。

　

徂
徠
の
主
張
で
、
こ
れ
よ
り
も
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
点
は
、「
古
」
を
学
ぶ
こ
と
で
、
聖
人
の
「
心
」
に
直
接
触
れ
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
、
学
ぶ
者
の
心
の
内
部
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
こ
の
変

化
を
自
発
的
な
、
あ
る
い
は
「
自
然
」
な
も
の
と
呼
び
、
継
続
的
な
努
力
に
よ
っ
て
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
達
成
さ
れ
る
転
換
で
あ

る
と
い
う）12
（

。「
学
者
い
や
し
く
も
能
く
一
意
に
聖
人
の
教
へ
に
遵
ひ
、
こ
れ
に
習
ふ
こ
と
久
し
く
、
こ
れ
と
化
せ
ば
、
し
か
る
の
ち
能

く
聖
人
の
教
へ
の
万
世
に
亘
り
て
、
得
て
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
者
あ
る
を
見
る
な
り）11
（

」。

　
『
太
平
策
』
の
始
め
の
部
分
で
、「
聖
人
の
道
」
を
学
ぶ
こ
と
は
、
時
間
を
か
け
て
「
い
つ
の
ま
に
か
は
移
り
け
ん
」
と
い
っ
た
過
程

で
あ
る
と
い
う
。

学
問
の
道
は
俗
語
詩
文
章
よ
り
学
び
入
り
て
、
異
国
の
人
の
詞
を
知
り
、
歴
史
を
学
び
て
、
代
々
の
制
度
風
俗
の
違
を
知
り
、
上
代
の
書

を
学
び
て
、
古
今
の
詞
に
違
あ
る
こ
と
を
知
り
、
六
経
に
心
を
潜
め
て
、
聖
人
の
教
に
熟
す
れ
ば
、
其
詞
其
わ
ざ
に
習
染
む
間
に
、
い
つ

と
な
く
吾
心
あ
わ
ひ
も
移
り
行
き
、
知
恵
の
は
た
ら
き
も
お
の
づ
か
ら
に
聖
人
の
道
に
違
は
ず
な
り
て
、
其
後
、
今
の
世
の
あ
り
さ
ま
を

み
れ
ば
、
天
下
国
家
を
治
む
る
道
も
、
掌
を
指
す
が
如
く
に
な
る
こ
と
な
り
。
さ
れ
ど
も
是
は
儒
者
の
学
問
に
て
、
一
生
の
精
力
を
用
ひ

ざ
れ
ば
、
た
や
す
く
は
な
り
が
た
き
こ
と
な
り）

11
（

。
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確
か
に
こ
こ
で
は
、
聖
人
の
「
心
」
を
我
が
物
と
で
き
る
と
い
っ
た
主
張
は
な
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
理
的
な
含
意

は
、
客
観
的
な
制
度
と
し
て
の
「
道
」
に
埋
め
込
ま
れ
た
動
機
お
よ
び
企
図
を
い
く
ら
か
は
理
解
し
、
聖
人
の
制
度
の
背
後
に
あ
る
思

慮
に
学
問
に
よ
っ
て
接
近
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
徂
徠
は
「
先
王
の
礼
」
に
対
す
る
客
観
的
接
近
方
法
と
主
観
的
接
近
方
法
の
両
方
を
検
討
し
て
い
た
が
、
あ
る

地
点
か
ら
先
に
踏
み
込
も
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
道
」
を
学
び
、
そ
し
て
「
道
」
を
再
興
す
る
と
い
う
方
法
論
は
、
直
感

的
に
も
実
践
的
に
も
納
得
し
や
す
い
と
は
い
え
る
。
そ
の
学
問
方
法
を
実
際
に
お
こ
な
う
道
筋
が
了
解
し
や
す
い
提
言
で
あ
る
。
ケ
イ

ト
・
ナ
カ
イ
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
先
王
の
制
度
」
の
事
績
は
、
現
代
の
言
葉
で
い
え
ば
「
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
ー
」
と
し
て

例
示
的
な
模
範
と
な
る）11
（

。
し
か
し
、
あ
る
決
定
的
な
所
で
、
歴
史
主
義
の
危
機
を
ど
う
克
服
す
る
か
に
つ
い
て
の
徂
徠
の
解
答
は
、
わ

か
り
づ
ら
い
、
合
理
的
で
な
い
、
矛
盾
を
は
ら
む
、
あ
る
い
は
神
秘
的
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
信
」
お
よ
び
超
越
的
な
「
道
」

の
観
念
は
哲
学
的
と
い
う
よ
り
は
宗
教
的
で
す
ら
あ
る
。
徂
徠
に
と
っ
て
、
天
は
聖
人
の
行
為
に
と
っ
て
基
盤
で
あ
り
拘
束
力
と
も
な

る
も
の
で
あ
る
が
、
知
的
な
方
法
で
は
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
学
ぶ
者
は
、「
自
然
」

に
「
い
つ
の
ま
に
か
」
理
解
に
到
達
す
る
し
か
な
い
、
理
性
的
分
析
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
い
わ
ば
、
そ
れ
を
確
実
に
掴
め
る
と

は
主
張
し
が
た
い
性
質
を
持
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

徂
徠
の
思
想
の
中
核
に
は
、
理
性
の
宙
づ
り
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
り
、
知
の
主
体
と
対
象
と
の
間
の
空
隙
、
主
観
と
客
観
を

截
然
と
区
別
で
き
な
い
、
落
ち
着
き
の
悪
い
空
間
が
存
在
し
て
い
る
。
新
儒
学
的
合
理
主
義
を
拒
絶
し
、「
道
」
の
超
越
性
を
強
調
し

よ
う
と
す
る
挑
戦
的
な
指
向
は
、
徂
徠
を
袋
小
路
的
困
難
に
追
い
込
ん
だ
と
も
い
え
る
。
特
定
の
伝
統
に
と
っ
て
の
経
典
を
ラ
デ
ィ
カ

ル
に
歴
史
化
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
、
同
時
に
、
そ
の
経
典
が
歴
史
を
超
越
し
た
規
範
性
を
現
代
に
と
っ
て
も
持
っ
て
い
る
と
い
う
信

念
を
伴
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
困
難
は
も
た
ら
さ
れ
た
。
徂
徠
は
ま
ず
、
相
対
的
で
歴
史
状
況
に
拘
束
さ
れ
た
、
し
か
し
一
定
の
規

範
性
を
持
つ
制
度
の
存
在
を
想
定
す
る
。
そ
れ
は
、
人
知
を
超
え
た
制
作
者
が
創
造
し
、
天
の
こ
れ
も
ま
た
人
知
を
超
え
た
力
に
よ
っ
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て
拘
束
性
を
持
ち
、
経
典
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
制
作
し
た
者
の

心
を
、
解
明
し
た
り
模
倣
す
る
試
み
の
正
当
性
を
認
め
な
い
。
抽
象
的
な
言
い
方
に
な
る
が
、
徂
徠
の
知
的
な
立
場
は
、
絶
対
的
な
も

の
と
相
対
的
な
も
の
と
の
結
び
つ
け
方
、
す
な
わ
ち
、
相
対
的
な
命
令
・
義
務
（
あ
る
歴
史
的
地
点
に
お
け
る
行
為
）
を
絶
対
的
・
超
越

的
と
さ
れ
る
権
威
（「
聖
人
の
道
」）
か
ら
引
き
出
す
こ
と
の
難
し
さ
と
い
う
、
古
来
の
難
題
に
直
面
し
て
い
た
。
聖
人
が
も
は
や
お
ら

ず
、「
道
」
が
失
わ
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
い
か
に
し
て
こ
の
絶
対
的
・
超
越
的
「
道
」
を
捕
捉
し
、
相
対
的
な
時
間
の
中
で
実
行
す

れ
ば
よ
い
の
か
？　

も
ち
ろ
ん
徂
徠
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
で
問
題
を
論
じ
た
わ
け
で
は
な
い）11
（

。
し
か
し
、「
道
」
を
学
び
、
歴
史

的
現
在
に
お
い
て
実
行
す
る
と
い
う
問
題
は
、
徂
徠
が
儒
学
者
と
し
て
直
面
し
た
難
問
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
徂
徠
自
身
の
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
が
あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
こ
の
難
問
は
、
徂
徠
の
思
想
の
内
部
に
一
種
の

断
層
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

儒
学
の
経
典
に
対
す
る
、
徂
徠
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
通リ

ヴ

ィ

ジ

ョ

ニ

ス

ト

説
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
し
て
の
歴
史
主
義
が
生
み
出
し
た
［
絶
対
的
権

威
と
し
て
の
「
道
」
と
相
対
的
状
況
の
中
で
の
「
道
」
と
の
］
空
隙
を
埋
め
る
の
は
、
多
大
な
労
力
を
払
っ
て
の
実
証
的
検
討
と
そ
れ
を

学
ん
だ
結
果
の
回

コ
ン
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
心
の
過
程
を
踏
ま
え
た
、
聖
人
へ
の
信
仰
告
白
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
絶
対
的
あ
る
い
は
超
越
的
な

「
道
」
と
相
対
的
な
状
況
へ
の
適
用
を
構
造
的
に
連
関
さ
せ
る
た
め
に
、
徂
徠
の
思
想
の
第
三
の
柱
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
浮
か
び

上
が
る
。
徂
徠
は
、
儒
学
の
経
典
の
中
に
、「
利
」
と
「
善
」
と
い
う
概
念
を
基
礎
と
す
る
功
利
主
義
的
原
理
を
読
み
込
ん
だ
。
こ
の

原
理
に
基
づ
く
な
ら
、
統
治
に
携
わ
る
者
の
行
為
は
、
道
徳
的
意
図
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
思
考

原
理
は
、
徂
徠
の
抱
え
た
矛
盾
、
あ
る
い
は
方
法
的
困
難
の
解
決
に
役
立
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
先
王
の
道
」
と
後
世
の
統

治
の
実
践
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

儒
学
者
の
伝
統
の
中
に
身
を
置
く
以
上
、
徂
徠
は
経
典
を
根
拠
と
し
て
こ
の
主
張
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
徂
徠

は
、
正
確
な
歴
史
主
義
的
読
解
を
経
れ
ば
、
孔
子
自
身
が
功
利
主
義
的
な
立
場
を
採
用
し
、
そ
れ
が
『
論
語
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
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と
を
理
解
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
。
以
下
、
徂
徠
の
『
論
語
』
に
対
す
る
リ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
的
・
歴
史
主
義
的
・
功
利
主
義
的
読
解

を
検
討
し
た
い
。
し
か
し
ま
ず
は
、
徂
徠
以
前
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
功
利
主
義
的
思
想
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

西
洋
と
東
洋
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
功
利
主
義
と
統
治

　

功
利
主
義
と
は
、
行
為
の
道
徳
的
価
値
が
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
と
い
う
思
考
方
法
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
幸
福
を
最
大

化
す
る
行
為
は
道
徳
的
に
正
し
い
と
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
幸
福
に
は
、
苦
痛
の
欠
如
、
あ
る
い
は
よ
り
積
極
的
に
は
欲
望
の
充
足

な
ど
と
い
っ
た
、
い
く
つ
か
の
定
義
が
な
さ
れ
る
。
功
利
主
義
者
は
、「
一
般
的
幸
福
の
増
進
に
実
際
に
成
功
し
た
か
否
か
を
基
準
と

し
て
、
行
為
の
選
択
を
「
良
い
」・「
悪
い
」
と
い
う
語
を
用
い
て
評
価
す
る）17
（

」。
功
利
主
的
道
徳
と
他
の
道
徳
原
理
と
の
違
い
は
、
道

徳
的
命
令
に
つ
い
て
、
そ
の
権
威
付
け
が
行
為
の
直
接
の
結
果
以
外
の
何
か
か
ら
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
功
利
主
義
以
外
の
理

論
は
、
結
果
が
ど
う
で
あ
れ
道
徳
的
命
令
に
従
う
べ
き
だ
と
す
る
場
合
は
「
絶
対
主
義
」
的
で
あ
り
、
行
為
を
そ
れ
自
体
内
在
的
に
善

あ
る
い
は
悪
で
あ
る
と
見
な
す
場
合
は
、「
義
務
論
」
的
な
［deontological

］、
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
そ
れ
自
体
が
拘
束
性
を
持

つ
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

功
利
主
義
的
道
徳
思
想
は
、
行
為
の
主
観
的
面
に
配
慮
し
な
い
思
想
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。「
行
為
は
、
そ
の
内
在
的
性
質
、
根

本
的
動
機
、
あ
る
い
は
宗
教
的
・
社
会
的
要
請
に
よ
っ
て
正
し
い
と
か
義
務
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
全
て
の
人
間
的
な
、
そ
し
て
知

覚
可
能
な
幸
福
を
ど
れ
ほ
ど
増
進
で
き
る
か
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る）11
（

」。
と
こ
ろ
が
他
方
で
功
利
主
義
は
、
多
数
の
幸
福
を
増
進

す
る
行
為
を
決
定
す
る
た
め
に
、
特
定
の
思
考
枠
組
が
他
の
も
の
よ
り
好
ま
し
い
と
い
う
想
定
を
す
る
。
功
利
主
義
は
経
験
的
知
識
の

重
要
性
を
強
調
す
る
と
み
な
さ
れ
る
。
あ
る
行
為
か
ら
生
じ
る
結
果
を
知
覚
す
る
能
力
は
、
主
体
が
、
功
利
主
義
的
な
意
味
で
道
徳
的

に
行
動
す
る
能
力
を
増
進
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
統
治
管
理
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
に
対
す

る
知
識
に
よ
っ
て
、
統
治
者
は
、
自
ら
の
行
為
の
結
果
に
注
意
を
払
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
民
の
幸
福
を
最
大
化
す
る
手
段
に
精
通
す
る
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よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
政
治
的
ま
た
社
会
的
哲
学
と
し
て
の
功
利
主
義
の
特
徴
が
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
な

る
。
道
徳
と
効
用
の
最
大
化
を
同
一
視
す
る
限
り
、「
十
分
に
良
い
目
的
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
は
正
当
化
さ
れ
る）11
（

」。
そ

の
手
段
の
中
に
は
人
命
を
奪
う
こ
と
も
含
ま
れ
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
人
間
は
平
等
に
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
目
的
で
あ

る
と
み
な
す
よ
う
な
種
類
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
、
功
利
主
義
を
そ
の
率
直
か
つ
単
純
な
形
式
の
ま
ま
で
組
み
込
む
こ
と
は
困
難
で

あ
る）10
（

。

　

体
系
的
道
徳
哲
学
と
し
て
の
功
利
主
義
は
特
に
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
（
一
七
四
八
―
一
八
三
二
）
お
よ
び
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ

ア
ー
ト
・
ミ
ル
（
一
八
〇
六
―
一
八
七
三
）
に
代
表
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
帰
結
主
義
的
道
徳
説
の
基
礎
は
単
純
な
構
造
に

な
っ
て
お
り
、
同
様
の
も
の
は
異
な
る
知
的
道
徳
的
伝
統
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
徂
徠
の
功
利
主
義
を
理
解
す
る
に
は
、

帰
結
主
義
あ
る
い
は
「
功
利
」
主
義
と
「
義
務
論
」
的
道
徳
と
の
基
本
的
な
区
別
に
つ
い
て
、
中
国
で
の
伝
統
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の

か
を
概
観
し
、
徂
徠
の
思
想
を
歴
史
的
な
視
野
の
中
に
置
い
て
み
る
こ
と
が
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
徂
徠
よ
り
も
は
る
か
以
前
か
ら
、
道

徳
に
つ
い
て
の
功
利
主
義
的
立
場
は
東
ア
ジ
ア
で
議
論
さ
れ
て
い
た
。
徂
徠
の
功
利
主
義
的
見
解
は
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
思
想
の
研
究

者
に
は
周
知
と
な
っ
て
い
る
古
代
の
論
争
と
照
ら
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

儒
学
の
伝
統
で
は
、
歴
史
的
に
、
功
利
主
義
で
は
な
く
、
義
務
論
あ
る
い
は
絶
対
的
な
命
令
と
し
て
の
道
徳
と
い
う
思
想
が
主
流
で

あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
道
徳
的
デ
ィ
レ
ン
マ
の
問
題
を
扱
う
と
き
に
は
、
儒
学
者
は
功
利
主
義
的
議
論
に
逃
げ
込
む
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
利
益
追
求
、
特
に
、
そ
れ
が
個
人
的
で
あ
れ
社
会
的
で
あ
れ
、
物
質
的
な
利
益
の
追
求
を
直
接
の
動
機
と
す
る
行
為
に
対

し
て
は
、
侮
蔑
的
態
度
を
と
る
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。
た
い
て
い
の
場
合
は
、「
利
」
と
「
義
」
を
対
立
さ
せ
て
議
論
が
お
こ
な
わ
れ

た
。
儒
学
者
に
と
っ
て
、「
利
」
は
せ
い
ぜ
い
「
理
」
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、「
理
」
の
副
産
物
で
あ
る
場
合
に
だ
け
、
正
当
な
も

の
と
認
め
ら
れ
た
。「
利
」
そ
の
も
の
は
、
目
的
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。「
利
を
見
て
は
義
を
思
い
、
…
…
亦
た
以
て
成
人
と
為

す
べ
し）1（
（

」。「
子
曰
わ
く
、
君
子
は
義
に
喩
り
、
小
人
は
利
に
喩
る）12
（

」。
梁
の
恵
王
か
ら
「
わ
が
国
を
利
す
る
こ
と
有
ら
ん
と
す
る
か
」
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と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、「
王
、
何
ぞ
必
ず
し
も
利
を
い
わ
ん
。
亦た

だ
仁
義
あ
る
の
み
」
と
孟
子
（
前
三
七
二
―
前
二
八
九
）
は
き
っ
ぱ
り

と
返
答
し
た）11
（

。
朱
子
学
派
の
道
徳
思
想
は
、
よ
り
断
固
と
し
た
、
あ
る
い
は
絶
対
主
義
的
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た）11
（

。
そ
の
緻
密
な

形
而
上
学
は
、
道
徳
的
価
値
は
そ
れ
自
体
で
規
範
的
拘
束
力
が
あ
る
と
主
張
し
、
ま
た
当
然
な
が
ら
、
仏
教
の
影
響
に
よ
る
禁
欲
主
義

に
よ
っ
て
物
質
的
利
益
の
あ
か
ら
さ
ま
な
追
求
は
禁
じ
ら
れ
た
。
漢
の
高
名
な
学
者
、
董
仲
舒
（
前
一
七
六
頃
―
前
一
〇
四
頃
）
に
よ
る

次
の
よ
う
な
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
が
、『
近
思
録
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
其
の
義
を
正
し
て
、
其
の
利
を
謀
ら
ず
。
其
の
道
を
明
ら

か
に
し
て
、
其
の
功
を
計
ら
ず
」（『
近
思
録
』
巻
の
二　

為
学
大
要　

四
〇）

11
（

）。
王
陽
明
は
「
功
利
の
毒
」
に
つ
い
て
、
一
層
断
固
と
し

た
議
論
を
な
し
た
（『
伝
習
録
』「
抜
本
塞
源
論）

11
（

」）。

　

と
こ
ろ
が
注
意
す
べ
き
は
、
儒
学
者
に
と
っ
て
重
要
な
い
く
つ
か
の
古
典
、
た
と
え
ば
『
易
経
』
は
、「
義
」
と
「
利
」
を
対
立
す

べ
き
も
の
と
見
な
し
て
は
い
な
い
。「
利
は
義
の
和
な
り）17
（

」。
明
白
な
反
功
利
主
義
者
と
み
な
さ
れ
る
孟
子
で
す
ら
、「
善
」
が
道
徳
的

価
値
と
定
義
で
き
る
の
は
、
そ
れ
を
人
々
が
欲
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
孟
子
の
「
欲
す
べ
き
を
「
善
」
と
謂
」
う
と
い
う
言
葉

は
、
本
質
的
に
は
功
利
主
義
的
な
、「
善
」
と
は
人
々
が
欲
す
る
も
の
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
定
義
を
示
し
て
い
る）11
（

。
さ
ら
に
は
、
儒

学
の
伝
統
そ
れ
自
体
の
内
に
、
利
の
重
視
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
荀
子
（
前
二
九
八
頃
―
前
二
三
五
頃
）
は
、
社
会
の
刷
新
を
達
成

す
る
手
段
と
し
て
、
人
為
的
制
度
が
第
一
義
的
な
役
割
を
果
た
す
と
確
信
し
て
い
た
こ
と
で
、
特
に
知
ら
れ
て
い
る）11
（

。
し
か
し
、
た
と

え
ば
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
は
、「
荀
子
の
倫
理
学
説
は
本
質
的
に
功
利
主
義
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
し
な
が
ら）10
（

、
結
論
的

に
は
荀
子
の
「
君
子
の
道
徳
原
理
は
功
利
主
義
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
い
た
。
荀
子
の
礼
楽
へ
の
「
信
仰
心
」
は
、「
そ
の
社
会
的

効
果
へ
の
期
待
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
、
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
の
判
断
で
あ
る）1（
（

。
確
か
に
、
荀
子
は
究
極
的
に

は
、
個
人
の
道
徳
的
革
新
そ
の
も
の
に
重
き
を
お
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
純
粋
に
功
利
主
義
的
立
場
を
と
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

と
は
い
え
、
荀
子
の
徂
徠
へ
の
影
響
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
功
利
主
義
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
も
っ
と
徹
底
し
た
独
自
の
思
想
的
伝
統
が
中
国
に
は
あ
っ
た
。
通
常
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は
「
哲
学
」
に
分
類
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
、
兵
学
の
議
論
は
、
当
然
な
が
ら
、
人
の
行
動
を
徹
底
的
に
現
実
主
義
的
か
つ
実
用
主

義
的
に
と
ら
え
る
点
で
、
功
利
主
義
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
日
本
で
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
。
そ
の
徂
徠

に
与
え
た
で
あ
ろ
う
影
響
に
つ
い
て
は
、
後
に
論
じ
た
い
。
ま
た
、
政
治
的
な
統
御
に
か
か
わ
る
よ
り
哲
学
的
な
功
利
主
義
も
中
国
伝

統
思
想
の
中
に
あ
る
。
秦
以
前
の
哲
学
で
は
、
墨
子
の
思
想
が
功
利
主
義
を
代
表
す
る
伝
統
的
思
想
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。「
墨
家
は

決
然
と
し
た
自
立
的
思
想
家
達
で
あ
っ
て
、
…
…
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
道
徳
を
社
会
的
効
用
の
如
何
と
い
う
観
点
で
吟
味
し
、
改
革
を
断

固
と
し
て
擁
護
し
、
新
し
い
中
央
集
権
国
家
を
支
持
し
、
出
自
よ
り
も
能
力
を
昇
進
の
基
準
と
し
た）12
（

」。
中
国
史
の
も
っ
と
後
の
時
代

に
も
、
多
様
な
政
治
的
言
説
の
形
で
功
利
主
義
は
見
ら
れ
る
。「
功
利
」
的
前
提
か
ら
、
朱
子
学
派
の
道
学
を
批
判
し
た
宋
時
代
の
学

派
が
あ
り
、
そ
れ
が
徂
徠
に
影
響
を
あ
た
え
た
と
み
な
す
研
究
者
も
あ
る
。
永
嘉
学
派
に
属
す
る
葉
適
（
一
一
五
〇
―
一
二
二
三
）
は
、

個
人
の
内
面
的
道
徳
に
関
心
を
示
さ
な
い
「
功
利
」
派
と
さ
れ
る
。
葉
適
は
、
同
時
代
の
道
学
派
を
神
秘
主
義
と
し
て
批
判
し
、「
聖

人
た
ら
ん
と
す
る
努
力
を
後
景
に
追
い
や
っ
た）11
（

」。「
学
問
の
道
」
と
は
い
わ
ば
、「
抽
象
的
な
思
弁
や
黙
考
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
自

然
の
も
の
で
あ
れ
、
人
為
の
も
の
で
あ
れ
、
具
体
的
事
物
に
対
す
る
不
断
の
注
意
関
心
」
に
こ
そ
あ
る）11
（

。
宋
代
の
功
利
主
義
者
と
し
て

陳
亮
（
一
一
四
三
―
一
一
九
五
）
も
挙
げ
ら
れ
る
。
永
康
学
派
と
称
さ
れ
る
そ
の
主
張
は
、「
王
」
と
「
覇
」、「
義
」
と
「
利
」
と
い
っ

た
、
伝
統
儒
学
に
よ
る
区
別
が
、
統
治
の
成
否
と
い
う
基
準
か
ら
は
無
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
も
し
治
者
が
統
治
に
成
功
す
れ
ば
、
そ

の
者
は
、
儒
学
的
有
徳
君
主
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
の
ま
ま
、「
利
」
を
も
た
ら
し
た
「
覇
」
で
も
あ
る）11
（

。
陳
亮
の
伝
記
を
著
し

た
研
究
者
に
よ
れ
ば
、「
そ
の
［
陳
亮
の
］
眼
か
ら
す
れ
ば
、
効
用
を
も
た
ら
す
行
為
は
、

―
す
な
わ
ち
適
切
な
範
囲
内
で
の
民
の

欲
望
と
必
要
を
満
足
さ
せ
、
社
会
と
国
家
の
よ
り
大
き
な
福
祉
に
寄
与
す
れ
ば

―
、
そ
の
効
用
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る）11
（

」。
以
上

の
よ
う
な
、
中
国
の
思
想
的
伝
統
に
あ
る
功
利
主
義
的
思
想
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
徂
徠
特
有
の
政
治
的
功
利
主
義
に
寄
与
し
た

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
か
ら
重
要
で
あ
る
。
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『
論
語
徴
』

　

徂
徠
は
『
論
語
徴
』
に
つ
い
て
、「
論
語
徴
は
旋
次
［
く
り
か
え
し
］
修
改
す
、
亦
た
必
ず
一
生
之
力
を
費
や
さ
ん
」
と
記
し
て

お
り）17
（

、
同
書
は
徂
徠
学
派
の
思
想
を
知
る
た
め
に
も
っ
と
も
重
要
な
史
料
と
み
な
さ
れ
て
き
た）11
（

。
こ
の
業
績
は
、
何
よ
り
も
、
深
い
学

識
、
才
気
あ
ふ
れ
る
鋭
利
な
思
考
、
生
き
生
き
と
し
た
歴
史
的
想
像
力
、
そ
し
て
中
国
語
研
究
に
対
す
る
情
熱
的
的
献
身
の
産
物
で
あ

る
。
そ
の
注
釈
は
、
学
派
に
こ
だ
わ
ら
な
い
膨
大
な
文
献
の
参
照
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る）11
（

。
そ
こ
に
含
ま
れ

る
の
は
、
漢
代
の
古
注
、
邢
昺
（
九
三
二
―
一
〇
一
〇
）
の
疏
、
朱
熹
の
集
注
、
新
儒
学
に
よ
る
注
釈
の
集
成
と
し
て
明
代
に
編
纂
さ

れ
た
『
論
語
大
全
』、
そ
し
て
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
―
一
七
〇
五
）
の
『
論
語
古
義
』
で
あ
る
。
そ
の
他
、
唐
の
韓
愈
に
帰
せ
ら
れ
る

解
釈
［『
論
語
筆
解
』］、
ま
た
明
の
楊
慎
（
一
四
八
八
―
一
五
五
九
）
の
説
も
あ
る
。
こ
の
膨
大
な
注
釈
の
伝
統
に
対
し
て
、
徂
徠
は
臆

す
る
こ
と
な
く
批
判
的
に
取
り
組
み
、
相
互
に
対
立
す
る
注
釈
や
解
釈
か
ら
納
得
の
い
く
も
の
を
選
択
採
用
し
た
。
徂
徠
は
文
献
学
的

見
地
お
よ
び
自
身
の
主
張
の
立
て
方
か
ら
し
て
、
孔
子
の
生
き
た
時
代
の
語
義
を
残
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
通
常
は
古
注
を
好
ん

で
い
た
。
と
は
い
え
、
時
に
は
、
自
己
の
解
釈
学
的
狙
い
に
適
合
す
る
場
合
は
、
朱
熹
の
も
の
を
良
し
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た）70
（

。
徂
徠

は
、
語
義
だ
け
で
な
く
、
構
文
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
主
張
し
、
金
石
学
、
音
韻
学
に
よ
る
証
拠
を
引
い
た
。
特
に
、
孔
子
が
俗
語
を

用
い
る
点
に
着
目
し
た
。
ま
た
テ
ク
ス
ト
の
欠
落
や
改
変
挿
入
に
つ
い
て
、
確
信
を
も
っ
て
指
摘
し
て
い
る
。『
論
語
徴
』
の
題
言
で

は
、『
論
語
』
の
テ
ク
ス
ト
（「
文
」）
は
孔
子
自
身
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
孔
子
自
身
が
実
際

に
発
し
た
言
葉
そ
の
も
の
（「
辞
」）
の
記
録
で
は
な
く
、
そ
の
語
っ
た
内
容
（「
言
」）
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
記
憶
の

補
助
と
し
て
弟
子
が
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
弟
子
達
に
は
能
力
差
が
あ
る
（『
論
語
徴
』
三
／
七
―
八
／
三
七
〇
）。
徂
徠
は

「
大た

い

氐て
い

『
論
語
』
に
諸
子
の
問
答
を
記
す
者
は
、
み
な
答
ふ
る
者
を
是
と
為
す
。
記
す
る
者
の
意
爾
り
」（『
論
語
徴
』
四
／
三
三
〇
／
六

七
八
）［
つ
ま
り
記
録
者
は
異
な
る
議
が
あ
る
場
合
は
後
に
出
る
者
の
答
え
を
正
し
い
と
し
た
］
と
い
う
。『
論
語
』
が
成
立
し
た
歴
史
的
・
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社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
生
き
生
き
と
と
ら
え
よ
う
と
す
る
が
故
に
、
徂
徠
は
テ
ク
ス
ト
の
ユ
ー
モ
ア
や
皮
肉
ま
で
も
再
現
し
よ
う
と

す
る）7（
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
徂
徠
は
、『
論
語
』
の
成
立
過
程
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
テ
ク
ス
ト
に
生
命
を
吹
き
込
ん
だ
。
徂
徠
の
、
テ
ク

ス
ト
に
対
す
る
歴
史
的
理
解
は
、
言
語
だ
け
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
解
の
背
景
と
な
る
社
会
的
・
経
済
的
生
活
状
況
の
変
化

に
ま
で
及
ん
だ
。

　

徂
徠
の
颯
爽
た
る
批
判
精
神
は
、
さ
ら
に
広
い
範
囲
の
注
釈
に
も
向
け
ら
れ
た
。
誤
読
に
満
ち
た
も
の
と
徂
徠
が
確
信
す
る
注
釈
の

伝
統
が
歪
め
て
し
ま
っ
た
『
論
語
』
解
釈
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
、
論
争
的
な
意
欲
こ
そ
徂
徠
の
読
解
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、

特
に
宋
学
、
あ
る
い
は
同
時
代
的
に
は
伊
藤
仁
斎
が
そ
の
誤
っ
た
伝
統
を
代
表
す
る
。
そ
れ
ら
の
注
釈
者
は
、
言
語
学
的
ま
た
歴
史
学

的
に
無
知
と
宣
告
さ
れ
る
。
新
儒
学
の
理
論
の
多
く
は
宋
に
盛
ん
に
な
っ
た
禅
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
（『
論
語
徴
』
三
／
一
七
八
／

五
一
一
）。
さ
ら
に
、
新
儒
学
の
解
釈
は
、
孟
子
、
お
よ
び
異
教
で
あ
る
道
教
と
仏
教
の
影
響
の
も
と
に
ひ
ね
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
言

語
学
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
間
違
っ
た
解
釈
で
は
、
韓
愈
と
柳
宗
元
（
七
七
三
―
八
一
九
）
と
い
っ
た
唐
代
の
学
者
以
後
の
時
代
の
中
国

語
文
法
を
も
と
に
テ
ク
ス
ト
が
読
ま
れ
て
い
る
（『
論
語
徴
』
三
／
三
三
六
／
六
五
八
）。
こ
の
よ
う
な
間
違
い
に
よ
っ
て
、
多
く
の
点
で

テ
ク
ス
ト
の
歴
史
的
意
味
を
ゆ
が
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
最
も
明
か
な
間
違
い
は
、
孔
子
が
い
う
「
道
」
の
、
客
観
的
・
制
度
的
・
政

治
的
性
格
を
根
本
的
に
見
誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
歴
史
的
理
解
を
無
視
し
て
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
者
た
ち
は
、『
論
語
』
を
自

己
啓
発
の
書
と
み
な
し
て
い
る
（『
論
語
徴
』
三
／
三
九
／
三
九
五
）。
ま
た
、
孟
子
の
主
張
と
同
じ
く
、
人
の
性
は
善
で
あ
り
、
儒
学
は

啓
蒙
の
思
想
で
あ
り
、
人
は
聖
人
と
な
る
べ
く
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
教
義
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
（『
論
語
徴
』
三
／
一
五
―

六
／
三
七
五
―
三
七
六
）
が
、
そ
れ
は
孔
子
が
自
身
の
時
代
的
課
題
と
考
え
た
も
の
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

テ
ク
ス
ト
を
形
而
上
学
的
な
も
の
と
し
て
し
ま
い
、「
道
の
体
」（『
論
語
徴
』
四
／
二
一
／
三
八
三
）
と
し
て
本
質
的
実
体
を
論
じ
た
も

の
と
み
な
す）72
（

。
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
た
め
に
、「
体
用
の
説
」
が
主
張
さ
れ
、
道
教
の
よ
う
な
「
内
聖
外
王
」
の
境
地
が
追
求
さ
れ
た

（『
論
語
徴
』
三
／
二
四
／
三
八
二）

71
（

）。
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孔
子
と
い
う
人
格
そ
の
も
の
も
、
歴
史
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
徂
徠
は
主
張
し
た
。
テ
ク
ス
ト
に
付
し
た
緻
密
な
注
解
に
、

そ
の
方
法
が
適
用
さ
れ
る
。「
子
、
釣
し
て
綱
せ
ず
。
弋
し
て
宿
を
射
ず
」
の
条
に
つ
い
て
、
徂
徠
に
よ
れ
ば
後
世
の
学
者
が
こ
こ
に

孔
子
の
「
仁
人
の
心
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
孟
子
に
よ
る
仁
の
解
釈
と
「［
君
子
は
］「
包
厨
［
禽
獣
を
殺
し
て
調
理
す
る
場
］
よ

り
遠
ざ
か
る
」［『
孟
子
』
梁
恵
王
］
の
説
」
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る）71
（

。
こ
こ
で
孔
子
が
問
題
と
し
て
い
る
振
る
舞
い
は
、
道

徳
的
態
度
と
し
て
で
は
な
く
、
礼
の
実
践
に
つ
い
て
で
あ
る
と
、
徂
徠
は
い
う
。
古
代
に
お
い
て
は
、
庶
民
は
漁
に
鋼
［
た
く
さ
ん
針

を
つ
け
た
綱
］
を
用
い
、
止
ま
り
木
を
し
て
い
る
鳥
を
射
た
。
こ
れ
に
対
し
て
天
子
諸
侯
ら
統
治
階
級
は
、
祭
祀
の
生
け
贄
や
客
に
供

す
る
の
に
自
分
で
［
竿
で
釣
っ
て
］
魚
を
獲
り
、［
弋
＝
矢
に
糸
を
繋
い
だ
も
の
で
、
飛
ん
で
い
る
］
鳥
を
射
た
。
獲
物
の
数
が
問
題
な
の

で
は
な
く
、
敬
意
を
こ
め
た
儀
礼
行
為
と
し
て
、
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
孔
子
の
時
代
以
降
市
場
経
済
へ
の
歴

史
的
変
化
が
起
き
た
。
生
け
贄
や
賓
客
に
対
す
る
敬
意
と
い
う
の
は
、
自
ら
猟
を
す
る
そ
の
実
践
に
お
い
て
で
は
な
く
、
市
場
で
支
払

う
金
額
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
自
己
の
歴
史
的
認
識
に
縛
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
後
代
の
注
釈
者

は
、
こ
の
条
の
歴
史
的
意
味
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
（『
論
語
徴
』
三
／
三
〇
七
―
三
〇
八
／
六
三
二
）。

　

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
徂
徠
の
歴
史
主
義
的
方
法
は
、
さ
ら
に
大
き
な
問
題
に
ま
で
適
用
さ
れ
た
。
徂
徠
は
、
孔
子
そ
の
も
の
を
、
い

っ
そ
う
大
き
な
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
位
置
づ
け
た
。
徂
徠
の
み
な
す
と
こ
ろ
で
は
、
全
体
と
し
て
歴
史
は
王
朝
の
衰
退
と
新

生
の
循
環
と
い
う
性
格
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
大
枠
と
し
て
三
つ
の
位
相
を
経
て
き
た
。
人
類
の
太
古
の
歴
史
に
出
現
し
た
伏
羲
・
神

農
・
黄
帝
ら
の
事
蹟
は
聖
で
あ
る
と
さ
れ
る
（『
論
語
徴
』
三
／
三
五
四
／
六
七
五
）。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
聖
人
は
政
治
的
制
度
を
創
始

し
た
わ
け
で
は
な
い）71
（

。
そ
の
教
え
は
人
類
が
生
き
て
い
く
た
め
の
「
利
用
厚
生
」
と
い
う
基
礎
的
な
技
術
で
あ
る）71
（

。
次
の
段
階
に
来
る

の
が
「
安
民
」
と
い
う
統
治
制
度
の
設
立
で
あ
り
（『
論
語
徴
』
三
／
一
七
九
／
五
一
二
）、
そ
れ
は
「
礼
楽
」
を
用
い
た
政
治
的
統
御
の

制
作
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。
そ
れ
を
な
し
た
の
は
、
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
と
い
う
、
六
経
に
そ
の
事
蹟
と
作
り
上
げ
た

制
度
が
記
さ
れ
て
い
る
、
七
人
の
聖
人
で
あ
る
（『
論
語
徴
』
四
／
二
〇
九
／
五
六
四
）。
天
は
こ
れ
ら
の
聖
人
に
超
越
的
な
「
聡
明
叡
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知
」
と
い
う
、
学
習
で
身
に
つ
く
わ
け
で
は
な
い
徳
を
与
え
た
。
彼
等
は
皆
「
開
国
の
君
」
と
し
て
歴
史
に
残
っ
て
い
る
（『
論
語
徴
』

三
／
二
七
〇
／
五
九
六
）。「
天
下
を
治
む
る
」
た
め
の
制
度
を
制
作
す
る
特
別
な
能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
正
し
い
意
味
で
聖
人

の
定
義
に
あ
て
は
ま
る
。
そ
の
行
い
は
、
天
を
「
敬
」
し
、
つ
ま
り
そ
れ
が
与
え
る
義
務
に
拘
束
さ
れ
て
、「
天
命
を
奉
」
ず
る
こ
と

で
あ
る
（『
論
語
徴
』
三
／
一
三
／
三
七
五
）。
さ
ら
に
、
徂
徠
が
常
に
強
調
す
る
の
は
、
聖
人
が
制
作
し
た
「
道
」
は
、
ひ
た
す
ら
「
安

民
」
を
目
的
と
し
た
、
客
観
的
、
政
治
的
、
制
度
的
な
も
の
の
総
体
で
あ
る
。
個
人
的
な
道
徳
や
精
神
的
な
も
の
の
刷
新
と
は
何
等
関

係
が
な
い
。
同
時
に
、
そ
の
個
々
の
場
面
で
の
あ
り
方
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
な
変
化
や
修
正
を
被
る
こ
と
の
あ
る
、
相
対
的
な
も
の

で
あ
る
。
聖
人
の
偉
業
は
、
積
み
上
げ
ら
れ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。「
古
聖
人
の
道
は
、
も
と
一
聖
の
能
く
建
つ
る
と
こ
ろ
に
あ
ら

ず
」（『
論
語
徴
』
三
／
二
七
七
／
六
〇
一
）。
だ
か
ら
こ
そ
、
礼
楽
は
「
萬
代
不
易
の
制
」
と
は
な
ら
な
い
（『
論
語
徴
』
四
／
二
三
一
―
二

三
二
／
五
八
四
）。
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
状
況
に
応
じ
て
制
度
を
制
作
し
て
き
た
。

　

周
王
朝
を
建
て
た
武
王
が
、
総
体
と
し
て
の
制
度
を
創
出
し
た
完
全
な
聖
人
と
し
て
は
最
後
の
も
の
と
さ
れ
る
。
春
秋
時
代
に
も
古

代
の
礼
は
継
承
さ
れ
た
。
し
か
し
、
徂
徠
に
よ
れ
ば
人
類
の
歴
史
の
第
三
段
階
で
あ
る
秦
・
漢
に
至
る
と
、「
衣
服
器
物
、
み
な
法
制

な
し
」（『
論
語
徴
』
三
／
二
六
〇
／
五
八
七
）
と
な
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
失
わ
れ
た
。
商
鞅
（
前
三
三
八
没
）
以
後
国
家
は
法
家
思
想
の

支
配
下
に
あ
り
、
宋
学
が
起
こ
っ
て
以
降
は
「
理
学
」
が
支
配
的
と
な
っ
た
［「
大
氐
商
鞅
以
後
、
天
下
み
な
法
家
、
程
・
朱
以
後
、
天
下

み
な
理
学
」］（『
論
語
徴
』
三
／
二
四
〇
／
五
六
八
）。
あ
る
い
は
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
唐
宋
以
後
、「
道
」
は
誤
解
さ
れ
、
客
観
的
な
制
度
で

は
な
く
、
個
人
道
徳
と
一
体
［「
道
と
徳
を
合
し
て
之
を
一
」］
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（『
論
語
徴
』
三
／
二
七
八
／
六
〇
一
）。

　

こ
の
よ
う
な
長
い
歴
史
的
展
開
の
中
で
、
孔
子
が
誕
生
し
た
の
は
、
そ
の
中
期
段
階
の
終
わ
り
に
あ
た
る
、「
周
末
」（『
論
語
徴
』

三
／
三
／
三
六
七
）
で
あ
る
。
こ
の
時
、
聖
人
の
統
治
が
基
礎
を
置
く
、
君
主
の
独
裁
的
権
力
は
崩
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。「
周
道
衰

へ
、
礼
・
楽
・
征
伐
、
天
子
自
り
出
で
ず
し
て
方
伯
に
在
」
っ
た
（『
論
語
徴
』
三
／
三
三
二
／
六
五
四）

77
（

）。
徂
徠
に
よ
れ
ば
こ
の
時
代

は
、「
革
命
の
秋
」（『
論
語
徴
』
四
／
二
三
一
／
五
八
四
）
で
あ
り
、「
礼
楽
を
制
作
す
る
時
」（『
論
語
徴
』
四
／
一
〇
〇
／
四
五
一
）
で
あ
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る
。
天
が
そ
れ
を
許
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
こ
の
時
代
に
、
聖
人
が
新
た
な
礼
・
楽
を
制
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
徂
徠
が
信

じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
孔
子
は
、
能
力
、
学
識
、
そ
し
て
そ
れ
ま
で
の
聖
人
達
の
事
蹟
を
理
解
し
て
い
る
点
で
、
こ
の
任
務
を
遂
行
す
る

の
に
、
十
分
な
資
格
を
持
っ
て
い
た
。
徂
徠
は
、
孔
子
が
自
ら
に
つ
い
て
「
下
学
し
て
上
達
す
」
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
先
王

の
詩
書
礼
楽
を
学
び
て
先
王
の
心
に
達
す
る
を
謂
ふ
な
り
」
と
解
す
る
（『
論
語
徴
』
四
／
二
〇
七
―
二
〇
八
／
五
六
二
）。
さ
ら
に
孔
子

が
夏
・
殷
の
礼
を
「
徴
と
す
る
［
証
拠
を
示
す
こ
と
。
訳
者
注
］」
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
、
徂
徠
は
、「
け

だ
し
孔
子
は
古
へ
聖
人
の
礼
楽
を
作
る
の
心
を
洞
知
し
、
又
た
人
情
世
変
を
熟
知
す
。
故
に
夏
・
殷
の
礼
は
残
缺
す
と
雖
も
、
僅
か
に

一
二
を
得
て
、
そ
の
餘
を
推
知
し
、
諸
を
掌
こ
ろ
に
眎
る
が
如
し
」（『
論
語
徴
』
三
／
一
一
四
／
四
五
九
）
と
主
張
す
る）71
（

。

　

し
か
し
孔
子
は
、
制
作
者
と
し
て
完
全
な
聖
人
と
い
う
役
割
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
天　

孔
子
に
命
ず
る
に
先
王
の

道
を
後
世
に
伝
ふ
る
を
以
て
し
て
、道
を
当
世
に
行
は
使
め
ず
。
是
れ
天
の
孔
子
を
知
る
な
り
」（『
論
語
徴
』
四
／
二
〇
七
／
五
六
二
）。

し
た
が
っ
て
、「
孔
子
は
そ
の
位
を
得
ず
、
そ
の
道
を
天
下
に
行
は
ず
、
匹
夫
を
以
て
そ
の
身
を
終
れ
り
」（『
論
語
徴
』
三
／
九
／
三
七

一
）。
こ
の
意
味
で
、
孔
子
は
制
作
を
な
し
た
完
全
な
聖
人
と
し
て
で
は
な
く
、「
孔
子
を
称
し
て
聖
人
と
す
る
ゆ
え
ん
は
、
そ
の
徳
と

業
と
、
以
て
諸
を
「
作
者
の
聖
」
に
比
す
べ
き
な
り
」（『
論
語
徴
』
三
／
二
七
〇
―
二
七
一
／
五
九
六
）。
そ
も
そ
も
、
孔
子
は
制
作
者

の
役
目
を
担
う
こ
と
を
期
し
て
い
た
。
孔
子
は
、
そ
の
礼
楽
刑
政
が
実
現
す
れ
ば
と
っ
た
で
あ
ろ
う
、「「
周
に
従
ふ
」
者
独
り
多
か
ら

ん
」（『
論
語
徴
』
三
／
一
二
六
／
四
六
九
）
と
な
り
え
た
よ
う
な
、
歴
史
的
な
状
況
に
適
応
す
る
、
狭
く
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
形
式

を
提
示
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
徂
徠
の
見
る
と
こ
ろ
、
孔
子
は
そ
の
生
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
聖
人
に
ふ
さ
わ
し
い
理
想
を
実
現

す
る
機
会
を
得
る
べ
く
積
極
的
に
行
動
し
た
。
孔
子
は
、
斉
の
簡
公
が
［
臣
下
で
あ
る
陣
恒
に
］
殺
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
強
い
力
を

持
っ
て
は
い
な
い
魯
の
哀
公
に
、
強
力
な
隣
国
で
あ
る
斉
を
討
伐
す
る
よ
う
進
言
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
全
体
を
平
定
し
、「
聖
人

の
興
る
」
世
を
造
り
出
す
こ
と
を
期
待
し
た
（『
論
語
徴
』
四
／
一
九
六
―
一
九
八
／
五
五
〇
―
五
五
一）

71
（

）。

　

望
み
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
晩
年
に
は
、
孔
子
は
教
育
と
先
王
の
道
を
記
述
す
る
こ
と
に
専
念
し
た
。
孔
子
の
最
も
重
要
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な
業
績
は
、
六
経
の
編
纂
で
あ
る
。
孔
子
は
、
後
代
の
儒
学
者
が
信
じ
て
い
る
よ
う
に
、
経
典
た
る
べ
き
も
の
を
ま
と
め
あ
げ
た
の
で

は
な
く
、
な
に
よ
り
も
そ
の
本
体
で
あ
る
文
を
発
見
収
集
し
た
と
い
う
点
で
空
前
の
事
業
を
や
り
と
げ
た
。「
殊
に
知
ら
ず
孔
子
の
前

に
、
六
経
は
書
な
し
…
…
孔
子　

四
方
に
周
流
し
、
訪
ひ
求
む
る
こ
と
具
さ
に
至
り
、
然
る
後
に
門
弟
子
そ
の
書
を
伝
ふ
…
…
ゆ
え
に

堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
孔
子
微な

か
り
せ
ば
そ
の
道
泯
滅
し
て
伝
は
ら
じ
」（『
論
語
徴
』
四
／
二
九
―
三
〇
／
三

九
〇
）。
経
典
の
編
纂
こ
そ
が
、
他
の
い
か
な
る
人
格
的
あ
る
い
は
道
徳
的
に
優
れ
た
事
績
よ
り
も
、「
道
」
に
対
す
る
孔
子
の
歴
史
的

貢
献
で
あ
る
。『
論
語
』
は
、
孔
子
の
発
言
の
記
録
で
あ
る
が
、
六
経
を
補
う
二
次
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
六
経
こ
そ
が
道
を
納
め
た

本
来
の
庫
で
あ
る
。『
論
語
』
は
、
孔
子
と
同
様
に
自
ら
直
接
道
を
行
う
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
学
者
た
ち
の
な
す
べ
き
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
道
と
は
、
正
し
く
理
解
す
る
な
ら
ば
、
た
ゆ
ま
ぬ
政
治
的
探
求
行
為
た
る
べ
き
も
の
で
、
徂
徠
に
と
っ
て
、『
論
語
』

と
は
、
政
治
的
統
御
と
政
治
的
制
度
に
こ
そ
、
そ
の
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
。
徂
徠
が
確
信
す
る
と
こ
ろ
で
は
、「
た
い
て

い
孔
子
の
言
は
、
人
君
の
為
め
に
之
を
言
ふ
者
多
し
」（『
論
語
徴
』
四
／
三
五
／
三
九
四
）
と
し
て
、
歴
史
的
に
把
握
す
べ
き
で
あ
り
、

「
た
い
て
い
『
論
語
』
に
礼
を
言
ふ
者
多
し
」（『
論
語
徴
』
四
／
二
〇
〇
／
五
五
三
）
と
い
う
の
も
、
同
様
の
意
味
で
あ
る
。

　

孔
子
は
橋
渡
し
的
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
る
と
徂
徠
は
考
え
る
。
孔
子
は
「
先
王
の
道
」
に
通
じ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ

れ
を
「
制
作
す
る
」
こ
と
は
な
い
。
徂
徠
は
、
孔
子
を
歴
史
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
、
そ
の
人
物
を
、
間
違
い
を
犯
し
う
る
不
満
を
抱

い
た
存
在
に
引
き
下
ろ
し
た
が
、
た
だ
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
儒
学
な
い
し
は
新
儒
学
が
聖
人
伝
に
よ
っ
て
描
く
孔
子
よ
り
も
、
現
実
味

の
あ
る
、
し
か
も
あ
る
意
味
で
よ
り
説
得
力
を
持
っ
た
人
物
と
し
た
。
孔
子
の
人
物
そ
の
も
の
は
、
も
は
や
人
格
的
・
道
徳
的
お
手
本

で
は
な
い
。「
孔
子
の
学
ぶ
と
こ
ろ
（
す
な
わ
ち
道
）
を
学
ば
ん
と
欲
せ
ず
し
て
、
孔
子
を
学
ば
ん
と
欲
す
」（『
論
語
徴
』
三
／
八
／
三

七
〇
）
と
い
っ
た
態
度
を
、
徂
徠
は
批
判
す
る
。
修
養
に
つ
い
て
の
、
ま
し
て
や
形
而
上
学
的
理
論
に
つ
い
て
の
傑
出
し
た
教
師
と
し

て
孔
子
を
称
え
る
こ
と
を
徂
徠
は
拒
否
し
た
。
文
化
的
伝
統
の
中
心
人
物
、
鼓
吹
者
、
正
統
性
の
守
護
者
と
い
う
人
物
像
か
ら
、
形
而

上
学
的
、
神
秘
的
オ
ー
ラ
は
拭
い
と
ら
れ
た
。
比
す
る
も
の
の
な
い
最
も
偉
大
な
人
物
と
し
て
孟
子
に
賛
え
ら
れ
た
よ
う
な）10
（

、
後
の
儒
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学
の
伝
統
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
て
い
っ
た
「
素
王
」
と
い
う
王
座
か
ら
、
巧
み
に
引
き
ず
り
下
ろ
さ
れ
た）1（
（

。
同
じ
よ
う
に
し
て
、
伊

藤
仁
斎
が
「
最
上
至
極
宇
宙
第
一
の
書）12
（

」
と
賞
賛
し
た
『
論
語
』
に
つ
い
て
も
、
比
べ
よ
う
も
な
く
価
値
が
あ
り
確
固
た
る
も
の
で
あ

る
六
経
に
対
し
補
助
と
な
る
副
次
的
な
書
物
に
格
下
げ
さ
れ
た
。

　

孔
子
が
歴
史
化
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、『
論
語
』
も
ま
た
、
歴
史
的
な
媒
介
と
し
て
の
役
割
を
担
う
書
物
と
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ

で
は
な
ぜ
徂
徠
は
『
論
語
』
の
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
選
ん
だ
の
か
。
第
一
の
理
由
は
儒
学
の
古
典
の
中
で
も
最
も
読
ま
れ
た
こ
の

書
に
注
釈
を
つ
け
る
と
い
う
漢
学
者
と
し
て
の
挑
戦
的
意
欲
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
徂
徠
が
最
も
関
心
を
注
ぐ
文
献
学
の
練
り
上
げ
ら

れ
た
知
見
を
実
際
に
用
い
、
そ
の
成
果
を
示
し
て
み
せ
る
た
め
に
、
こ
の
書
の
テ
ク
ス
ト
は
理
想
的
な
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
論

の
狙
い
と
合
致
す
る
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
既
存
の
解
釈
に
異リ

ヴ

ィ

ジ

ョ

ニ

ス

ト

議
申
し
立
て
を
す
る
徂
徠
と
し
て
は
、『
論
語
』
は
「
道
」
に
も

と
づ
く
制
度
の
客
観
的
解
説
で
も
な
け
れ
ば
、
自
己
修
養
論
を
狙
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
同
書
は
、
徂
徠
に
よ
る
「
歴

史
の
危
機
」
の
認
識
に
よ
っ
て
問
題
と
な
る
主
観
と
客
観
と
の
媒
介
的
な
場
を
、
ま
さ
に
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
孔
子
は
先
王
の

心
と
そ
の
重
ん
じ
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
現
実
化
す
る
実
践
的
な
機
会
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
孔
子
の
言

葉
に
満
ち
て
い
る
真
実
の
価
値
は
、
正
し
い
理
解
に
つ
と
め
れ
ば
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
価
値
と
は
、

理
に
か
な
い
一
貫
し
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
善
き
政
治
的
実
践
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
、
過
去
と
現
在
を
結
び
つ
け
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
価
値
は
「
利
」
で
あ
り
、
功
利
性
の
基
準
か
ら
測
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

利

　

古
代
中
国
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
功
利
主
義
的
思
考
は
「
利
」
の
概
念
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
。
徂
徠
が

示
そ
う
と
し
た
の
は
、「
利
」
が
儒
学
に
そ
も
そ
も
組
み
込
ま
れ
た
概
念
で
あ
り
、
決
し
て
儒
学
に
と
っ
て
非
正
統
的
な
も
の
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
、「
子
罕
言
利
與
命
與
仁
」［
徂
徠
の
読
み
方
は
「
子
、
罕
に
利
を
言
ふ
、
命
と
與
に
し
仁
と
與
に
す
」
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『
論
語
徴
』
四
／
三
／
三
六
七
］
の
句
に
つ
い
て
、
功
利
主
義
的
立
場
を
孔
子
が
率
直
に
承
認
し
た
も
の
と
と
ら
え
た
。

　

徂
徠
は
古
注
お
よ
び
新
注
の
ど
ち
ら
の
解
釈
も
否
定
す
る
。
こ
の
句
は
「
孔
子
、
利
を
言
へ
ば
、
則
ち
必
ず
命
と
倶
に
し
、
必
ず
仁

と
倶
に
す
、
そ
の
単
に
利
と
言
ふ
者
は
、
幾い

く
ばく

も
希な

し
」
と
読
む
べ
き
だ
と
徂
徠
は
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
利
」
は
命
（
天
の
測
り

知
れ
な
い
力
の
意
）
お
よ
び
仁
に
よ
る
統
治
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
孔
子
は
「
小
」
な
る
（
す
な
わ
ち
利
己
的
、
あ
る
い
は
党
派

的
な
）
利
の
み
の
軽
々
し
い
追
求
は
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
有
害
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た）11
（

。
だ
か
ら
と
い
っ
て
孔
子
が
「
利
」
そ
の

も
の
を
拒
否
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
実
は
、「
民
を
安
ん
ず
る
の
道
」
こ
そ
が
何
よ
り
も
天
下
を
利
す
る
こ
と
で
あ

る
。
物
質
的
な
福
利
す
な
わ
ち
「
利
用
・
厚
生
」
は
、
聖
賢
な
る
帝
王
で
あ
る
舜
の
「
三
事
」〔「
正
徳
・
利
用
・
厚
生
」〕
の
う
ち
の
二

つ
に
あ
た
る）11
（

。「
利
」
は
「
聖
賢
の
道
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
け
だ
し
聖
人
は
智
大
い
に
思
ふ
こ
と
深
く
、
能
く
真

の
利
の
在
る
と
こ
ろ
を
知
れ
り
。
是
に
於
い
て
天
下
後
世
の
為
め
に
之
が
道
を
建
て
、
此
れ
に
由
り
て
以
て
之
を
行
は
俾し

む
」（『
論
語

徴
』
四
／
四
／
三
六
八
）。『
易
経
』
に
よ
れ
ば
「
美
利
を
以
て
天
下
を
利
す
、
利
す
る
所
を
言
は
ざ
る
は
、
大
な
る
か
な）11
（

」。『
大
学
』

の
引
く
と
こ
ろ
で
は
、「
利
を
以
て
利
と
為
ず
、
義
を
以
て
利
と
す）11
（

」［
こ
れ
ら
『
易
教
』『
大
学
』
の
引
用
も
『
論
語
徴
』
四
／
四
／
三
六

八
よ
り
］。

　

孟
子
が
、
梁
の
恵
王
と
の
よ
く
知
ら
れ
た
対
話
の
中
で
お
こ
な
っ
た
「
義
」
と
「
利
」
と
の
区
別
は
誇
張
で
あ
り
、
孔
子
の
教
え
に

背
く
、
党
派
的
な
意
図
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
孟
子
は
当
時
有
力
で
あ
っ
た
「
功
利
」
学
派
を
論
破
し
よ
う
と
し
て
い
た）17
（

。
そ
の

孟
子
で
す
ら
君
子
が
「
安
富
尊
栄
」
を
良
い
も
の
と
し
て
い
る
と
語
っ
た）11
（

。［
徂
徠
に
よ
れ
ば
］「
安
富
尊
栄
は
、
利
に
あ
ら
ず
し
て
何

ぞ
」、「
道
に
し
て
民
を
利
せ
ざ
れ
ば
、
亦
た
あ
に
以
て
道
と
為
す
に
足
ら
ん
乎
。
孔
子
の
罕
に
之
を
言
ふ
ゆ
え
ん
の
者
は
、
争
ふ
と
こ

ろ
は
見
る
と
こ
ろ
の
大
小
に
在
り
て
、
し
か
う
し
て
聖
人
の
利
を
悪
む
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」。
後
世
の
儒
者
は
、
義
の
概
念
を
道
徳
的

に
捉
え
「
天
理
人
欲
の
説
」
を
唱
え
て
、
誤
っ
た
理
解
を
し
て
き
た
。
儒
者
は
利
を
否
定
し
、
仏
教
や
道
教
の
よ
う
な
禁
欲
主
義
で

「
山
林
に
槁
死
」
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
た
（『
論
語
徴
』
四
／
五
―
六
／
三
六
九
）。
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徂
徠
が
『
論
語
』
に
功
利
主
義
的
思
想
を
見
出
し
た
の
は
、
孔
子
が
「
利
」
の
概
念
に
つ
い
て
忌
避
す
る
こ
と
な
く
議
論
し
て
い
る

点
を
肯
定
的
に
読
む
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。『
論
語
』
の
新
儒
学
的
解
釈
に
お
け
る
主
要
な
関
心
で
あ
っ

た
、
道
を
学
ぶ
者
の
自
己
修
養
と
心
の
あ
り
方
か
ら
、
徂
徠
は
解
釈
上
の
焦
点
を
方
法
的
に
移
動
さ
せ
た
。
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

功
利
主
義
の
本
質
的
な
精
神
に
し
た
が
っ
て
、
徂
徠
は
伝
統
を
生
み
出
し
た
者
の
心
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
な
い
。「
か
つ
心
を
以
て

し
て
聖
人
を
論
ず
る
は
、
孔
門
の
意
に
あ
ら
ず
」（『
論
語
徴
』
三
／
三
五
〇
／
六
七
二
）。
徂
徠
の
解
釈
で
は
、
孔
子
の
教
え
る
基
本
的

徳
目
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
、
ま
た
主
観
的
な
徳
で
も
な
く
、
社
会
に
秩
序
を
も
た
ら
す
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
義
務
論
的
道
徳
観
か
ら
帰
結
主
義
的
道
徳
観
へ
の
方
法
的
移
行
を
示
し
て
い
る
。
孔
子
の
徳
目
で
あ
る
仁
は
、「
民
を
安
ん
ず
る

の
徳
」（『
論
語
徴
』
三
／
一
〇
一
／
四
四
八
）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
適
切
に
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
実
行
に
よ
り
「
利
」
が
達
成
さ
れ
る
と

い
う
点
で
、
仁
は
価
値
あ
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
次
の
一
節
は
、
功
利
主
義
者
の

「
幸
福
計
算
」（felicific calculus

）
に
通
じ
る
認
識
を
、
少
な
く
と
も
そ
の
難
し
さ
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
示
し
て
い
る
。

け
だ
し
仁
な
る
も
の
は
民
を
安
ん
じ
人
に
長
た
る
の
徳
な
り）

11
（

。
…
…
民
と
人
と
も
亦
た
衆
き
哉
。
此
れ
に
為
す
と
き
は
則
ち
彼
れ
に
害
あ

り
、
彼
れ
に
施
す
と
き
は
則
ち
此
れ
怨
む
。
…
…
我
れ
是
れ
以
て
民
を
利
す
る
に
足
る
と
謂
ひ
て
之
れ
を
為
せ
ど
も
、
害　

吾
が
知
ら
ざ

る
所
に
生
ず
る
者
、
尠
な
か
ら
ず
。
ゆ
え
に
仁
人
の　

仁
を
為
す
は
、
毎
に
之
れ
を
難
ん
ず
。（『
論
語
徴
』
四
／
一
三
四
／
四
八
四
）

　

同
様
の
目
的
が
、「
道
」
の
客
観
的
・
制
度
的
あ
り
方
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
孟
子
と
新
儒
学
に
よ
っ
て
伝
統
化
さ
れ

た
儒
学
思
想
で
心
理
的
性
質
も
し
く
は
心
理
的
徳
目
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
諸
概
念
を
、
徂
徠
は
客
観
的
制
度
と
し
て
蘇
生
さ
せ

た
。
徂
徠
学
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
礼
」
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
、
明
白
に
目
的
指
向
性
を
持
っ
た
手
段
で
あ
る
。「
礼

は
、
先
王　

国
を
治
む
る
の
具
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
先
王　

国
を
治
め
ん
が
為
め
の
ゆ
え
に
此
の
礼
を
設
く
、
而
る
に
い
ま
礼
譲
を
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以
て
国
を
為
む
る
こ
と
能
は
ず
ん
ば）10
（

、
則
ち
先
王
の
礼
を
以
て
何
の
用
ふ
る
と
こ
ろ
と
為せ

ん
乎か

。
是
れ
礼
あ
り
て
而
も
之
を
用
ふ
る
こ

と
能
は
ざ
る
な
り
」（『
論
語
徴
』
三
／
一
七
五
／
五
一
〇
）。
こ
こ
で
も
、「
礼
」
と
た
び
た
び
組
み
合
わ
せ
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
義
」
は
客
観
的
制
度
を
指
す
と
さ
れ
、
新
儒
学
が
『
孟
子
』
を
誤
読
し
「
義
」
を
主
観
的
な
徳
目
と
解
釈
し
た
こ
と
に
対
比
さ
れ

る
。「
義
」
は
「
礼
」
と
「
類
を
一
に
す
」
る
、
相
互
に
密
接
な
概
念
で
あ
る
（『
論
語
徴
』
三
／
一
八
三
／
五
一
五）

1（
（

）。

　

し
た
が
っ
て
、「
道
」
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
は
、
す
べ
て
の
徳
目
を
内
包
し
、「
安
民
」
に
向
け
ら
れ
た
機
能
的
か
つ
目
的
論
的
な
も
の

と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
目
的
は
、「
利
」
と
し
て
括
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。「
利
」
は
「
仁
」
に
反
し
て
で
は
な
く
、「
仁
」
に

よ
っ
て
こ
そ
実
現
さ
れ
る
。
儒
学
の
主
流
の
思
想
か
ら
す
れ
ば
異
質
だ
が
、
徂
徠
は
「
利
」
に
中
心
的
な
価
値
を
認
め
た）12
（

。「
利
」

は
、
統
治
の
目
標
の
本
体
で
あ
り
、「
先
王
の
道
」
に
よ
る
徳
と
制
度
と
が
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。「
君
子
と
い
へ
ど
も
あ
に
利
を
欲

せ
ざ
ら
ん
乎や

」（『
論
語
徴
』
三
／
一
八
四
／
五
一
六）

11
（

）。

善

　

徂
徠
が
、
天
下
を
最
大
に
利
す
る
「
仁
」
に
よ
る
統
治
と
し
ば
し
ば
組
み
合
わ
せ
に
す
る
価
値
は
「
善
」
で
あ
る
。
徂
徠
の
「
善
」

の
用
法
は
、
政
治
的
行
為
に
よ
っ
て
利
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
体
の
道
徳
性
の
高
さ
は
問
わ
ず
、
そ

の
こ
と
が
徂
徠
を
「
政
治
的
功
利
主
義
者
」
と
見
な
す
一
因
と
な
る
。
グ
レ
ア
ム
は
墨
子
の
功
利
主
義
に
お
い
て
、
統
治
に
対
す
る
功

利
主
義
的
な
理
解
の
枠
組
み
と
し
て
「
西
洋
人
で
あ
れ
ば
期
待
し
た
く
な
る
よ
う
な
」、「
包
括
的
な
定
義
」
が
欠
如
し
て
い
る
と
指
摘

し
た
が
、
実
際
、
徂
徠
の
「
善
」
の
概
念
は
そ
の
よ
う
な
定
義
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た）11
（

。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
道
徳
的
あ
り
方
で
は
な
く
行
為
の
帰
結
の
方
に
注
意
を
向
け
よ
う
と
す
る
包
括
的
目
的
に
沿
っ
て
、
徂
徠
は

「
善
」
の
語
を
道
徳
的
課
題
と
し
て
扱
う
こ
と
を
批
判
し
、
具
体
的
な
制
度
の
問
題
を
扱
う
も
の
と
し
た
。
徂
徠
は
孟
子
の
「
人
の
性

は
本
と
善
な
り
」」
を
否
定
す
る
（『
論
語
徴
』
三
／
一
六
／
三
七
六
）。
新
儒
学
で
は
「
善
」
は
本
来
的
な
善
良
さ
へ
の
指
向
、
普
遍
的
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に
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
に
与
え
ら
れ
た
道
徳
的
性
質
で
あ
り
、
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
能
力
と
は
対
置
さ
れ
て
い
た
。［「
先
進
」、

「
子
張
問
善
人
之
道
」
の
条
に
つ
い
て
］、
徂
徠
は
朱
熹
の
注
「
善
人
は
（
生
ま
れ
つ
き
の
）
質
美
に
し
て
未
だ
学
ば
ざ
る
者
な
り
」
を
誤

解
の
例
と
し
て
挙
げ
る
。
ま
た
、
伊
藤
仁
斎
が
「
善
を
行
ひ
て
倦
ま
ず
」
と
し
て
人
格
的
な
道
徳
的
行
為
の
意
味
で
善
人
を
解
釈
し
て

い
た
こ
と
も
間
違
い
と
す
る
（『
論
語
徴
』
四
／
一
二
〇
／
四
六
九）

11
（

）。

　

む
し
ろ
徂
徠
の
思
想
に
お
い
て
は
、「
善
」
は
手
段
的
価
値
と
し
て
最
も
重
要
な
性
質
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
聖
人
に
よ
る
統
治

の
特
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
王
が
制
作
し
た
礼
と
制
度
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。「
け
だ
し
「
礼
」
な
る
者
は
、
先
王
天
下
を
治

む
る
の
道
焉
れ
よ
り
善
き
は
莫
し
」（『
論
語
徴
』
四
／
二
四
七
／
六
〇
〇
）。
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
決
定
的
な
の
は
、
明
ら
か
に
こ
の
意

味
の
「
善
」
は
聖
人
に
あ
ら
ざ
る
者
に
と
っ
て
も
手
が
届
く
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
孔
子
が
正
し
い
士
の
あ
り
方
に
つ
い

て
語
っ
た
箇
所
［「
泰
伯
」
章
］
へ
の
説
明
で
、「
古
言
」
に
よ
れ
ば
と
し
て
、「「
守
死
善
道
」
と
は
、
死
を
善
と
道
と
に
守
る
な
り
。

先
王
の
道
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
亦
た
善
な
る
者
あ
り
、
ゆ
え
に
「
善
と
道
」
と
曰
ふ
」（『
論
語
徴
』
三
／
三
四
四
／
六
六
五
―
六
六

六
）
11
（

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
善
」
は
聖
人
の
行
な
い
を
、
そ
の
よ
う
な
地
位
に
は
な
い
歴
史
上
の
人
物
の
行
な
い
と
結
び
つ
け
る
概
念

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
を
超
え
て
、
絶
対
的
な
存
在
と
［
歴
史
的
に
］
相
対
的
な
存
在
と
を
架
橋
す
る
概
念
で
あ
る
と

い
え
る
。

　

孔
子
自
身
は
、「
善
人
」
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
そ
れ
を
聖
人
に
次
ぐ
存
在
と
し
、
し
か
も
ど
ち
ら
に
も
実
際
に
は
会
っ
た
こ
と
が

な
い
と
嘆
い
た）17
（

。
孔
子
の
定
義
に
よ
れ
ば
「
迹
を
践
ま
ず
。
亦
た
室
［
聖
人
の
深
奥
な
域
］
に
入
ら
ず
」
と
さ
れ
る）11
（

。
徂
徠
の
説
明
で

は
、「
迹
」
は
先
王
の
制
作
し
た
制
度
を
指
す）11
（

。
し
か
し
、
王
の
権
威
が
凋
落
し
て
き
た
の
で
、
善
人
は
、
王
朝
の
基
盤
と
な
る
聖
人

の
「
礼
楽
」
に
従
わ
な
く
な
っ
て
い
る
（『
論
語
徴
』
四
／
一
二
〇
／
四
七
〇）

（11
（

）。［「
善
人
」
の
］
例
は
、
斉
の
桓
公
と
秦
の
穆
公
で
あ
る

（『
論
語
徴
』
三
／
三
〇
五
／
六
三
〇
）。
彼
等
は
伝
統
的
に
「
五
覇
」
の
中
に
数
え
ら
れ
て
き
た
。
孟
子
は
彼
等
を
「
三
王
の
罪
人
」
と

批
判
し
た）（1（
（

。
彼
等
は
「
仁
を
仮
」
り
な
が
ら
、
力
を
行
使
し
た）（10
（

。
孔
子
も
ま
た
そ
の
者
達
に
つ
い
て
論
評
を
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
徂
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徠
は
、
い
か
に
も
彼
ら
し
く
、
孔
子
が
道
徳
的
観
点
か
ら
の
批
判
は
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
晉
の
文
公
に

対
す
る
孔
子
の
「
譎
に
し
て
正
な
ら
ず
」
と
い
う
評
価
は
、
道
徳
性
に
で
は
な
く
軍
事
的
手
法
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

［
詐
偽
を
非
難
し
て
い
る
の
で
は
な
く
「
軍
旅
の
道
」
に
お
い
て
］「
奇
変
百
出
す
る
こ
れ
を
譎
と
謂
ひ
、
堂
堂
正
正
た
る
こ
れ
を
正
」
と

い
う
用
法
に
従
っ
た
意
味
で
あ
る）（10
（

。
徂
徠
は
、「
覇
」
と
い
う
否
定
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
孔
子
の
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を

趙
鵬
飛）（10
（

を
引
用
し
て
主
張
し
た
。
そ
れ
は
後
の
孟
子
と
荀
子
世
代
の
創
作
で
あ
る
と
い
う
（『
論
語
徴
』
四
／
一
九
三
／
五
四
五
―
六
）。

徂
徠
に
と
っ
て
重
視
す
べ
き
点
は
、
超
越
的
な
聖
人
と
、
歴
史
的
理
由
か
ら
聖
人
の
位
を
得
ら
れ
な
い
か
、
聖
人
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ

た
制
度
が
亡
び
て
し
ま
っ
て
、
有
能
で
は
あ
っ
て
も
、
も
は
や
そ
の
制
度
に
ア
ク
セ
ス
が
で
き
な
く
な
っ
た
統
治
者
と
の
間
の
裂
け
目

を
、「
覇
」
が
、
橋
渡
し
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
点
は
、
斉
の
桓
公
に
仕
え
た
、
も
う
一
人
の
本
質
的
に
は
「
善
い
」
人
物
と
さ
れ
た
管
仲
（
紀
元
前
六
四
五
年
没
）
に
つ
い
て

の
徂
徠
の
議
論
で
さ
ら
に
展
開
さ
れ
た）（10
（

。
徂
徠
の
主
張
で
は
、
管
仲
こ
そ
が
、
子
張
が
孔
子
に
「
善
人
の
道
」
を
問
う
た
と
き
に
念
頭

に
あ
っ
た
者
で
あ
る
。「
聖
人
の
迹
に
循
は
ざ
れ
ど
も
、
…
…
［
管
仲
は
］
或
ひ
は
能
く
聖
人
の
閫
奥
に
入
る
に
似
た
り
」
と
徂
徠
は

論
じ
た
（『
論
語
徴
』
四
／
一
二
一
／
四
七
〇
）。
聖
人
の
行
為
に
つ
い
て
管
仲
の
統
治
に
つ
い
て
と
同
じ
語
を
徂
徠
が
用
い
た
点
に
注
目

す
べ
き
で
あ
る
。「
然
れ
ど
も
管
仲
を
し
て
桓
公
に
遇
は
ざ
ら
使
め
ば
、
則
ち
世
を
済
ひ
民
を
安
ん
ず
る
の
功
、
あ
に
能
く
天
下
後
世

に
被
ら
ん
哉
。
是
れ
管
仲
の
尤と

が

む
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
徂
徠
は
述
べ
る
。
桓
公
へ
の
助
言
者
と
い
う
立
場
で
、
管
仲
は
、
徂
徠
が
肯

定
的
に
評
す
る
成
果
で
あ
る
「
覇
」
の
始
ま
り
の
功
績
者
で
あ
る
（『
論
語
徴
』
四
／
一
九
四
―
五
／
五
四
七
）。
こ
こ
で
ま
た
、「
善
」

と
は
、
実
効
性
の
あ
る
統
治
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
ま
た
聖
人
の
行
為
と
、
歴
史
的
推
移
の
中
で
聖
人
に
は
及
ば
な
い
後
継
者
と
の
間
を

つ
な
ぐ
も
の
と
さ
れ
る
。
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権
力
交
替
と
い
う
問
題

　

一
層
明
確
に
功
利
主
義
的
な
主
張
と
い
え
る
も
の
は
、
王
朝
交
替
、
す
な
わ
ち
「
放
伐
」（
悪
辣
な
統
治
者
の
追
放
や
処
罰
）
と
「
開

国
」（
新
体
制
の
創
始
）
と
い
う
面
倒
な
問
題
に
つ
い
て
の
徂
徠
の
考
察
と
、「
開
国
の
君
」（『
論
語
徴
』
三
／
二
七
〇
／
五
九
六）

（10
（

）
の
超

越
的
地
位
と
い
う
そ
の
主
張
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
夏
か
ら
殷
、
そ
し
て
殷
か
ら
周
王
朝
へ
の
変
遷
に
向

け
ら
れ
る
。
朱
熹
は
、
夏
お
よ
び
殷
の
最
後
の
非
道
な
王
を
倒
す
こ
と
は
道
徳
上
の
「
権）（10
（

」
で
あ
り
、
潜
在
的
に
は
「
道
」
に
適
っ
た

行
い
で
あ
る
と
認
め
た
。
徳
川
期
の
儒
学
者
に
と
っ
て
、
こ
の
問
題
は
徳
川
開
府
以
来
や
っ
か
い
で
微
妙
な
問
題
で
あ
り）（10
（

、
多
く
の
議

論
が
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、
徳
川
体
制
の
正
当
性
と
い
う
問
題
が
こ
の
議
論
に
は
内
包
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
影
響
力
の
大
き
か

っ
た
山
崎
闇
斎
（
一
六
一
九
―
一
六
八
二
）
門
下
の
多
く
は
、
王
朝
の
交
替
と
い
う
思
想
は
日
本
に
は
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え

て
い
た）（10
（

。

　

徂
徠
は
新
儒
学
の
道
徳
思
想
を
拒
否
す
る
と
共
に
、
新
儒
学
の
体
制
変
革
に
つ
い
て
の
道
徳
的
評
価
を
拒
否
し
た
。
王
朝
交
替
は
、

歴
史
の
枠
を
超
越
し
た
契
機
で
あ
り
、
後
世
の
解
釈
や
道
徳
的
評
価
で
は
理
解
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。「
開
国
の
君
は
、
諸
を
天
に

配
」
す
。
孔
子
や
そ
れ
よ
り
上
代
で
は
、
そ
の
是
非
を
論
じ
る
者
は
な
い
。
彼
等
は
尊
敬
と
崇
拝
の
的
で
あ
る
。
戦
国
時
代
か
ら
は
、

そ
れ
を
軽
視
し
「
聖
人
を
非
薄
す
る
者
あ
り
」。
孟
子
は
そ
の
よ
う
な
者
を
論
破
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
か
え
っ
て
不
注
意
に
も
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
僭
越
な
議
論
と
い
う
流
儀
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
（『
論
語
徴
』
四
／
四
〇
―
一
／
四
〇
三
）。
換
言
す
れ
ば
、

あ
る
統
治
体
制
の
創
出
状
況
と
い
う
の
は
、
あ
り
き
た
り
の
人
知
に
よ
る
道
徳
的
裁
断
が
使
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
新
し
い
体
制
の
創

出
は
、
功
利
的
な
視
点
の
み
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
体
制
が
可
能
に
し
た
「
道
」
の
履
行
こ
そ
が
考
慮
す
べ
き
問
題

で
あ
る
。

　

徂
徠
に
よ
る
大
胆
な
体
制
創
出
論
は
、
一
見
す
る
と
脱
道
徳
的
か
つ
現
実
主
義
的
だ
が
、
本
質
的
に
は
帰
結
主
義
的
か
つ
功
利
主
義
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的
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
古
代
中
国
の
周
に
よ
る
殷
へ
の
侵
攻
を
批
判
し
た
英
雄
と
さ
れ
た
伯
夷
・
叔
斉
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
、

一
層
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
。
伯
夷
・
叔
斉
の
殷
へ
の
忠
誠
心
は
、
周
王
朝
に
仕
え
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
餓
死
を
選
ぶ
ほ
ど
の
も
の
で

あ
っ
た
。
彼
等
は
前
王
朝
の
忠
臣
で
あ
っ
た
か
ら
、
新
た
な
王
朝
へ
の
致
仕
は
道
徳
上
不
適
切
で
あ
り
、
ま
た
彼
等
に
と
っ
て
は
、
非

合
法
な
王
朝
に
仕
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
孟
子
は
伯
夷
を
、
そ
の
心
の
純
粋
さ
に
よ
っ
て
聖
人
に
数
え
た）（（1
（

。
孔
子
は
「
伯

夷
・
叔
斉
は
、
旧
悪
を
念
は
ず
、
怨
み
是
れ
を
用
て
希
な
り
」
と
、
自
ら
の
悲
運
の
原
因
で
あ
っ
た
周
に
対
し
寛
容
な
態
度
で
あ
っ
た

こ
と
を
称
賛
し
て
い
た）（（（
（

。
朱
熹
の
場
合
、
こ
の
「
怨
是
用
希
」
は
、
新
し
い
王
朝
の
道
徳
的
誠
実
さ
を
伯
夷
・
叔
斉
が
認
識
で
き
な
か

っ
た
こ
と
に
対
し
て
他
人
が
残
念
に
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
等
の
道
徳
的
高
潔
さ
故
に
そ
れ
が
和
ら
い
だ
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

徂
徠
の
解
釈
は
根
本
的
に
異
な
る）（（0
（

。
徂
徠
は
、
孟
子
が
伯
夷
を
「
達
磨
」
の
よ
う
な
者
と
し
て
聖
人
視
し
て
い
る
の
は
極
端
で
誤
っ

た
禁
欲
苦
行
主
義
で
あ
る
と
し
て
拒
否
す
る
。
孔
子
が
称
賛
す
る
「
怨
」［
が
「
希
」
で
あ
る
こ
と
］
は
、
英
雄
に
対
す
る
他
人
に
よ
る

態
度
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
怨
は
支
配
者
と
な
っ
た
周
王
朝
に
対
す
る
英
雄
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
伯
夷
・
叔
斉
は
、

周
の
征
服
が
武
力
侵
攻
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
見
な
し
て
お
り
、
た
だ
現
実
の
結
果
を
認
め
て
そ
れ
が
不
可
逆
的
だ
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
彼
等
は
周
に
怨
み
を
抱
き
続
け
る
こ
と
を
断
念
し
た
。
徂
徠
は
、
伯
夷
の
隠
棲
が
「
そ
の
迹
は
怨
み
た
る
に
似
た

り
」
で
あ
る
こ
と
は
し
ぶ
し
ぶ
認
め
る
［
た
だ
し
、
王
直
に
従
っ
て
徂
徠
は
、
伯
夷
の
隠
棲
が
武
王
の
時
で
は
な
く
、
孤
竹
の
国
を
逃
れ
た
時

期
で
、
伯
夷
が
文
王
に
帰
し
た
と
解
釈
し
て
い
た
］。
し
か
し
そ
う
見
え
る
だ
け
で
真
相
で
は
な
い
こ
と
は
、『
孟
子
』
に
も
［
伯
夷
は
周

で
は
な
く
紂
王
を
避
け
て
隠
棲
し
て
い
た
と
い
う
説
が
］
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伯
夷
が
周
に
服
し
て
、「
大
老
の
養
を
享
く
る
に
及
」

び
、
そ
れ
で
「
怨
み
の
迹　

洗
然
た
り
」
と
な
っ
た
事
実
に
現
れ
て
い
る
と
い
う）（（0
（

。
こ
の
含
意
は
、
伯
夷
・
叔
斉
に
と
っ
て
重
要
だ
っ

た
の
は
、
周
王
朝
の
創
始
に
あ
た
っ
て
そ
の
前
史
が
道
徳
的
に
疑
い
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
道
の
実

現
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
結
果
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
は
目
を
つ
む
っ
て
も
し
か
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
通
説

で
は
義
務
論
的
で
硬
直
し
た
忠
誠
心
と
い
う
観
点
で
解
釈
さ
れ
る
事
蹟
を
、
帰
結
主
義
的
か
つ
功
利
主
義
的
に
徂
徠
は
解
釈
し
た
の
で

164（121）



ジェームズ・マクマレン「荻生徂徠の思想における歴史と功利―『論語』の再解釈を通じて」（松田宏一郎〔訳〕）

立教法学110号 _8� 立教法学110号 _8

あ
る
（『
論
語
徴
』
三
／
二
一
八
―
二
〇
／
五
四
九
―
五
〇）

（（0
（

）。

エ
リ
ー
ト
功
利
主
義

　

続
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
、
徂
徠
は
「
利
」、
す
な
わ
ち
共
同
体
の
幸
福
が
、
古
の
聖
人
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
後
の
時
代

の
統
治
に
と
っ
て
も
正
し
い
目
的
と
信
じ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
目
的
が
、
被
治
者
や
受
益
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
関

わ
り
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
？　
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
と
同
じ
よ
う
に
、
徂
徠
の
構
想
は
、「
最
大
多
数
幸
福
の
原
理
」
へ
の
「
知
的
な
利
害

関
心
」
は
「
文
明
国
に
生
ま
れ
た
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
受
け
継
い
だ
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か）（（0
（

。
ミ
ル
が
そ

の
功
利
主
義
に
つ
い
て
信
じ
て
い
た
よ
う
に
、
徂
徠
の
功
利
主
義
は
一
人
一
人
の
人
生
に
つ
い
て
一
般
化
可
能
で
普
遍
的
に
妥
当
す
る

哲
学
だ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
、
ベ
ン
サ
ム
の
方
法
の
よ
う
に
、
立
法
者
が
押
し
つ
け
る
統
治
の
た
め
の
誘
導
的
原
則
、

政
治
的
管
理
に
つ
い
て
の
哲
学
と
い
う
だ
け
だ
っ
た
の
か
。

　

徂
徠
の
哲
学
が
「
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
政
治
的
功
利
主
義
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
徂
徠
の
答
え
は
き
っ
ぱ
り
と
し
て
い

る
。
徂
徠
は
人
間
を
三
種
類
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
古
代
中
国
に
の
み
現
れ
た
超
人
的
洞
察
力
を
持
つ
聖
人
、「
君
子
な
る
者
は
、

上
に
在
る
の
称
な
り
」
と
定
義
さ
れ
る
「
君
子）（（0
（

」、
そ
し
て
残
り
全
て
を
指
す
「
民
」
で
あ
る
。
徂
徠
が
最
も
厳
格
な
区
別
を
す
る
の

は
、
政
治
的
権
威
を
担
う
「
君
子
」
と
、
統
治
の
対
象
で
あ
る
「
民
」
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
位
」
の
違
い
で
あ
る
（『
論
語
徴
』
三
、

一
七
六
／
五
〇
九
）。
確
か
に
徂
徠
は
「
下
に
在
り
と
い
へ
ど
も
而
も
上
に
在
る
の
徳
あ
る
も
、
亦
た
之
を
君
子
と
謂
ふ
」（『
論
語
徴
』

三
、
一
八
三
／
五
一
五
）
と
も
認
め
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
地
位
と
政
治
的
地
位
の
乖
離
は
、
本
来
は
古
代

の
あ
り
方
と
一
致
し
て
い
な
い）（（0
（

。
さ
ら
に
は
、
徂
徠
が
信
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
古
代
中
国
に
お
い
て
は
、
社
会
的
ま
た
職
分
上
の

地
位
は
世
襲
で
あ
っ
た
。
社
会
的
移
動
あ
る
い
は
そ
れ
へ
の
願
望
は
、
衰
退
を
示
す
現
象
で
あ
っ
た
。
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け
だ
し
古
へ
の
代
、
王
は
世
に
嗣
ぎ
、
諸
侯
は
世
に
嗣
ぐ
、
士
大
夫
の
子
は
士
大
夫
と
な
り
、
農
工
賈
の
子
は
農
工
賈
と
な
り
、
貴
賤
の

分　

定
ま
れ
り
、
…
…
秦
漢
以
後
、
始
め
て
囂
然
と
し
て
人
皆
三
公
と
な
ら
ん
こ
と
を
願
う
。（『
論
語
徴
』
三
／
一
八
九
―
九
〇
／
五
二

三
）

こ
の
点
か
ら
い
っ
て
、「
君
子
」
は
「
安
民
」
に
心
を
配
る
（『
論
語
徴
』
三
／
一
七
六
／
五
〇
九
）。
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
、
士
の
い
ず

れ
で
あ
っ
て
も
そ
の
な
す
べ
き
事
は
「
天
職
」
に
基
づ
い
て
い
る
（『
論
語
徴
』
四
／
二
六
一
／
六
一
六
）。
対
照
的
に
、
農
民
、
職
人
、

商
人
な
ど
の
民
は
、「
下
愚
」
と
見
な
さ
れ
る
。「
下
愚
の
人
は
移
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
以
て
民
と
為
し
て
、
諸
れ
を
士
に
升
さ

ざ
る
な
り
」（『
論
語
徴
』
四
／
二
七
八
／
六
三
〇
）。
確
か
に
「
人
み
な
そ
の
徳
あ
り
」（『
論
語
徴
』
三
／
二
五
三
／
五
八
〇）

（（0
（

）
と
も
言
う
。

し
か
し
徂
徠
の
見
方
で
は
、
属
性
と
し
て
「
小
人）（（0
（

」
で
あ
る
民
は
自
ら
の
「
温
飽
」
に
関
心
を
持
つ
だ
け
で
、
狭
い
道
徳
的
視
野
し
か

持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
（『
論
語
徴
』
三
／
四
九
／
四
〇
三
）。「
公
」
が
君
子
の
関
心
事
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
小
人
の
心
は
「
己
を
営

む
」「
私
」
に
あ
る
（『
論
語
徴
』
三
／
七
四
／
四
二
六
）。
民
は
ま
さ
し
く
利
の
た
め
に
働
く
が
、
そ
の
「
利
」
は
狭
い
道
徳
的
視
野
の

中
に
あ
り
、
意
味
が
よ
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
徂
徠
は
、
儒
学
経
典
に
通
底
す
る
否
定
的
な
「
利
」
観
念
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
実
際
、
民
の
「
利
」
は
「
小
利
」
で
あ
り
、
孔
子
は
そ
の
こ
と
に
警
告
を
発
し
て
い
た
と
す
る）（01
（

。
し
か
し
、
人
の
道
徳
的

状
態
よ
り
も
行
為
の
帰
結
を
重
視
す
る
と
い
う
典
型
的
な
功
利
主
義
に
よ
っ
て
、
徂
徠
は
、
こ
の
道
徳
的
に
は
劣
位
に
置
か
れ
る

「
利
」
で
も
、「
小
人
」
が
適
切
に
振
る
舞
う
よ
う
教
え
る
た
め
に
は
、
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
（『
論
語
徴
』
三

／
一
八
四
／
五
一
六
）。
し
た
が
っ
て
、
民
と
い
う
の
は
「
君
子
」
が
［「
礼
楽
」
と
い
う
］
制
度
を
用
い
て
「
化
」
す
る
対
象
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
民
は
「
習
ひ
て
以
て
俗
を
成
す
」（『
論
語
徴
』
四
／
二
四
二
／
五
九
四
―
五
）。
し
か
し
な
が
ら
、「
化
」
す
る
こ
と
は
、

経
典
の
正
し
い
理
解
に
つ
い
て
、
知
性
に
よ
る
学
習
に
訴
え
て
そ
の
意
味
を
学
ば
せ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
同
時
代
の
日
本
の
儒
学

者
の
教
育
方
法
を
念
頭
に
置
い
て
、「
後
世
儒
者
」
に
よ
る
「
講
説
」
は
無
意
味
で
あ
る
と
徂
徠
は
切
り
捨
て
た
（『
論
語
徴
』
三
／
三
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四
一
／
六
六
二
―
三
）。
そ
の
よ
う
に
、「
小
人
」
は
受
動
的
で
大
抵
は
理
解
力
に
欠
け
た
、
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
管
理
操
作
の
対
象
と
さ

れ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
エ
リ
ー
ト
主
義
は
儒
学
の
伝
統
の
主
流
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
は
そ
れ
は
普
遍
主
義
へ

の
志
向
で
緩
和
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
徂
徠
に
と
っ
て
は
、「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
の
区
別
は
際
だ
っ
て
根
本
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
さ
に
『
弁
名
』
で
は
、
そ
の
区
別
は
「
霄
壌
の
異
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
た）（0（
（

。
重
要
な
点
は
、
徂
徠
が
能
動
的
黄
金
律
を
肯

定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
徂
徠
は
、「
小
人
」
が
「
君
子
」
の
心
を
理
解
で
き
る
と
い
う
考
え
方
を
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た）（00
（

。
こ
こ
で
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
徂
徠
の
女
性
観
は
、
儒
学
の
基
準
に
照
ら
し
て
も
不
適
切
に
思
わ
れ
る
。

「
女
子
は
形
を
以
て
人
に
事
ふ
る
者
な
り
。
細
民
は
力
を
以
て
人
に
事
ふ
る
者
な
り
。
皆
な
そ
の
志
ざ
し
は
義
に
在
ら
ず
」（『
論
語
徴
』

四
／
三
一
二
／
六
六
〇
）。

　

徂
徠
の
エ
リ
ー
ト
主
義
は
、
同
時
代
の
人
々
か
ら
反
感
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
次
世
代
の
儒
学
者
に
あ
た
る
、
五
井
蘭
洲

（
一
六
九
七
―
一
七
六
二
）、
竹
山
（
一
七
三
〇
―
一
八
〇
四
）
と
履
軒
（
一
七
三
二
―
一
八
一
七
）
の
中
井
兄
弟
ら
は
、
ま
さ
に
徂
徠
が

「
中
人
」
の
道
徳
的
主
体
性
を
否
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
批
判
を
お
こ
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
る）（00
（

。

『
論
語
徴
』
を
超
え
て

　
『
論
語
徴
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
切
り
離
さ
れ
た
断
片
的
な
テ
ク
ス
ト
に
付
け
ら
れ
た
注
釈
で
で
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
徂
徠
の
功
利

主
義
は
各
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
徂
徠
は
こ
れ
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、『
弁
道
』
お
よ
び
『
弁
名
』
か
ら
、

自
己
の
見
解
を
よ
り
分
析
的
で
体
系
的
な
も
の
と
し
て
抽
出
し
た）（00
（

。
こ
れ
ら
の
著
作
で
強
調
さ
れ
た
孔
子
の
教
え
の
総
体
的
な
構
造

は
、
第
一
に
、
エ
リ
ー
ト
功
利
主
義
と
道
徳
帰
結
主
義
に
適
合
し
た
、
本
質
的
に
道
具
価
値
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。『
弁
名
』
の

有
名
な
一
節
で
、
徂
徠
は
先
王
の
道
を
「
術
）
（00
（

」
で
あ
る
と
定
義
し
た
。
そ
し
て
、「
術
な
る
者
は
、
こ
れ
に
由
り
て
行
は
ば
、
自
然
に
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し
て
そ
の
至
る
を
覚
え
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
」。
そ
れ
は
実
際
に
は
人
々
を
操
作
す
る
方
法
で
あ
る
が
、「
民
は
こ
れ
に
由
ら
し
む
べ
し
」

を
実
現
す
る
た
め
の
道
で
あ
る）（00
（

。

　
『
弁
名
』
に
お
い
て
、
徂
徠
は
「
利
」
概
念
を
一
層
犀
利
に
検
討
し
て
お
り
、「
善
」
と
と
も
に
、
そ
の
功
利
主
義
の
鍵
概
念
と
な
っ

て
い
る
。「
利
」
は
『
易
経
』
の
卦
で
［
天
そ
の
も
の
と
混
同
す
べ
き
で
は
な
く
、
実
践
的
な
］「
徳
」
の
一
つ
と
す
べ
き
で
あ
る
。
他
の

卦
と
同
じ
よ
う
に
、「
典
要
を
為
す
べ
か
ら
ず
」［
不
変
の
原
則
と
し
て
は
な
ら
な
い
］
も
の
で
あ
る）（00
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
実
践
に

つ
い
て
で
あ
っ
て
、
結
果
か
ら
の
み
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
利
」
を
さ
ら
に
「
数
義
」
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
「
生

を
営
み
て
得
る
所
あ
る
」「
財
利
の
利）（00
（

」、「
善
く
そ
の
器
を
治
め
て
、
こ
れ
を
用
ふ
る
に
軽
便
な
ら
し
む
る
」「
鋭
利
の
利）（00
（

」、「
そ
の
事

を
作
て
成
功
あ
る
」「
吉
利
の
利）（01
（

」、
そ
し
て
「［
天
下
が
］
そ
れ
を
し
て
益
を
得
、
沢
を
被
ら
し
む
る
」「
利
益
の
利
」
で
あ
る）（0（
（

。

　

徂
徠
の
考
え
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
経
書
に
お
い
て
、「
利
」
は
受
益
者
、
恩
沢
を
受
け
る
側
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
い
た）（00
（

。
多
く
の

儒
学
の
書
で
は
、「
小
利
」
と
し
て
暗
に
低
く
扱
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
易
経
』
の
文
言
伝
で
は
、「
利
を
施
す
者
」
つ
ま
り
君
子
の
立

場
か
ら
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
。
君
子
に
と
っ
て
は
、
為
政
者
が
与
え
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
仁
恵
の
中
で
「
利
」
が
最
も
重
要
な
も

の
で
あ
る
。「「
物
を
利
す
」
と
は
、
万
物
を
利
益
す
。
こ
れ
仁
な
り）（00
（

」。

　

徂
徠
の
功
利
主
義
に
つ
い
て
、
最
も
明
確
か
つ
最
も
注
目
す
べ
き
説
明
は
、『
弁
名
』
の
「
善
」
の
核
心
的
部
分
に
見
ら
れ
る
。

善
な
る
者
は
悪
の
反
な
り
。
泛ひ
ろ

く
こ
れ
を
言
ふ
者
な
り
。
そ
の
解
は
孟
子
に
見
ゆ
。
曰
く
、「
欲
す
べ
き
を
こ
れ
善
と
謂
ふ）

（00
（

」
と
。
先
王

の
道
に
非
ず
と
い
へ
ど
も
、
凡
そ
以
て
人
を
利
し
民
を
救
ふ
べ
き
者
は
、
み
な
こ
れ
を
善
と
謂
ふ
。
こ
れ
衆
人
の
欲
す
る
所
な
る
が
故
な

り
。
先
王
の
道
は
、
善
の
至
れ
る
者
な
り
。
…
…
聖
人
に
非
ず
と
い
へ
ど
も
、
然
れ
ど
も
能
く
法
を
立
て
制
を
定
め
、
以
て
国
を
治
め
民

を
安
ん
ず
べ
き
者
は
、
み
な
善
人
と
称
す
る
を
得）

（00
（

。
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こ
こ
で
「
善
」
は
明
ら
か
に
帰
結
主
義
的
用
語
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
に
利
を
与
え
、
人
の
欲
す
る
こ
と
を
か
な
え

る
）
（00
（

。「
善
」
は
明
ら
か
に
「
利
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
上
に
、「
善
」
は
、
聖
人
の
統
治
と
時
代
が
下
っ
て
聖
人

に
は
劣
る
後
継
者
の
い
ず
れ
に
も
同
じ
よ
う
に
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
重
要
な
点
は
、
こ
こ
で
の
「
善
」
と
は
、『
論
語

徴
』
に
お
い
て
と
同
様
に
、
先
王
が
立
て
た
客
観
的
な
制
度
の
先
に
あ
る
も
の
と
明
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も

「
善
」
は
「
利
」
に
は
っ
き
り
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
功
利
主
義
の
原
則
は
聖
人
信
仰
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
と
も

言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ル
に
よ
る
功
利
主
義
の
有
名
な
定
義
、
す
な
わ
ち
「［
効
用
、
つ
ま
り
最
大
幸
福
原
理
を
道
徳
の
基
礎
と
し
て

受
け
容
れ
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
、］
行
為
は
幸
福
を
増
進
す
る
傾
向
が
あ
れ
ば
、
そ
の
度
合
い
に
応
じ
て
正
し
い
も
の
（“right.” 

徂
徠
の

語
で
は
「
善
」）
と
な
り
、
幸
福
と
は
反
対
の
も
の
を
も
た
ら
す
傾
向
が
あ
れ
ば
、
そ
の
度
合
い
に
応
じ
て
不
正
な
も
の
と
な
る
。
幸
福

と
は
快
楽
を
意
味
し
て
お
り
、
苦
痛
の
欠
如
も
意
味
し
て
い
る
。
不
幸
は
苦
痛
を
意
味
し
て
お
り
、
快
楽
の
欠
如
も
意
味
し
て
い
る
」

と
、
徂
徠
の
定
義
と
は
一
致
し
て
い
る）（00
（

。
こ
の
よ
う
な
徂
徠
の
思
想
の
基
本
的
な
特
徴
を
行
為
主
体
の
心
の
状
態
に
対
す
る
徂
徠
の
無

関
心
や
、
そ
の
政
治
観
と
を
付
き
合
わ
せ
れ
ば
、
徂
徠
を
ま
さ
し
く
「
政
治
的
功
利
主
義
者
」
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
は
適
切
で
あ

る
。

中
国
古
典
に
お
け
る
功
利
主
義
と
の
共
鳴

　

徂
徠
が
功
利
主
義
思
想
家
で
あ
っ
た
と
す
る
主
張
は
、
も
ち
ろ
ん
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
徳
川
時
代
に
お
い
て
も
、
尾
藤

二
洲
（
一
七
四
五
―
一
八
一
四
）
は
徂
徠
に
つ
い
て
、「
彼
［
徂
徠
］
は
聖
門
の
学
者
に
あ
ら
ず
。
功
利
の
み
事
と
せ
る
事
な
り
。
孫
子

を
好
み
て
国
字
解
を
作
れ
る
は
、
其
本
志
の
注
ぐ
所
な
り
」
と
述
べ
て
い
た）（00
（

。
徂
徠
と
管
仲
お
よ
び
法
家
の
商
鞅
と
の
類
似
性
を
指
摘

し
、
徂
徠
を
功
利
主
義
思
想
家
と
み
な
す
主
張
は
、
日
本
儒
学
思
想
史
学
者
で
あ
っ
た
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
六
―
一
九
四
四
）
も
明

治
期
に
お
こ
な
っ
て
い
た）（00
（

。
と
こ
ろ
が
、
徂
徠
の
思
想
に
は
、
特
に
古
代
中
国
の
も
の
か
ら
、
驚
く
べ
き
広
範
な
影
響
が
う
か
が
わ
れ
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る
。
徂
徠
の
側
が
何
か
具
体
的
に
思
想
的
影
響
を
受
け
た
源
を
特
定
す
る
の
は
、
シ
ュ
ウ
オ
ー
ツ
が
古
代
中
国
の
思
想
家
に
「
共
有
さ

れ
た
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
」
と
呼
ん
だ
も
の
を
想
起
す
れ
ば
、
大
変
困
難
で
あ
る）（01
（

。
中
国
思
想
の
多
様
な
伝
統
の
中
に
あ
る
要
素
は
、
そ
れ

ほ
ど
矛
盾
を
表
面
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
繰
り
返
し
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
、
今
中
は
、
徂
徠
の
「
術
」
の
用
語

法
は
、
徂
徠
が
注
釈
を
書
い
て
い
た
法
家
の
韓
非
子
（
紀
元
前
二
三
三
頃
没
）
に
よ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
狩
野

直
喜
（
一
八
六
八
―
一
九
四
七
）
の
見
解
を
踏
襲
し
て
、
今
中
は
さ
ら
に
徂
徠
と
葉
適
の
類
似
性
、
ま
た
間
接
的
証
拠
し
か
な
い
が
、

徂
徠
が
宋
の
功
利
派
に
も
注
意
し
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る）（0（
（

。

　

徂
徠
に
つ
い
て
、
最
も
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
る
影
響
は
荀
子
の
も
の
で
あ
る
。
荀
子
に
つ
い
て
徂
徠
は
注
釈
を
書
い
て
お
り
、
先
述
し

た
よ
う
に
、
荀
子
の
思
想
に
は
功
利
主
義
的
主
張
が
あ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た）（00
（

。
徂
徠
と
同
じ
よ
う
に
、
荀
子
は

「
道
」
は
自
然
で
は
な
く
人
為
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
二
つ
疑
問
が
起
こ
り
う
る
。
一
つ
は
、
荀
子
が
ど
の
よ
う

に
徂
徠
に
影
響
し
た
の
か
、
二
つ
目
は
、
そ
の
影
響
は
功
利
主
義
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
で
あ
る
。
最
初
の
大
き
な
問
い
に
つ

い
て
言
え
ば
、
今
中
は
、
徂
徠
の
思
想
形
成
に
あ
た
っ
て
、
少
な
く
と
も
五
つ
の
点
で
、
直
接
的
に
あ
る
い
は
間
接
的
に
、
荀
子
の
影

響
が
あ
る
と
す
る）（00
（

。「
礼
」
が
最
重
要
で
あ
る
こ
と
、
自
然
で
は
な
く
人
為
と
し
て
の
「
先
王
の
道
」
と
い
う
概
念
、
人
を
超
越
し
た

も
の
と
し
て
の
「
天
」
の
概
念
、
統
治
観
の
「
法
家
」
的
傾
向
、
人
の
本
性
に
つ
い
て
の
理
論
、
で
あ
る）（00
（

。
最
近
で
は
、
オ
リ
ヴ
ィ

エ
・
ア
ン
サ
ー
ル
に
よ
る
徂
徠
の
政
治
思
想
研
究
書
が
、
徂
徠
に
対
す
る
荀
子
の
影
響
を
重
視
し
て
い
る
。
ア
ン
サ
ー
ル
は
、
両
者
の

違
い
を
認
め
な
が
ら
も
、「
徂
徠
が
構
築
し
た
思
想
大
系
の
構
造
は
荀
子
を
想
起
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
述
べ
て
い
る）（00
（

。
ア

ン
サ
ー
ル
に
と
っ
て
「
徂
徠
は
、
荀
子
が
創
始
し
た
礼
の
哲
学
を
非
常
に
洗
練
し
た
も
の
に
発
展
さ
せ
た）（00
（

」。
こ
れ
は
か
な
り
説
得
力

が
あ
る
。
そ
し
て
［
徂
徠
学
の
近
代
性
を
主
張
す
る
］
丸
山
眞
男
で
さ
え
も
、
徂
徠
が
荀
子
か
ら
学
ん
だ
点
に
つ
い
て
、「
そ
れ
は
あ
る

程
度
ま
で
は
正
当
だ
が
」
と
認
め
て
い
た）（00
（

。

　

人
為
的
な
も
の
と
し
て
の
礼
の
最
重
要
性
と
い
う
徂
徠
の
思
想
が
荀
子
に
負
う
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も）（00
（

、
徂
徠
の
功
利
主
義
が
同
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じ
く
荀
子
に
由
来
し
て
い
る
と
は
、
必
ず
し
も
言
え
な
い
。
荀
子
を
功
利
主
義
者
と
見
な
す
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
シ
ュ
ウ
ォ

ー
ツ
の
解
釈
に
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
具
体
的
に
荀
子
が
功
利
主
義
と
一
致
し
な
い
の
は
、
荀
子
が
心
の
有
様
を
重
視
し
た
点
に
あ

る
。
荀
子
は
徂
徠
と
異
な
り
、
人
性
は
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
信
じ
て
お
り）（00
（

、
こ
れ
に
対
し
て
徂
徠
は
ま
さ
し
く
、
荀
子
の

最
も
よ
く
知
ら
れ
た
教
え
で
あ
る
性
悪
説
に
つ
い
て
、
孟
子
の
性
善
説
を
批
判
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
厳
し
く
非
難
し
て
い
た
と
い
う

丸
山
眞
男
の
指
摘
は
正
し
い）（01
（

。
さ
ら
に
丸
山
の
理
解
で
は
、
荀
子
は
「
徂
徠
学
に
お
い
て
既
に
発
芽
し
て
い
る
近
代
意
識
」
に
全
く
無

縁
で
あ
っ
て
、
荀
子
の
思
想
で
は
「
公
」
と
「
私
」、「
倫
理
」
と
「
政
治
」
と
が
「
連
続
」
し
て
い
た）（0（
（

。
ま
た
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

荀
子
は
徂
徠
と
異
な
り
、［
善
を
尽
く
そ
う
と
］
心
を
改
め
る
こ
と
を
聖
人
の
あ
り
方
と
み
な
し
て
お
り）（00
（

、「
利
」
の
追
求
に
は
警
戒
的

で
）
（00
（

、「
利
」
を
求
め
る
こ
と
は
人
の
情
性
が
悪
で
あ
る
証
で
あ
り）（00
（

、
そ
し
て
基
本
的
に
怪
異
・
超
常
現
象
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
が）（00
（

、
そ

の
点
に
つ
い
て
は
徂
徠
は
無
鬼
論
は
憶
測
で
あ
る
と
退
け
て
い
た
（『
論
語
徴
』
三
／
二
五
六
―
七
／
五
八
三
―
四
）。
荀
子
と
徂
徠
の
違

い
の
最
も
顕
著
な
と
こ
ろ
は）（00
（

、
荀
子
が
統
治
者
は
「
幽
」・「
周
」［
秘
密
主
義
、
事
を
民
に
知
ら
せ
な
い
］
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、「
明
」・

「
宣
」［
民
に
隠
さ
ず
示
さ
れ
て
い
る
］
と
し
て
い
る
点
で
あ
る）（00
（

。「
明
」・「
宣
」
は
、
道
徳
的
に
自
律
的
で
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
と

し
た
諸
個
人
に
共
有
さ
れ
た
道
徳
が
社
会
の
基
礎
で
あ
る
と
前
提
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
徂
徠
は
、
道
徳
の
理
解
は
エ
リ
ー

ト
に
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、
一
般
の
人
民
は
そ
れ
を
理
解
で
き
ず
、
エ
リ
ー
ト
に
管
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
徂
徠
の
政
治
的
功
利
主
義
の
基
本
的
前
提
を
荀
子
に
求
め
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
近
年
の
徂
徠
研
究
が
進
め
て
い
る
の
は
、
尾
藤
二
洲
が
早
く
も
指
摘
し
て
い
た
、
兵
学
思
想
、
仮
借
な
き
リ
ア
リ
ズ
ム
、
そ

し
て
手
段
重
視
の
伝
統
で
あ
る
。
前
田
勉
は
、
徂
徠
の
思
想
と
「
兵
学
思
想
」
と
の
構
造
的
な
類
似
性
を
、
文
献
を
突
き
合
わ
せ
て
検

討
し
た
。
前
田
は
、
徂
徠
の
『
孫
子
』
の
注
釈
に
お
け
る
、
戦
闘
の
結
果
予
測
の
困
難
性
に
つ
い
て
の
徂
徠
の
分
析
と
、
天
の
不
可
測

性
と
い
う
よ
り
大
き
な
レ
ベ
ル
で
の
信
念
と
が
相
似
形
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
前
田
は
、
政
治
を
計
略
に
基
づ
く
操
作
的
な

手
段
と
考
え
る
徂
徠
の
信
念
が
、
孫
子
（
紀
元
前
四
世
紀
）
の
兵
学
的
思
考
の
特
徴
で
あ
る
秘
密
主
義
と
計
略
の
軍
事
的
必
要
性
に
影
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響
さ
れ
て
い
る
と
言
う）（00
（

。
同
様
に
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
徂
徠
は
社
会
の
「
統
一
」
を
重
視
し
た
が
、
そ
れ
は
「
術
」
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
る
と
し
、
必
要
と
あ
れ
ば
「
兵
刑
は
人
を
殺
す
」［『
弁
道
』
二
〇
三
／
一
九
］
こ
と
も
含
ま
れ
、
そ
れ
が
孫
子
に
よ
る
兵

を
率
い
る
方
法
と
呼
応
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る）（00
（

。
ま
た
、「
満
世
界
の
人
こ
と
ご
と
く
人
君
の
民
の
父
母
と
な
り
給
ふ
を
助
け
候
役
人

に
候
」［『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
三
八
〇
／
四
三
〇
］
と
い
う
徂
徠
の
社
会
観
は
、「『
孫
子
』
の
よ
う
な
兵
学
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、
軍
の

機
能
的
、
合
理
的
、
そ
し
て
相
互
連
携
的
組
織
と
同
じ
発
想
」
に
影
響
を
受
け
て
い
る）（01
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
尾
藤
二
洲
の
用
い
る
「
功
利
」
と
い
う
語
は
、
中
国
哲
学
の
別
の
功
利
主
義
的
伝
統
に
呼
応
し
て
い
る）（0（
（

。
こ
の
筋

か
ら
の
影
響
の
可
能
性
、
特
に
古
代
中
国
の
功
利
主
義
者
で
あ
っ
た
墨
子
に
関
す
る
点
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ

で
、
あ
る
い
は
別
の
箇
所
で
も
同
様
だ
が
、
直
接
の
影
響
を
示
す
証
拠
を
確
定
す
る
の
は
、
古
代
の
伝
統
思
想
に
共
通
の
要
素
が
あ
る

た
め
、
や
は
り
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
徂
徠
が
『
墨
子
』
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。『
経
史
子
要
覧
』
の
中
で
『
墨

子
』
を
、
そ
の
言
語
学
的
な
価
値
だ
け
で
は
な
く
、「
読
ま
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
者
な
り
」
と
し
て
い
る）（00
（

。『
論
語
徴
』
で
は
、

『
墨
子
』
を
文
献
学
的
な
証
拠
に
用
い
て
い
る
（『
論
語
徴
』
三
／
六
七
／
四
一
九
）。
中
国
功
利
主
義
哲
学
書
の
徂
徠
に
対
す
る
文
献

学
・
言
語
学
的
影
響
を
体
系
的
・
計
量
的
に
調
査
す
る
こ
と
は
本
論
の
目
的
の
範
囲
外
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
り
あ
え
ず
言
語
学
的
影

響
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
明
白
な
点
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。
小
川
環
樹
は
、「
聖
王
」
と
い
う
語
が
、『
論
語
』
や
『
孟
子
』
と
い

っ
た
経
典
で
は
稀
で
あ
る
か
異
な
る
意
味
に
使
用
さ
れ
る
［
小
川
環
樹
「
聖
王
の
称
は
『
論
語
』
に
は
み
え
ず
、『
孟
子
』
に
た
だ
一
回
」］

の
に
対
し
て
、『
墨
子
』
と
徂
徠
で
は
類
似
し
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る）（00
（

。
徂
徠
は
墨
子
が
用
い
た
語
で
あ
る

「
刑
政
」
に
つ
い
て
、
孔
子
が
統
治
の
手
段
と
し
て
正
し
く
な
い
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
道
」
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
論

じ
た）（00
（

。
墨
子
の
「
兼
而
愛
之
兼
而
利
之
」
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
、
徂
徠
の
「
相
親
し
み
相
愛
し
相
生
じ
相
成
し
相
輔
け
相
養
ひ
相
匡

し
相
救
ふ
」
に
影
響
し
て
お
り）（00
（

、
両
者
と
も
「
天
意
」
に
言
及
し）（00
（

、
両
者
と
も
「
天
民
」
と
い
う
言
い
回
し
を
用
い
て
い
る）（00
（

。
最
も
注

目
す
べ
き
は
、
両
者
と
も
聖
人
の
統
治
を
「
天
に
法の

っ
とる
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）（00
（

。
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徂
徠
が
墨
子
主
義
者
で
あ
っ
た
と
は
も
ち
ろ
ん
言
え
な
い
。
徂
徠
は
、
孔
子
の
「
礼
楽
」
を
害
す
る
も
の
と
し
て
墨
子
を
非
難
し
て

い
た
以
上
、「
儼
然
た
る
古
文
辞
」
と
し
て
の
文
献
と
し
て
以
上
の
扱
い
を
、
表
だ
っ
て
『
墨
子
』
に
認
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た）（00
（

。
形

の
上
で
は
、
他
の
儒
学
者
と
同
じ
よ
う
に
、
徂
徠
に
と
っ
て
も
墨
子
は
異
端
の
代
表
例
の
一
つ
で
あ
っ
た
（『
論
語
徴
』
三
／
四
二
／
三

九
八
）。
そ
れ
で
も
な
お
、
概
観
し
た
だ
け
で
も
両
者
の
構
造
上
・
教
理
上
の
類
似
性
に
着
目
す
べ
き
こ
と
が
わ
か
る
。
孔
子
の
「
礼
」

に
対
す
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
墨
子
の
非
難
も
見
か
け
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
墨
子
が
厳
し
く
攻
撃
し
た
孔
子
の
礼
の
あ
り

方
、
た
と
え
ば
家
礼
や
葬
礼
な
ど
に
、
徂
徠
が
ほ
と
ん
ど
固
執
し
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る）（01
（

。
あ
た
か
も
、
徂
徠
は
家
礼

や
葬
礼
が
役
に
立
た
な
い
と
い
う
墨
子
の
主
張
の
有
効
性
を
暗
黙
の
内
に
認
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
両
者
と

も
、
兵
学
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
こ
そ
が
彼
等
が
伝
統
思
想
の
中
か
ら
汲
み
出
せ
る
、
目
的
に
役
立
つ
手
段
の
選
択
を
重
視
す
る

思
考
の
最
た
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
な
類
似
性
が
あ
る
。
両
者
と
も
、「
道
」
は
大
局
に
関
わ

る
も
の
で
あ
り
、
些
事
の
配
慮
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
点
で
あ
る）（0（
（

。
両
者
と
も
、
良
い
社
会
を
成
立
さ
せ
る
手
段
と
し
て
の
政
治

的
秩
序
を
、
個
人
よ
り
も
明
ら
か
に
重
要
な
も
の
と
と
考
え
る
点
で
共
通
し
て
い
た
。
そ
の
全
体
的
な
枠
組
み
の
中
で
、
墨
子
は
グ
レ

ア
ム
の
要
約
に
よ
れ
ば
「
古
の
権
威
、
民
衆
の
生
活
の
観
察
、
そ
し
て
実
際
的
な
効
果
」
と
い
う
三
つ
の
評
価
基
準
を
示
し
て
い
た）（00
（

。

　

徂
徠
も
ま
た
、『
論
語
徴
』
と
他
の
後
期
著
作
で
共
通
し
て
い
る
主
題
と
し
て
、［
墨
子
と
］
同
じ
よ
う
に
「
先
王
」
の
権
威
を
常
に

強
調
し
て
い
た
。
墨
子
に
も
徂
徠
に
も
、
権
威
は
、
先
王
の
模
範
的
な
人
格
性
で
は
な
く
、
そ
の
「
卓
越
し
た
知
性）（00
（

」
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
墨
子
と
同
じ
よ
う
に
、
徂
徠
も
『
詩
経
』
と
『
書
経
』
と
を
こ
の
権
威
の
こ
と
を
記
述
し
た
も
の
と
し
て
重
視
し
た）（00
（

。

墨
子
も
徂
徠
も
先
王
が
制
作
し
た
制
度
の
客
観
性
を
強
調
し
、
社
会
秩
序
を
統
御
す
る
巧
み
な
大
工
仕
事
の
比
喩
を
用
い
た
。「
先
王

の
道
を
以
て
規
矩
準
縄
と
為
す
に
若
か
ざ
る
な
り
。
良
匠
と
い
へ
ど
も
苟
し
規
矩
準
縄
な
け
れ
ば
、
何
を
以
て
か
能
く
そ
の
曲
直
を
審

ら
か
に
せ
ん
哉
」（『
論
語
徴
』
三
／
八
三
／
四
三
三
）
と
い
う
徂
徠
の
言
は）（00
（

、
墨
子
が
用
い
た
比
喩
の
影
響
が
窺
わ
れ
る）（00
（

。
両
者
と
も
医

療
の
比
喩
を
用
い
て
お
り）（00
（

、
特
に
『
政
談
』
で
は
激
し
い
言
い
回
し
と
な
っ
て
い
る）（00
（

。
両
者
と
も
「
個
人
の
内
在
的
な
善
性
や
社
会
は
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潜
在
的
に
良
い
秩
序
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
た
考
え
」
を
否
定
し
て
い
た）（00
（

。
こ
こ
で
繰
り
返
せ
ば
、
丸
山
が
徂
徠
の
「
近
代
性
」
の

指
標
と
し
た
、［
道
徳
と
政
治
を
］
連
続
さ
せ
な
い
態
度
を
墨
子
も
示
し
て
い
た
。

　

広
い
意
味
で
統
治
を
論
じ
る
と
き
、
墨
子
の
場
合
は
民
が
「
便
寧
無
憂）（01
（

」、
ま
た
徂
徠
の
場
合
は
「
安
穏）（0（
（

」
で
あ
る
こ
と
が
良
い
統

治
の
目
的
で
あ
る
と
し
た
。
両
者
と
も
社
会
的
身
分
の
上
下
が
重
要
で
あ
る
と
信
じ
、
そ
し
て
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
有

能
な
人
材
を
登
用
す
る
必
要
性
を
主
張
し
た）（00
（

。
両
者
と
も
権
威
あ
る
統
治
者
が
介
入
す
る
こ
と
が
、
社
会
を
統
御
し
、
よ
り
良
く
し
て

い
く
手
段
で
あ
る
と
信
じ
た
。
墨
子
は
「
政
令
断
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
民
は
畏
れ
ず）（00
（

」
と
言
う
。
同
様
に
、
徂
徠
は
「
御
号
令
之
文
言
御
見

せ
被
成
候
。
事
之
宜
不
宜
は
差
置
。
御
文
言
不
宜
候）（00
（

」
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
統
治
者
の
権
威
を
損
な
う
か
ら
で
あ
る
。
両
者
と

も
「
覇
」
の
肯
定
的
意
味
合
い
を
認
め
る）（00
（

。
墨
子
と
徂
徠
の
両
者
と
も
統
治
者
の
道
徳
的
あ
る
い
は
精
神
的
な
心
の
あ
り
方
に
は
関
心

を
持
た
な
か
っ
た
。
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
の
言
い
方
で
は
、「
墨
子
に
と
っ
て
の
正
し
い
人
と
は
「
良
い
行
い
」
と
い
う
意
味
に
だ
け
向
け

ら
れ
、
良
い
人
で
あ
る
か
に
と
ら
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
関
心
は
完
全
に
ま
た
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
「
そ
こ
に
あ
る
」
世
界
に
向
け
ら
れ

て
い
た）（00
（

」。
こ
こ
で
も
ま
た
墨
子
は
、
丸
山
が
徂
徠
に
見
い
だ
す
「
近
代
的
」
な
［
道
徳
と
政
治
と
の
］
断
絶
を
示
し
て
い
る
。
墨
子
の

「
兼
愛
」
は
、
徂
徠
の
「
仁
」
と
極
め
て
似
て
い
る
。
実
際
徂
徠
は
「
兼
愛
」
へ
の
称
賛
を
隠
さ
な
い
。「
予　

嘗
て
墨
子
の
書
を
得
て

之
を
読
む
に
、
其
の
為
せ
し
所
の
兼
愛
は
、
大
い
に
宋
儒
の
指
斥
す
る
所
に
殊
な
れ
り
。
是
に
於
い
て
乎
喟
然
と
し
て
嘆
ず
る
こ
と
之

を
久
し
う
す）（00
（

」。
両
者
と
も
似
た
よ
う
に
統
治
階
級
が
「
下
之
情
」
つ
ま
り
民
の
感
情
や
状
況
を
よ
く
知
り
考
え
る
こ
と
を
主
張

す
る）（00
（

。
両
者
と
も
「
民
」
に
「
天
民
」
と
い
う
聖
別
さ
れ
た
意
味
を
付
与
し
て
い
る）（00
（

。
同
時
に
両
者
と
も
民
が
道
徳
的
に
愚
昧
で
あ
る

と
見
な
し
て
い
た）（01
（

。
ど
ち
ら
も
民
に
主
体
的
に
正
し
い
行
為
を
し
よ
う
と
判
断
す
る
能
力
は
な
い
と
考
え
た）（0（
（

。
エ
リ
ー
ト
が
権
力
を
使

っ
て
介
入
し
な
け
れ
ば
社
会
の
解
体
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

両
者
の
類
似
性
が
最
も
明
確
な
の
は
、
墨
子
の
第
三
の
評
価
基
準
で
あ
る
功
利
性
に
お
い
て
で
あ
る
。
両
者
の
思
想
は
共
に
「
利
」

と
い
う
目
的
を
設
定
し
て
い
た
。
墨
子
に
と
っ
て
も
徂
徠
に
と
っ
て
も
、「
利
」
を
達
成
す
る
、
あ
る
い
は
「
用
」
で
あ
る
こ
と
が
、
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「
善
」
の
判
断
基
準
で
あ
っ
た
。
墨
子
は
「
善
」
を
「
天
」・「
鬼
」・「
民
」
の
「
利
」
と
し
て
い
た）（00
（

。「
且
つ
焉
ん
ぞ
善
く
し
て
用
ふ
可

か
ら
ざ
る
者
有
ら
ん
や
」
と
墨
子
は
問
う）（00
（

。
両
者
と
も
仁
を
「
天
下
之
利）（00
（

」
と
結
び
つ
け
て
い
た
。
他
方
で
、
両
者
と
も
「
利
」
は
実

践
に
お
い
て
「
義
」
に
制
約
さ
れ
ね
ば
ら
な
な
い）（00
（

。
さ
ら
に
は
、
ち
ょ
う
ど
墨
子
の
功
利
主
義
的
道
徳
が
、
聖
人
の
行
い
を
規
範
と
す

る
信
仰
と
潜
在
的
に
緊
張
関
係
に
あ
る
よ
う
に
、
同
様
の
緊
張
関
係
が
徂
徠
の
思
想
に
も
見
ら
れ
る
。
徂
徠
に
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば

「
先
王
の
道
に
非
ず
と
い
へ
ど
も
、
凡
そ
以
て
人
を
利
し
民
を
救
ふ
べ
き
者
は
、
み
な
こ
れ
を
善
と
謂
ふ）（00
（

」。
ど
ち
ら
の
思
想
も
、
功
利

主
義
的
倫
理
の
理
性
的
堅
持
と
は
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
宗
教
的
信
仰
を
強
く
主
張
し
、
そ
れ
が
荀
子
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
両
者
に

と
っ
て
自
然
界
は
、「
天
」
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
、
人
の
行
為
の
「
舞
台
設
定
」（m

ise-en-scène

）
で
あ
る
。
聖
人
は
、
天
が
そ
う
で

あ
る
べ
き
と
命
じ
た
よ
う
な
世
界
の
あ
り
方
に
基
づ
い
て
「
制
度
」
す
な
わ
ち
礼
楽
を
制
作
し
た
。
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
両
者
と

も
、
聖
人
の
統
治
は
「
天
に
法の

っ
とる
」
と
表
現
し
て
い
た）（00
（

。
徂
徠
の
思
想
で
は
、「
敬
天
」（『
論
語
徴
』
三
／
一
九
／
三
七
八
）
と
「
敬
鬼

神
」（『
論
語
徴
』
三
／
二
五
六
／
五
八
三
）
と
は
、
全
て
の
人
間
活
動
を
規
定
す
る
現
実
世
界
の
原
則
の
根
本
的
理
解
と
、
こ
の
世
界
の

出
来
事
が
疑
い
よ
う
も
無
く
非
合
理
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
承
認
と
の
、
そ
れ
ぞ
れ
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
墨
子
に
と
っ
て

は
、「
天
を
尊
び
鬼
に
事つ

か

へ
」
る
べ
き
で
あ
っ
た）（00
（

。
天
と
超
自
然
的
存
在
へ
の
敬
意
は
、
両
思
想
家
が
示
し
て
い
た
、
人
は
自
ら
の
運

命
を
支
配
す
る
と
い
う
信
念
と
折
り
合
わ
な
い
も
の
で
あ
る）（00
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
と
も
宗
教
を
、
徂
徠
が
言
う
と
こ
ろ
の
安
民
の

達
成
を
目
的
と
し
た
「
術
」
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
こ
の
矛
盾
が
い
く
ら
か
は
説
明
が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
墨
子
が

「
鬼
神
」
信
仰
を
奨
励
し
た
の
は
、
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
に
よ
れ
ば
「
社
会
政
治
的
必
要
性
」
か
ら
で
あ
る）011
（

。
同
様
に
徂
徠
は
、
鬼
神
信
仰

は
、
秩
序
を
生
み
出
し
維
持
す
る
た
め
に
「
先
王
」
が
立
て
た
、
人
為
的
「
教
へ
の
術
」
だ
と
確
信
し
て
い
た）01（
（

。

　

当
然
な
が
ら
、
墨
子
と
徂
徠
に
共
通
す
る
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
ほ
と
ん
ど
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
多
く
の
場
合
、
孔
子
や
孟
子
を
含

む
他
の
秦
以
前
の
思
想
家
の
中
に
断
片
的
に
見
い
だ
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
古
代
中
国
哲
学
の
「
共
有
さ
れ
た
デ
ィ
ス
コ

ー
ス
」
に
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
本
研
究
の
こ
の
段
階
で
、
徂
徠
に
対
す
る
荀
子
や
法
家
や
兵
家
、
そ
し
て
宋
代
の
事
功
派
の
影
響
の
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重
要
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。［
様
々
な
］
論
語
注
釈
を
利
用
す
る
点
か
ら
も
、
徂
徠
の
思
想
全
般
は
明
ら
か
に
折
衷
的
で

あ
っ
た）010
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
墨
子
と
徂
徠
の
思
想
の
体
系
的
構
造
的
同
型
性
、
す
な
わ
ち
両
者
の
思
想
の
建
築
構
造
の
共
通
性
は
際
立

っ
て
い
る
。
大
胆
な
解
釈
を
す
れ
ば
、
徂
徠
に
対
す
る
墨
子
の
刻
印
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
徂
徠
が
［『
墨
子
』
の
］
テ
ク
ス
ト
に
親

し
み
、
そ
の
い
く
つ
か
主
張
を
称
揚
し
て
い
た
以
上
は
、
そ
の
よ
う
な
影
響
を
認
め
る
こ
と
は
不
当
で
は
無
い
。
墨
子
を
異
端
と
見
な

す
型
に
は
ま
っ
た
見
解
が
あ
っ
た
当
時
、
徂
徠
が
そ
の
よ
う
な
影
響
を
表
立
っ
て
認
め
な
か
っ
た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
も
っ

と
注
意
深
く
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
は
類
似
並
行
現
象
と
も
解
釈
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
間
違
い
と
は
い
え
な
い
。
功
利
主

義
は
、
単
純
化
さ
れ
た
、
一
貫
性
の
あ
る
、
厳
格
な
合
理
的
構
造
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
危
機
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
れ
に
政
治

的
に
対
応
す
る
た
め
の
権
威
主
義
的
解
決
方
法
あ
る
い
は
新
し
い
正
統
性
を
模
索
し
て
い
る
体
制
に
は
、
明
ら
か
に
魅
力
的
で
あ
ろ

う
。
ま
た
既
存
の
あ
る
い
は
伝
統
的
な
思
想
や
宗
教
体
制
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
思
想
家
に
と
っ
て
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い

が
無
い
。

ま
と
め
：
徂
徠
の
功
利
主
義
―
エ
リ
ー
ト
主
義
と
権
威
主
義

　

徂
徠
の
儒
学
は
歴
史
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
『
論
語
』
注
釈
は
、
徂
徠
か
ら
見
れ
ば
歪
ん
で
し
ま
っ
た
注
釈

史
の
重
層
性
か
ら
孔
子
を
救
い
出
す
た
め
に
、
歴
史
的
・
文
献
学
的
知
識
を
活
用
し
た
大
胆
且
つ
独
創
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。『
論
語

徴
』
は
一
人
の
人
間
の
博
識
と
歴
史
的
想
像
力
の
ま
さ
に
記
念
碑
的
成
果
で
あ
る）010
（

。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
儒
学
者
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
徂
徠
も
ま
た
自
ら
が
生
き
て
い
る
時
代
に
つ
い
て
意
識
的
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
孔
子
が
歴
史
的
に
正
し
く
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
は

な
く
、
同
時
代
の
社
会
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
。
と
こ
ろ
が
既
存
の
見
解
を
修
正
し
、「
道
」
を
歴
史
的
な
政
治
制
度

に
限
定
し
て
解
釈
し
た
た
め
に
、
徂
徠
は
自
ら
歴
史
主
義
の
危
機
を
招
来
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
方
で
超
越
的
・
不
可
変
と
さ

れ
る
「
道
」
と
、
他
方
で
歴
史
的
条
件
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
道
」
と
の
明
ら
か
な
矛
盾
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
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検
討
し
て
き
た
よ
う
に
徂
徠
は
、
聖
人
と
天
に
対
す
る
信
仰
の
表
明
と
、
文
献
学
的
に
厳
密
な
研
究
の
堅
持
に
加
え
て
、
功
利
主
義
的

な
「
利
」
と
「
善
」
概
念
に
よ
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
を
結
び
つ
け
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
価
値
体
系
を
主
張
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
こ
の
矛
盾
に
よ
る
袋
小
路
を
突
破
し
よ
う
と
し
た
。
か
く
し
て
、
徂
徠
の
思
想
に
お
い
て
歴
史
と
功
利
と
は
密
接
に
結
び

つ
い
た
構
造
的
な
要
素
と
な
っ
た
。
徂
徠
の
功
利
主
義
は
、
儒
学
経
典
と
孔
子
の
人
物
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
生
じ
た
空
白

を
埋
め
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
歴
史
主
義
と
功
利
主
義
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
が
、
徂
徠
に
よ
る
そ
れ
ら
の
総

合
と
解
明
は
徳
川
日
本
に
と
っ
て
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
。
博
識
、
思
想
的
高
邁
さ
、
そ
し
て
堂
々
た
る
議
論
に
よ
っ
て
、
徂
徠
は
そ

の
思
想
を
提
示
し
た
。
徂
徠
は
宋
学
の
形
而
上
学
と
そ
の
現
実
へ
の
適
用
に
対
し
て
、
熱
意
と
確
信
を
も
っ
て
反
論
し
た
。
徂
徠
の
提

示
し
た
孔
子
は
、
古
代
の
政
治
的
知
恵
の
伝
統
を
学
び
恒
久
化
す
る
者
で
あ
り
、
新
儒
学
に
よ
る
解
釈
の
伝
統
が
示
す
よ
う
な
、
道
徳

的
に
完
璧
な
人
格
そ
し
て
形
而
上
学
の
教
師
と
い
う
人
物
像
よ
り
も
、
多
く
の
点
で
説
得
力
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
徂
徠
は
儒
学
の
伝
統
に
あ
っ
た
も
の
を
根
本
的
に
政
治
化
し
た
。
個
人
の
人
格
的
完
成
の
代
わ
り
に
、
厳
密
で
客
観
的

な
歴
史
的
知
識
が
学
問
の
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
己
の
生
き
る
世
界
に
政
治
的
に
働
き
か
け
る
た
め
に
不
可
欠
な
知
恵
を
個
人
に
も

た
ら
し
た
と
、
徂
徠
は
主
張
し
た
。
そ
の
よ
う
な
個
人
は
、
基
本
的
に
六
経
に
記
さ
れ
た
先
王
に
よ
る
功
利
主
義
的
な
方
法
に
基
づ
い

て
行
動
し
た
。
し
か
し
そ
の
先
王
へ
の
信
仰
も
ま
た
功
利
主
義
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
先
王
の
後
の
時
代
に
関
す
る
歴
史
的
な

知
識
に
よ
っ
て
、「
道
」
を
学
ぶ
者
は
聖
人
の
施
策
を
客
観
的
に
捉
え
、
そ
れ
を
補
っ
た
り
あ
る
い
は
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う

し
て
、
歴
史
的
な
人
間
主
体
と
し
て
義
務
論
的
な
道
徳
の
羈
束
か
ら
の
自
由
を
獲
得
す
る
。
確
か
に
こ
れ
が
、
丸
山
の
徂
徠
論
か
ら
ナ

ジ
タ
が
見
い
だ
し
た
、
近
代
的
「
絶
対
的
主
体
」
で
あ
る）010
（

。
そ
し
て
、
丸
山
が
強
く
主
張
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
徂
徠
は

「
中
世
的
」
な
構
造
を
持
っ
た
宋
学
の
形
而
上
学
を
解
体
し
、
新
し
い
独
自
の
学
問
方
法
を
切
り
開
い
た
。
後
世
か
ら
見
れ
ば
、
徂
徠

の
思
想
は
確
か
に
日
本
思
想
世
界
の
近
代
化
の
道
標
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
と
共
に
、
徂
徠
の
達
成
を
称
賛
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
功
利
主
義
的
性
格
に
伴
う
徂
徠
の
思
想
の
あ
ま
り
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魅
力
的
で
な
い
側
面
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
徂
徠
の
『
論
語
』
注
釈
は
、
確
か
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
行
き

過
ぎ
た
主
張
を
含
む
こ
と
が
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た）010
（

。
徂
徠
が
儒
学
の
教
理
に
お
け
る
内
面
性
と
自
己
修
養
と
い
う
面
を
評
価

し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
特
に
孟
子
の
思
想
に
対
し
て
は
乱
暴
で
あ
っ
た）010
（

。
徂
徠
に
よ
る
孔
子
と
儒
学
経
典
の
歴
史
化
は
、
そ
れ
が
め
ざ

ま
し
く
説
得
力
の
あ
る
成
果
を
挙
げ
て
い
る
と
し
て
も
、
究
極
的
に
は
儒
学
の
伝
統
へ
の
理
解
を
狭
め
、
そ
の
普
遍
主
義
を
限
定
的
に

扱
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
徂
徠
に
と
っ
て
は
、
確
か
に
、
歴
史
の
研
究
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
何
よ
り
も
権
威
あ
る
エ
リ

ー
ト
が
［
統
治
者
と
し
て
社
会
に
］
介
入
す
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
必
要
な
知
識
は
少
数
の
「
賢
者
」
に

の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
徂
徠
の
政
治
的
現
実
主
義
か
ら
見
た
場
合
、
大
多
数
の
一
般
人
民
に
と
っ
て
、
道
徳
的
自
律
性
は

実
益
に
な
ら
な
い
煩
わ
し
い
余
計
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
儒
教
の
伝
統
に
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
が
道
徳
的
主
体
で
あ
る
と
い
う

普
遍
主
義
に
対
す
る
論
争
に
、
徂
徠
は
そ
の
精
力
を
傾
け
た
。
そ
の
伝
統
は
孟
子
か
ら
宋
学
そ
し
て
王
陽
明
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
お

り
、
徂
徠
は
著
作
で
ま
さ
し
く
そ
れ
ら
の
思
想
家
を
批
判
し
た
。

　

徂
徠
の
際
だ
っ
た
特
徴
で
あ
る
政
治
的
功
利
主
義
は
、
こ
の
よ
う
に
徹
底
的
な
エ
リ
ー
ト
主
義
に
基
礎
を
置
い
て
お
り
、
前
述
の
よ

う
に
そ
れ
は
近
世
の
後
代
の
思
想
家
か
ら
非
難
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
孔
子
に
よ
る
「
君
子
」
と
「
小
人
」
と
の
区
別

に
、
徂
徠
は
強
く
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。「
君
子
」
は
、
統
治
と
、「
道
」
を
構
成
す
る
制
度
的
な
仕
組
み
を
設
計
し
調
整
す
る
こ
と
に
、

他
に
は
認
め
ら
れ
な
い
責
任
を
持
つ
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、「
小
人
」
は
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
政
治
的
統
御
の
対
象
で
あ
る
受
動
的
か

つ
無
知
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
徂
徠
の
生
き
て
い
た
社
会
に
つ
い
て
言
え
ば
、
職
分
が
世
襲
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い

た
。
個
人
の
人
格
的
性
質
や
能
力
の
配
分
比
率
は
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
考
え
方
は
徂
徠
の
エ
リ
ー
ト
主
義
を
補
強
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。「
天
下
の
人
に
は
愚
不
肖
多
く
賢
智
少
く
候
事
是
又
古
今
の
替
り
な
く
候）010
（

」。

　

さ
ら
に
は
、
功
利
主
義
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
類
似
性
の
あ
る
兵
学
思
想
と
同
様
に
、
人
間
の
生
に
つ
い
て
道
具
価
値
的
な
見
方
を

示
す
。
か
ね
て
か
ら
グ
レ
ア
ム
は
墨
子
の
道
徳
思
想
の
冷
酷
さ
に
つ
い
て
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。
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墨
学
に
は
（「
愛
」
の
用
法
が
全
く
没
感
情
的
で
あ
る
こ
と
に
伴
っ
て
）
知
性
主
義
的
な
冷
酷
さ
が
あ
る
た
め
、
墨
学
が
、
カ
ン
ト
的
な

言
い
方
を
用
い
れ
ば
、
人
間
を
「
目
的
そ
れ
自
体
」
と
し
て
い
る
と
い
う
見
解
を
安
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
墨
学
の
思
想

で
は
、
道
徳
的
な
価
値
は
外
在
的
条
件
に
左
右
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
も
の
の
、
当
人
の
あ
ず
か
ら
な
い
理
由
の
た
め
に
個
人
が
犠
牲
に
さ

れ
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
。
…
…
死
と
生
と
が
功
利
的
に
は
等
価
で
あ
れ
ば
、
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る）

010
（

。

　

そ
れ
に
準
じ
て
言
え
ば
［m

utatis m
utandis

］、
い
さ
さ
か
た
め
ら
わ
れ
る
も
の
の
、
荻
生
徂
徠
と
そ
の
「
仁
」
に
つ
い
て
も
同
じ

事
が
言
え
る
。
そ
れ
は
、「
安
民
」
が
「
衆
人
の
欲
す
る
所
」
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
徂
徠

の
兵
学
思
想
に
つ
い
て
の
知
識
と
、
徂
徠
が
お
そ
ら
く
は
自
己
の
内
に
認
め
て
い
た
日
本
の
武
人
的
文
化
が）010
（

、
人
命
は
不
可
侵
の
も
の

で
は
な
い
と
教
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う）0（1
（

。
ナ
ジ
タ
は
「
徂
徠
が
世
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
具
体
的
な
提
言
は
、
…
…
そ
の
思
想
構
造
か

ら
直
接
打
ち
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う）0（（
（

。
し
か
し
徂
徠
の
具
体
的
提
言
は
、
ナ
ジ
タ
が
徂
徠
の
理
論
的
著
作
の
中
で
着
目
し
た

「
仁
」
と
し
ば
し
ば
軋
轢
を
お
こ
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
徂
徠
の
『
政
談
』
に
示
し
た
改
革
の
提
言
は
、
政
治
的
功
利
主
義
の
精
神

を
反
映
し
て
、
仮
借
無
き
も
の
で
あ
っ
た
。『
政
談
』
は
容
赦
の
無
い
政
策
の
書
で
あ
る
。
徂
徠
は
、
武
士
が
奉
公
人
の
欠
落
を
斬
罪

に
す
る
こ
と
が
廃
れ
た
と
嘆
き
、
ま
た
［
主
人
が
小
身
に
な
っ
て
し
ま
い
譜
代
を
抱
え
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
場
合
は
］
譜
代
者
を
売
り

に
出
し
て
し
ま
う
こ
と
を
よ
し
と
し
て
い
た
。［「
欠
落
は
叛
罪
な
り
。
…
…
武
家
の
治
な
れ
ば
、
先
規
の
如
く
斬
罪
尤
の
こ
と
也
。
此
事
、

中
比
よ
り
、
人
を
殺
す
を
不
仁
な
る
抔
と
云
様
な
る
下
手
理
屈
は
や
り
て
、
夫
に
武
家
に
有
ま
じ
き
利
勘
の
詮
議
を
第
一
に
す
る
よ
り
、
給
金
を

取
戻
す
に
て
欠
落
の
罪
消
行
き
、
法
の
乱
れ
た
る
よ
り
、
近
年
欠
落
す
る
こ
と
を
奉
公
人
の
常
と
す
る
風
俗
に
成
た
れ
ば
、
箇
様
に
執
行
は
ず
ん

ば
、
此
悪
風
曾
て
止
む
べ
か
ら
ざ
る
也
」（『
政
談
』
二
七
〇
頁
）、「
且
又
武
家
の
家
来
皆
譜
代
に
成
た
る
と
き
、
其
主
人
故
あ
り
て
小
身
に
な
ら

ん
に
、
兼
て
譜
代
多
き
は
養
ふ
こ
と
な
ら
ず
、
行
支
る
こ
と
有
べ
し
。
古
よ
り
奴
婢
は
資
財
に
同
じ
と
て
、
譜
代
の
家
来
は
其
家
の
財
宝
と
同
前

な
る
故
、
売
買
す
る
こ
と
古
法
也
。
其
頭
々
へ
断
り
、
他
へ
売
渡
し
、
人
別
を
可
改
也
」（『
政
談
』
二
九
五
頁
）］。
そ
れ
ほ
ど
激
烈
で
な
い
主
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張
と
し
て
も
、
徂
徠
は
制
度
的
な
拘
束
に
よ
っ
て
人
民
が
移
動
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。『
太
平
策
』
で
は
、「
安

民
」
の
目
的
は
、
孟
子
や
新
儒
学
に
よ
る
慈
悲
［「
不
忍
心
」、「
至
誠
惻
怛
」］
の
概
念
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
婦
人
尼
御
前
」

の
振
る
舞
い
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。「
安
民
」
と
は
満
足
や
「
安
穏
」
の
功
利
主
義
的
な
最
大
化
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

又
不
嗜
殺
を
仁
と
す
る
も
の
あ
り）

0（0
（

。
ま
こ
と
に
殺
す
こ
と
を
好
か
ん
は
、
仁
者
の
せ
ざ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
さ
い
う
と
て
、
人
を
固
く
殺

さ
ざ
る
は
、
仁
に
は
非
ず
。
…
…
安
民
と
云
は
、
世
俗
の
所
謂
慈
悲
と
云
や
う
な
る
こ
と
に
は
非
ず
。
民
を
安
穏
な
ら
し
む
る
こ
と
な

り
。
安
穏
な
ら
し
む
る
と
云
は
、
飢
寒
盗
賊
の
患
も
な
く
、
隣
里
の
間
も
頼
も
し
く
、
其
国
そ
の
世
界
に
は
住
よ
く
覚
へ
て
、
其
家
業
を

楽
み
て
、
民
の
一
生
を
く
ら
す
や
う
に
な
す
こ
と
な
り）

0（0
（

。

　
「
安
穏
」
を
維
持
す
る
に
は
「
兵
刑
」
の
よ
う
な
「
術
」
も
必
要
に
な
る
か
も
知
れ
な
い）0（0
（

。
戦
争
は
、
道
の
分
岐
し
た
正
統
な
も
の

で
あ
る
。『
論
語
徴
』
で
徂
徠
は
、
孟
子
以
来
儒
学
の
基
本
原
理
の
一
つ
に
入
れ
ら
れ
た
平
和
主
義
の
傾
向
を
否
定
し
た
い
よ
う
で
あ

る
。
後
世
の
儒
学
者
が
描
い
た
よ
う
な
、
孔
子
自
身
は
軍
事
を
学
ば
な
か
っ
た
と
い
う
解
釈
を
徂
徠
は
否
定
す
る
（『
論
語
』
衛
霊
公
、

「「
軍
旅
の
事
は
、
未
だ
之
を
学
び
ず
」
と
」『
論
語
徴
』
四
／
二
一
九
／
五
七
二
）。『
弁
名
』
で
は
、
聖
人
で
は
な
い
者
が
統
治
の
為
に
力

を
用
い
る
こ
と
を
悪
く
考
え
る
必
要
は
な
い
と
い
う
。［
聖
人
で
は
な
く
］
覇
者
で
あ
る
な
ら
「
徳
足
ら
ず
し
て
力
を
仮
る
も
、
ま
た
已

む
を
得
ざ
る
の
事
に
し
て
、
あ
に
以
て
そ
の
人
を
罪
す
べ
け
ん
や
」
と
徂
徠
は
述
べ
る）0（0
（

。
一
端
戦
い
が
開
始
さ
れ
れ
ば
、
仁
は
保
留
と

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
ま
こ
と
に
不
仁
を
き
ら
は
ば
、
合
戦
を
せ
ず
し
て
敵
を
手
に
つ
く
る
道
を
工
夫
す
べ
し
、
す
で
に
合
戦
を
す
る

上
は
不
仁
な
る
わ
ざ
と
て
も
厭
ふ
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
り）0（0
（

」。
実
際
徂
徠
は
、『
論
語
』
解
釈
の
中
で
も
「
剛
」（「
堅
固
で
あ
る
こ

と
」
あ
る
い
は
「
厳
し
い
こ
と
」）
を
「
誠
に
美
徳
」（『
論
語
徴
』
四
／
二
九
四
／
六
四
四
）
と
す
る
理
解
に
惹
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

「
剛
」
と
い
う
「
徳
」
は
、
他
の
箇
所
で
は
兵
卒
に
不
可
欠
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た）0（0
（

。
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徂
徠
の
冷
酷
さ
は
武
士
の
文
化
的
エ
ー
ト
ス
と
徂
徠
自
身
の
兵
学
へ
の
強
い
関
心
に
よ
る
所
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
定

の
強
制
や
あ
る
い
は
暴
力
で
さ
え
も
、
強
弱
は
あ
る
と
し
て
も
、
徂
徠
の
思
想
を
貫
く
エ
リ
ー
ト
管
理
型
功
利
主
義
の
枠
組
み
に
内
包

さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
現
代
の
功
利
主
義
批
判
者
で
あ
る
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
次
の
様
に
述
べ
る
。

功
利
主
義
的
判
断
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
地
点
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
見
極
め
た
い
と
私
た
ち
が
粘
る
な
ら
ば
、
そ
れ

で
も
し
私
た
ち
が
、
功
利
主
義
的
判
断
は
統
治
の
側
に
あ
り
、
他
方
民
衆
の
大
多
数
の
考
え
方
は
功
利
主
義
的
で
は
な
い
と
す
る
明
確
な

イ
メ
ー
ジ）

0（0
（

が
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
当
該
社
会
で
の
統
治
は
必
ず
や
非
常
に
操
作
的
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
…
…
こ
の
状
況
で
は
操
作
［
的

な
権
力
行
使
］
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
維
持
す
る
た
め
に
、
強
制
あ
る
い
は
厳
し
い
政
治
的
制
限
の
制
度
が
必
要
と
さ
れ
る
可
能
性

が
高
い）

0（0
（

。

　

こ
の
一
文
は
、
民
主
主
義
が
統
治
の
模
範
的
形
態
で
あ
り
、
統
治
と
は
国
民
の
要
求
へ
の
応
答
で
あ
る
と
い
う
、
現
代
の
リ
ベ
ラ
ル

な
視
点
を
前
提
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
主
張
は
、
非
民
主
的
な
政
体
に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
真
な
の
で
あ
る
。
徂
徠
が
理
想
と

す
る
秩
序
は
、
統
治
者
、
つ
ま
り
道
の
担
い
手
で
あ
る
エ
リ
ー
ト
に
は
、
ま
さ
し
く
「
術
」
を
用
い
て
人
民
を
操
作
あ
る
い
は
強
制
す

る
責
任
が
あ
り
、
そ
の
「
術
」
に
つ
い
て
被
治
者
は
意
識
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
同
意
も
不
要
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
徂
徠
の
哲
学
は
、「
君
子
」
と
「
小
人
」
の
徹
底
的
な
断
絶
に
基
づ
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
鬼
神
信
仰
に
つ
い
て
の
徂
徠

の
見
解
を
考
え
て
み
よ
う
。
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
正
当
な
も
の
さ
れ
る
の
は
、
真
実
だ
か
ら
で
は
な
く
、
役
に
立
つ
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
功
利
主
義
的
な
目
的
の
た
め
に
「
先
王
」
が
制
作
し
た
「
教
」
で
あ
る
。
非
常
に
似
た
よ
う
な
指
向
性
の
説
明
と
し
て

は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
例
え
ば
功
利
主
義
者
で
あ
る
知
的
エ
リ
ー
ト
が
、
魔
法
を
信
じ
て
い
る
社
会
に
あ
っ
て
、「
社
会
を
観
察

し
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
が
、
そ
れ
に
帰
属
し
て
は
お
ら
ず
、
最
大
の
効
果
を
得
る
た
め
に
人
々
の
慣
習
を
そ
の
ま
ま
守
ら
せ
て
お
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く
。
植
民
地
の
行
政
官
が
間
接
統
治
の
シ
ス
テ
ム
で
運
営
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）001
（

。

　

当
然
で
は
あ
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
徂
徠
の
思
想
は
権
威
主
義
的
で
あ
る
。
徂
徠
の
思
想
は
こ
れ
ま
で
、
結
局
は
そ
の
時
代
の
武
士

の
権
威
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
当
時
の
江
戸
に
あ
っ
て
徂
徠

は
、
都
市
現
象
の
は
び
こ
り
、
無
能
な
行
政
、
そ
し
て
自
分
も
属
す
る
武
士
統
治
階
級
の
無
力
を
見
つ
め
た
。
宋
学
は
、
個
人
の
道
徳

的
陶
冶
と
責
任
の
理
念
を
強
調
し
た
が
、
こ
の
状
況
に
対
し
て
は
明
ら
か
に
役
に
立
た
ず
、
耳
障
り
な
雑
音
を
増
や
し
た
だ
け
で
あ
っ

た
。
政
治
的
エ
リ
ー
ト
で
な
い
者
に
道
徳
的
主
体
性
を
認
め
る
こ
と
に
反
対
し
た
と
い
う
意
味
で
、
徂
徠
は
「
反
動
」
と
呼
ば
れ
て
も

仕
方
が
な
い
。
で
は
徂
徠
は
、
エ
リ
ー
ト
主
義
者
、
権
威
主
義
者
、
儒
学
の
功
利
主
義
的
再
解
釈
者
で
あ
っ
て
、
孔
子
自
身
や
孟
子
、

宋
の
新
た
な
儒
学
再
興
者
達
、
そ
し
て
王
陽
明
よ
り
も
反
リ
ベ
ラ
ル
だ
ろ
う
か
？　

徂
徠
が
自
己
の
エ
リ
ー
ト
主
義
を
正
当
化
す
る
た

め
に
引
用
し
た
言
に
よ
れ
ば
、
孔
子
自
身
が
「
民
を
ば
之
れ
に
由
ら
し
む
可
し
。
之
れ
を
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
は
い
た）00（
（

。
し

か
し
、
そ
の
［
徂
徠
を
孔
子
以
下
儒
学
の
伝
統
と
は
異
な
る
と
見
な
す
べ
き
か
と
い
う
］
問
へ
の
答
え
は
イ
エ
ス
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後

者
［
孔
子
か
ら
程
朱
学
、
王
陽
明
ま
で
］
の
伝
統
は
少
な
く
と
も
全
て
の
人
間
に
道
徳
的
主
体
性
の
可
能
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
、
全
体
の
体
制
の
従
属
部
品
や
機
能
を
担
う
要
素
と
し
て
で
は
な

く
、
そ
れ
自
体
目
的
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た）000
（

。
近
年
、
渡
辺
浩
が
徂
徠
の
思
想
に
つ
い
て
記
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
：

自
分
の
意
図
を
隠
し
た
不
透
明
な
治
者
の
、
民
の
行
動
様
式
の
透
視
に
基
づ
く
施
策
に
よ
っ
て
、
民
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
、
最
低
限

の
道
徳
を
身
に
つ
け
、
安
楽
な
生
を
送
る
。
そ
れ
は
、
反
自
由
、
反
平
等
、
そ
し
て
徹
底
し
た
反
民
主
主
義
の
、
悪
魔
的
に
巧
妙
な
共
存

の
構
造
で
あ
る）

000
（

。

　

十
六
―
十
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
家
が
似
た
よ
う
な
経
済
的
・
都
市
的
生
活
の
急
拡
大
に
直
面
し
た
の
と
同
様
に
、「
人
間
の
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破
壊
的
な
情
念
を
押
さ
え
込
む
の
に
道
徳
主
義
的
哲
学
は
も
は
や
あ
て
に
な
ら
な
い
。
何
か
新
し
い
方
法
が
見
い
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
徂
徠
は
感
じ
た）000
（

。
ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
、
こ
の
困
難
な
状
況
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
応
答
と
し
て
三
つ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
挙
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
強
制
す
る
こ
と
、
情
念
を
手
綱
で
誘
導
す
る
こ
と
、
そ
し
て
あ
る
種
の
［
比
較
的
無
害
な
］
情
念

に
よ
っ
て
他
の
［
よ
り
危
険
な
］
情
念
を
相
殺
し
制
御
す
る
こ
と
で
あ
る）000
（

。
徂
徠
が
採
用
し
た
の
は
始
め
の
二
者
を
組
み
合
わ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
徂
徠
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
は
あ
る
種
の
家
族
や
共
同
体
に
対
す
る
本
能
的
な
情
動
を
抱
く
と
考
え
、
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と

し
、
他
方
で
は
秩
序
を
乱
し
か
ね
な
い
社
会
的
性
向
を
、
制
度
的
な
抑
圧
や
強
制
で
制
限
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
。

　

平
石
直
昭
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
徂
徠
は
、
人
間
の
道
徳
お
よ
び
政
治
的
制
度
を
道
徳
と
自
然
の
合
理
性
の
あ
る
連
続
体
の
一
部
と
す

る
新
儒
学
の
信
念
体
系
を
破
壊
し
、
世
界
を
非
合
理
的
な
も
の
と
認
識
し
た
こ
と
で
、
近
代
西
洋
合
理
主
義
の
導
入
を
準
備
し
た
と
い

う
）
000
（

。
こ
の
洞
察
は
極
め
て
説
得
力
が
あ
る
。
徂
徠
の
思
考
の
骨
格
に
あ
る
思
想
と
制
度
へ
の
功
利
主
義
そ
の
も
の
と
い
え
る
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
そ
の
説
得
性
を
一
層
確
か
な
も
の
に
す
る
。
ま
た
他
の
研
究
者
の
中
に
は
、
徂
徠
の
聖
人
観
は
、
道
徳
的
・
制
度
建
設
的
創
造

性
を
担
う
主
体
と
し
て
自
律
的
な
役
割
を
担
う
者
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は
近
代
の
萌
芽
で
あ
る
と
称
賛
す
る
者
も
い
る
。
本
論
考
で

追
究
し
た
の
は
そ
れ
と
は
異
な
る
徂
徠
像
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
討
し
た
の
は
、
徂
徠
の
歴
史
主
義
が
政
治
的
道
徳
の
新
し
い
基
準
の
必

要
性
を
提
起
し
、
そ
し
て
そ
の
基
準
は
、
倫
理
的
帰
結
主
義
と
、「
利
」
と
「
善
」
と
い
う
功
利
主
義
的
概
念
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
本
論
で
は
、
徂
徠
の
思
想
的
立
場
形
成
に
影
響
を
与
え
た
も
の
を
探
求
し
た
。
東
ア
ジ
ア
に
は
功
利
主
義

的
思
想
の
古
代
的
起
源
が
あ
る
。
墨
子
に
見
ら
れ
る
原
初
的
な
形
で
も
、
丸
山
が
言
う
と
こ
ろ
の
「［
道
徳
と
政
治
、
自
然
と
作
為
の
］

非
連
続
性
」
お
よ
び
「
近
代
性
」
を
示
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
特
徴
が
、
一
貫
し
た
内
部
論
理
構
造
を
形
成
し
て
い
た
。『
論
語
徴
』

に
優
れ
た
形
で
示
さ
れ
た
徂
徠
の
歴
史
主
義
と
、
そ
れ
を
支
え
る
功
利
主
義
と
は
、
日
本
儒
学
に
お
い
て
極
め
て
優
れ
た
創
造
的
な
知

的
・
学
問
的
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
日
本
に
お
け
る
初
期
の
知
的
近
代
化
の
起
源
と
、
そ
れ
が
徂
徠
の
思
想
に
お
い
て
形

成
さ
れ
た
背
後
で
影
響
し
た
も
の
は
、
一
般
に
思
わ
れ
る
よ
り
も
東
ア
ジ
ア
史
の
深
い
と
こ
ろ
に
根
ざ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
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徂
徠
独
特
の
「
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
政
治
的
功
利
主
義
」
は
、
政
治
的
権
威
の
発
動
に
つ
い
て
根
源
的
に
エ
リ
ー
ト
主
義
的
か
つ
操
作
的

な
捉
え
方
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
は
取
り
扱
い
の
や
っ
か
い
な
遺
産
と
な
っ
て
我
々
の
も
と
に
あ
る
。

※
（
訳
者
補
足
）
本
文
、
引
用
文
お
よ
び
注
に
あ
る
（　

）
はM

cM
ullen

に
よ
る
補
足
、［　

］
は
、
原
文
の
意
味
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
や
、
著
者
の
説
明
意
図

を
明
確
に
す
る
た
め
の
訳
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
脚
注
はM

cM
ullen

に
よ
る
も
の
に
基
本
的
に
忠
実
で
あ
る
が
、
引
用
さ
れ
た
文
献
に
つ
い
て
、『
論
語
』、『
孟

子
』、『
莊
子
』、『
孫
子
』、『
大
学
』、『
中
庸
』、『
春
秋
左
氏
伝
』、『
荀
子
』、『
墨
子
』
な
ど
、
原
注
でM

cM
ullen

が
英
訳
版
の
該
当
箇
所
を
示
し
て
い
る
古
典
に
つ

い
て
は
、
読
者
が
確
認
し
や
す
い
よ
う
に
章
題
を
記
し
、
必
要
に
応
じ
て
該
当
箇
所
の
書
き
下
し
文
、
ま
た
現
在
比
較
的
入
手
し
や
す
い
日
本
語
で
の
文
献
情
報
を
補
足

し
た
。M

cM
ullen

が
記
し
た
漢
文
古
典
の
英
訳
版
の
該
当
頁
に
つ
い
て
は
、
日
本
語
訳
で
の
読
者
に
は
不
要
と
判
断
し
省
略
し
た
。
ま
た
原
文
に
記
さ
れ
た
思
想
家
や

研
究
者
の
生
没
年
は
、
生
年
が
十
九
世
紀
の
者
ま
で
は
表
記
し
、
そ
れ
以
降
の
者
は
省
略
し
た
。
旧
漢
字
・
合
字
・
句
読
点
・
濁
点
等
は
通
用
の
形
に
改
め
、
必
要
に
応

じ
て
ル
ビ
を
付
し
、
引
用
の
間
違
い
に
つ
い
て
は
、
原
著
者
に
確
認
し
た
上
で
修
正
し
た
。

（
（
）　

私
［M

cM
ullen

］ 

は
、T

etsuo N
ajita ed., T

okugaw
a Political W

ritings,

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, （111

）
と
し
て
公
刊
さ
れ

た
、
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
に
よ
る
徂
徠
の
『
弁
道
』・『
弁
名
』
の
英
訳
と
序
文
に
対
す
る
書
評
の
中
で
、
徂
徠
の
思
想
に
功
利
主
義
的
要
素
が
強
い
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が

あ
る
。
本
論
で
は
、
徂
徠
の
最
も
ま
と
ま
っ
た
形
を
と
っ
た
漢
文
著
作
で
あ
る
『
論
語
徴
』・『
弁
道
』・『
弁
名
』
お
よ
び
、
よ
り
実
践
的
な
和
文
著
作
で
あ
る
『
太
平

策
』、『
答
問
書
』、『
政
談
』
を
用
い
た
。
本
論
の
も
と
に
な
っ
た
報
告
に
対
す
る
マ
ウ
イ
で
の
研
究
会
の
参
加
者
諸
氏
の
コ
メ
ン
ト
、
お
よ
び
、
そ
の
後
の
草
稿
を
読

み
、
誤
り
の
指
摘
や
改
良
点
な
ど
に
つ
い
て
有
益
な
示
唆
を
く
だ
さ
っ
た
ケ
イ
ト
・
ナ
カ
イ
（
上
智
大
学
）、
デ
ビ
ッ
ド
・
マ
ク
マ
レ
ン
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
）、
ウ
イ

リ
ア
ム
・
ボ
ー
ト
（
ラ
イ
デ
ン
大
学
）
ら
に
感
謝
し
た
い
。
ま
た
松
沢
弘
陽
（
北
海
道
大
学
名
誉
教
授
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ペ
ン
ブ
ロ
ー
ク
・
カ
レ
ッ
ジ
に
お
け

る
二
〇
〇
三
年T

EPCo

客
員
講
師
）
に
も
、
草
稿
を
丁
寧
に
読
み
、
間
違
い
の
修
正
と
改
善
の
た
め
に
貴
重
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
深
く
感
謝
し
た

い
。

（
2
）　

荻
生
徂
徠
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
三
八
二
／
四
三
二
―
四
三
三
。『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
に
つ
い
て
は
、『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
一
巻
、
島
田
虔
次
編
輯
（
み
す
ず
書

房
、
一
九
七
三
年
）
の
「
影
印
の
頁
／
活
字
の
頁
」
を
示
す
。
以
下
同
様
。Sam

uel H
ideo Y

am
ashita. M

aster Sorai’s R
esponsals: A

n A
nnotated T

ranslation 
of Sorai Sensei T

ōm
onsho

（U
niversity of H

aw
ai‘i Press, （111

）, p. 11.

（
1
）　
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
三
八
二
／
四
三
二
、Y

am
ashita （111, p. 11. 

徂
徠
は
誤
っ
て
『
荀
子
』
の
用
語
と
し
て
い
る
。

（
1
）　O

lof G. Lidin, trans., O
gyu Sorai’s D

iscourse on G
overnm

ent

（Seidan
）: A

n A
nnotated T

ranslation. W
iesbaden: H

arrassow
itzV

erlag, （111, 
p.1（

参
照
。『
晋
書
』、『
宋
書
』、『
南
斉
書
』、『
梁
書
』、『
陳
書
』
に
つ
い
て
で
あ
る
。

（
1
）　
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
四
一
八
／
四
八
五
、Y

am
ashita （111, p. （（1.

（
1
）　
「
そ
の
詩
を
頌
い
、
そ
の
書
を
読
み
な
が
ら
、
そ
の
人
を
知
ら
ず
し
て
可
か
ら
ん
や
。
こ
の
以ゆ
え

に
そ
の
世
を
論
ず
［
そ
の
人
の
い
た
時
代
を
論
じ
明
ら
か
に
す
る
。

144（141）
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金
谷
は
「
其
世
」
を
「
そ
の
ひ
と
の
世
」
と
読
む
が
、
こ
こ
で
は
「
そ
の
世
」
と
し
た
］。
こ
れ
そ
の
尚か
み

の
友
［
古
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
古
人
を
友
と
す
る
］
な
り
」（
金
谷

治
『
新
訂
中
国
古
典
選　

五　

孟
子
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
、
万
章
、
三
五
四
―
五
五
頁
）。

（
7
）　
『
学
則
』（『
日
本
思
想
大
系　

三
六　

荻
生
徂
徠
』
吉
川
幸
次
郎
・
丸
山
真
男
・
西
田
太
一
郎
・
辻
達
也
校
注
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
二
五
七
／
一
九
三
、

Richard H
. M

inear, trans., “O
gyū Sorai’s Instructions for Students: A

 T
ranslation and Com

m
entary,” T

he H
arvard Journal of A

siatic Studies 
11

（（171

）, p. 21. 

以
下
、
み
す
ず
書
房
版
『
荻
生
徂
徠
全
集
』、
河
出
書
房
版
『
荻
生
徂
徠
全
集
』、『
日
本
思
想
大
系
』
か
ら
の
徂
徠
の
漢
文
著
作
の
引
用
に
つ
い
て

も
、「
原
漢
文
／
書
き
下
し
文
」
の
形
で
該
当
頁
を
示
す
。

（
1
）　

徂
徠
に
関
す
る
近
年
の
重
要
な
研
究
に
つ
い
て
は
、John A

. T
ucker. O

gyū Sorai’s Philosophical M
asterw

orks: the Bendō and Benm
ei

（H
onolulu: 

U
niversity of H

aw
ai‘i Press, 2001

）, Ch. 1, “Sorai in M
odern Intellectual H

istory”

を
参
照
。

（
1
）　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
新
装
版
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
一
〇
〇
頁
―
一
〇
一
頁
。

（
（0
）　

同
上
。

（
（（
）　

同
上
、
一
八
八
頁
。
丸
山
の
解
釈
の
影
響
は
広
範
囲
に
渉
る
が
、
徂
徠
の
「
近
代
性
」
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ア
ン
サ
ー
ル
の
近
年
の
研
究
（O

livier 
A

nsart, L’em
pire du rite: La pensée politique d’O

gyū Sorai, Japon 1666-1728, Genève: D
roz, （111

）
で
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ア
ン
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

徂
徠
に
と
っ
て
、
歴
史
は
自
然
の
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
聖
人
が
「
礼
」
の
制
作
を
通
じ
て
政
治
・
道
徳
秩
序
を
創
出
す
る
た
め
の

背
景
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
引
用
に
よ
り
示
す
よ
う
に
（A

nsart, （111, pp. 11-1（; （10-（1（

）、
徂
徠
に
と
っ
て
歴
史
は
不
安
定
な
も
の
で
、
従
っ
て
自
然
の
一

様
相
で
あ
り
、
ア
ン
サ
ー
ル
の
分
析
で
も
第
一
義
的
な
扱
い
は
し
て
い
な
い
。
ア
ン
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
徂
徠
に
と
っ
て
歴
史
の
本
質
と
は
、「
恒
常
的
で
容
赦
な
く
更

新
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
箇
所
で
は
ア
ン
サ
ー
ル
は
こ
の
問
題
に
特
別
な
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
ア
ン
サ
ー
ル
の
斬
新
な
研
究
で
中
心

と
な
る
問
題
は
、「
礼
」
の
精
妙
な
性
格
付
け
と
自
然
か
ら
の
分
離
で
あ
る
。「
徂
徠
の
思
考
に
お
け
る
最
大
の
関
心
は
、
自
然
と
作
為
と
い
う
主
題
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
結
果
で
あ
る
。
そ
の
思
想
の
最
大
の
関
心
は
、
礼
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
に
な
い
洞
察
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
」（A

nsart, （111, p. 
211

）。
ア
ン
サ
ー
ル
の
研
究
は
さ
ら
に
十
八
世
紀
の
言
語
と
文
学
に
向
け
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
の
大
部
分
は
徂
徠
の
思
想
と
西
洋
の
政
治
・
道
徳
哲
学
と
の
共
振
性
を
探

求
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
（2
）　N

ajita （111, p. lii.

（
（1
）　N

ajita （111., p. x.

（
（1
）　

こ
の
「
歴
史
主
義
」
と
は
「
そ
れ
ま
で
絶
対
に
普
遍
的
と
見
な
さ
れ
て
き
た
人
間
的
価
値
…
…
も
含
め
て
、
現
実
を
全
体
と
し
て
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ

ち
相
対
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
傾
向
」
と
定
義
し
て
お
く
。H

ayden V
. W

hite. “T
ranslator’s Introduction: O

n H
istory and H

istoricism
s.” In Carlo 

A
ntoni, From

 H
istory to Sociology: T

he T
ransition in G

erm
an H

istorical T
hinking,

（W
estport, Conn.: Greenw

ood Press, （171. Reprint of 
（111 ed., D

etroit: W
ayne State U

niversity Press

）, p. xvii.

（
（1
）　Ibid.

（
（1
）　

歴
史
的
な
変
化
の
意
識
を
表
現
し
た
古
典
的
な
表
現
と
し
て
は
、『
論
語
』
衛
霊
公
第
十
五
「
顔
淵
、
邦
を
為お
さ

む
る
こ
と
を
問
う
。
子
曰
わ
く
、
夏
の
時
［
暦
］
を
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行
い
、
殷
の
輅ろ

［
く
る
ま
］
に
乗
り
、
周
の
冕
か
ん
む
りを
服
し
、
楽
［
音
楽
］
は
す
な
わ
ち
韶
し
ょ
う

舞ぶ

［
舜
の
舞
楽
］。
鄭て
い

声せ
い

［
鄭
の
国
の
音
楽
。
淫
靡
な
も
の
と
さ
れ
る
］
を
放

ち
、
佞ね
い

人じ
ん

を
遠
ざ
く
。
鄭
声
は
淫
に
、
佞
人
は
殆あ
や
うし
」（
吉
川
幸
次
郎
『
新
訂
中
国
古
典
選　

三　

論
語　

下
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年
、
二
〇
一
―
二
〇
二
頁
）

を
参
照
。

（
（7
）　
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
三
八
二
／
四
三
二
、Y

am
ashita （111, p. 11.

（
（1
）　
『
弁
名
』
二
一
一
／
四
四
―
四
五
、T

ucker 2001, p. （71. 

ま
た
『
弁
名
』
二
一
六
―
二
一
七
／
六
三
、T

ucker 2001, pp. （17-（11.

（
（1
）　W

hite （171, p. xvii.

（
20
）　

人
類
に
本
性
的
に
共
通
す
る
要
素
に
つ
い
て
は
、『
弁
名
』
二
一
三
／
五
四
。
自
然
な
徳
目
と
し
て
の
「
孝
」
に
つ
い
て
は
『
弁
名
』
二
二
三
／
八
四
―
八
五
。

（
2（
）　

ま
た
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
で
は
「
教
に
古
今
な
く
、
道
に
も
古
今
な
く
候
。
聖
人
の
道
に
て
今
日
の
国
天
下
も
治
り
候
事
に
候
」
と
し
て
い
る
。『
徂
徠
先
生
答

問
書
』
四
〇
九
／
四
七
二
、Y

am
ashita （111, p. 11. 

ま
た
『
学
則
』
二
五
七
／
一
九
三
、M

inear （171, p. 21.

（
22
）　
『
弁
名
』
二
五
〇
―
二
五
一
／
一
七
〇
。T

ucker 2001, p. 1（1.

（
21
）　
［「
愚
老
は
釈
迦
を
ば
信
仰
不
仕
候
。
聖
人
を
信
仰
仕
候
」］『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
三
九
六
／
四
五
二
。Y

am
ashita （111, p. 7（. 

な
お
『
弁
名
』
二
五
〇
／
一
六

九
、T

ucker 2001, p. 1（1

も
参
照
。

（
21
）　
『
弁
名
』
二
三
五
／
一
二
〇
。T

ucker 2001, p. 211. 

な
お
『
弁
名
』
二
三
八
／
一
三
〇
、T

ucker 2001, p. 271

も
参
照
。

（
21
）　
『
弁
名
』
二
三
八
／
一
三
〇
。T

ucker 2001, p. 271. 「
配
す
」
は
「
信
仰
の
対
象
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
特
別
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
る
。

（
21
）　
［「
諸
老
先
生
、
聖
知
も
て
み
づ
か
ら
処
り
、
天
を
知
る
を
以
て
自
負
す
。
…
…
道
に
戻も
と

る
の
甚
し
き
者
を
謂
ふ
べ
き
の
み
」］『
弁
名
』
二
三
六
／
一
二
二
―
一
二

三
。T

ucker 2001, p. 211.

（
27
）　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
二
六
―
二
七
頁
。

（
21
）　A

nsart （111, pp. 11-1（

も
こ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

（
21
）　

田
原
嗣
郎
『
徂
徠
学
の
世
界
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
四
頁
。
こ
の
点
は
、
丸
山
眞
男
の
初
期
の
研
究
、
尾
藤
正
英
、
植
手
通
有
、
平
石
直
昭
の
説

を
引
い
て
い
る
。

（
10
）　

田
原
嗣
郎
『
徂
徠
学
の
世
界
』
一
六
頁
。

（
1（
）　
『
弁
名
』
二
二
二
／
八
〇
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
二
七
年
「
詩
書
は
、
義
の
府
な
り
」（
鎌
田
正
『
新
釈
漢
文
大
系　

三
〇　

春
秋

左
氏
伝　

一
』
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
、
四
〇
一
頁
）。T

ucker 2001, p. 2（1.

（
12
）　
『
弁
名
』
二
二
〇
／
七
五
。T

ucker 2001, p. 2（（. 

徂
徠
が
「
義
」
を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
「
宜
」（propriety

）
と
解
す
る
こ
と

に
か
み
あ
っ
て
い
る
。
徂
徠
に
と
っ
て
「
義
は
道
の
分
」
で
あ
り
、
特
定
の
状
況
・
場
面
に
応
じ
た
適
切
な
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
千
差
万
別
」
な
も
の
が
先
王

に
よ
っ
て
恒
久
的
な
礼
へ
と
編
成
さ
れ
た
（『
弁
名
』
同
頁
）。
本
論
考
の
他
の
箇
所
で
は
［
徂
徠
の
文
章
を
英
訳
す
る
際
に
］
は
、
従
来
の
例
に
倣
っ
て
、「
義
」
を

“righteousness”

あ
る
い
は“rights”

と
翻
訳
し
た
。

　

※
（
訳
者
補
足
）T

ucker 2001, p. 2（（

で
は
「
義
」
をrighteousness

あ
る
い
はright

と
訳
し
て
い
る
が
、
マ
ク
マ
レ
ン
は
『
弁
名
』
の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
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「
義
」
を
礼
に
お
け
る
「
適
切
さ
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

（
11
）　
『
太
平
策
』
四
七
三
頁
。『
太
平
策
』
が
本
当
に
徂
徠
の
著
作
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
特
に
、
尾
藤
正
英
「『
太
平
策
』
の
著
者
に
つ
い

て
」（『
名
古
屋
大
学
日
本
史
論
集
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）。
と
こ
ろ
が
丸
山
眞
男
「
太
平
策
考
」（『
日
本
思
想
大
系　

三
六　

荻
生
徂
徠
』）、
平
石
直

昭
『
荻
生
徂
徠
年
譜
考
』（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
、
二
二
九
―
三
九
頁
）
は
、
徂
徠
の
著
作
と
み
な
し
、
状
況
と
内
容
の
分
析
か
ら
説
得
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。
平
石
は
「
享
保
六
年
（
一
七
二
一
年
）
の
八
月
末
か
ら
九
月
」
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
（
同
、
二
三
六
頁
）。

（
11
）　

今
中
寛
司
「
論
語
徴　

解
題
」（『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
二
巻
、
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也
編
、
河
出
書
房
、
一
九
七
八
年
）
六
七
七
頁
。

（
11
）　
『
政
談
』（『
日
本
思
想
大
系　

三
六　

荻
生
徂
徠
』）
三
〇
五
頁
。Lidin （111, p. （11.

（
11
）　
『
弁
名
』
二
三
三
／
一
一
四
、T

ucker 2001, p. 217.

（
17
）　
『
弁
名
』
二
一
八
／
六
八
、T

ucker 2001, p. 201.

（
11
）　
『
弁
名
』
二
一
八
／
六
八
、T

ucker 2001, p. 201.

「
嗚
呼
聖
人
の
心
、
何
ぞ
窺
ひ
測
る
べ
け
ん
や
」（『
孟
子
識
』『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
二
巻
、
河
出
書
房
、
一
九

七
八
年
、
六
六
七
／
四
七
八
）
と
対
比
さ
れ
た
い
。

（
11
）　

※
（
訳
者
補
足
）
こ
の
注
の
前
半
部
に
つ
い
て
は
、『
論
語
徴
』
の
引
用
表
記
の
形
式
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
訳
出
を
省
略
し
た
。
マ
ク
マ
レ
ン
は
『
論
語

徴
』
に
あ
る
『
論
語
』
か
ら
の
引
用
は
、Legge

に
よ
る
英
訳
の
該
当
章
と
条
の
番
号
を
記
し
、
そ
れ
に
続
い
て
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
三
、
四
巻
（
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
七
、
一
九
七
八
年
）
収
録
の
『
論
語
徴
』
の
該
当
巻
・
原
漢
文
・
書
き
下
し
の
頁
を
本
文
に
挿
入
し
て
い
る
が
、
こ
の
翻
訳
で
は
、『
論
語
』
の
該
当
箇
所
に
つ

い
て
は
省
略
し
、
み
す
ず
書
房
版
の
該
当
頁
を
、
た
と
え
ば
、
第
三
巻
、
漢
文
三
五
〇
頁
、
書
き
下
し
六
七
二
頁
で
あ
れ
ば
、
三
／
三
五
〇
／
六
七
二
の
よ
う
に
本
文
に

挿
入
し
た
。
注
で
引
用
す
る
場
合
も
表
記
は
同
様
に
す
る
。

　
　
［
以
下
原
注
の
後
半
部
］
徂
徠
の
注
釈
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
た
様
々
な
箇
所
に
分
散
し
て
い
る
。
基
本
的
に
『
論
語
』
の
言
及
箇
所
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
示
す
必
要

が
あ
り
徂
徠
の
意
図
が
分
か
り
や
す
く
な
る
と
判
断
し
た
場
合
を
除
い
て
い
ち
い
ち
引
用
は
し
な
か
っ
た
。

（
10
）　
『
弁
名
』
二
一
七
／
六
四
、T

ucker 2001, p. （11.

（
1（
）　

聖
人
の
「
心
」
を
他
者
が
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
田
原
嗣
郎
『
徂
徠
学
の
世
界
』
四
一
頁
の
議
論
を
参
照
。

（
12
）　
「
習
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
然
に
移
る
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
四
〇
八
／
四
七
〇
、
お
よ
びY

am
ashita （111, p. 11

お
よ

び
そ
の
注
（10
を
参
照
。
そ
こ
でY

am
ashita

は
、
社
会
あ
る
い
は
個
人
を
変
え
る
と
い
う
意
味
で
徂
徠
が
用
い
る
動
詞
を
整
理
し
て
い
る
。「
移
」
は
多
く
の
場
合
、
個

人
が
自
己
陶
冶
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
化
」
は
他
者
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
た
と
え
ば
統
治
者
が
被
治
者
を
教
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
用
い
ら
れ

る
と
い
う
。

（
11
）　
『
弁
名
』
二
五
〇
―
五
一
／
一
七
〇
、T

ucker 2001, p. 1（1.

「
学
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
『
弁
名
』
二
四
九
／
一
六
四
、T

ucker 2001, p. 1（1

も
参
照
。
こ

こ
で
結
論
は
「
以
て
先
王
の
心
に
達
す
べ
き
な
り
」
と
な
る
。

（
11
）　
『
太
平
策
』
四
四
九
―
四
五
〇
頁
。

（
11
）　K

ate W
ildm

an N
akai, “Chinese Ritual and Japanese Identity in T

okugaw
a Confucianism

,” in Benjam
in A

. Elm
an, John B. D

uncan, and 
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H
erm

an O
om

s, eds., R
ethinking Confucianism

: Past and Present in China, Japan, K
orea, and V

ietnam

（Berkeley: U
niversity of California 

Press, 2002

）, pp. 271-271.
（
11
）　

個
々
人
の
心
的
態
度
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
枠
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
「
く
る
わ
」
と
い
う
比
喩
は
、
こ
の
困
難
を
示
唆
し
た
も
の
で

あ
る
。『
太
平
策
』
四
四
九
頁
。

（
17
）　J. J. C. Sm

art and Bernard W
illiam

s, U
tilitarianism

; For and A
gainst

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, （171

）, p. 17.

（
11
）　T

ed H
onderich, ed.,  T

he O
xford Com

panion to Philosophy 

（O
xford and N

ew
 Y

ork: O
xford U

niversity Press, （111

）, p. 110; J. S. M
ill, 

“U
tilitarianism

,” in A
lan Ryan, ed., John Stuart M

ill and Jerem
y Bentham

: U
tilitarianism

 and O
ther E

ssays 

（H
arm

ondsw
orth: penguin 

Classics, （117
）, pp. 211-210.

（
11
）　T

ed H
onderich, （111, p. 110.

（
10
）　A

lan Ryan, “Introduction,” in A
lan Ryan, ed., （117, p. 11.

（
1（
）　
『
論
語
』
憲
問
（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

下
』
一
五
三
頁
）。

（
12
）　
『
論
語
』
里
仁
（
吉
川
幸
次
郎
『
新
訂
中
国
古
典
選　

二　

論
語　

上
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
五
年
、
一
〇
一
頁
）。
徂
徠
の
解
釈
は
独
特
で
、「
ゆ
え
に
人
を
喩

す
の
道
は
、
君
子
に
於
い
て
は
則
ち
義
を
以
て
し
、
小
人
に
於
い
て
は
則
ち
利
を
以
て
す
」（『
論
語
徴
』
三
／
一
八
三
―
一
八
五
／
五
一
五
―
一
六
）
と
し
て
い
る
。

（
11
）　
『
孟
子
』
梁
恵
王
（
金
谷
治
『
孟
子
』
一
―
二
頁
）。

（
11
）　

新
儒
学
に
よ
る
「
利
」
の
拒
否
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
基
盤
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
に
関
す
る
示
唆
的
な
分
析
は
渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想　

増
補
新
装
版
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）
七
六
―
八
九
頁
。
新
儒
学
が
「
利
」
お
よ
び
「
功
利
」
を
否
定
す
る
の
は
、
統
治
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
士
大
夫
の

存
在
理
由
と
道
徳
的
優
位
を
正
当
化
す
る
た
め
の
道
徳
原
理
が
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
渡
辺
は
指
摘
す
る
。

（
11
）　

湯
浅
幸
孫
『
中
国
文
明
選　

四　

近
思
録　

上
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
二
年
）
一
〇
〇
頁
。

（
11
）　

島
田
虔
次
『
中
国
文
明
選　

六　

王
陽
明
集
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
）
一
九
七
頁
。

（
17
）　
『
易
経
』
乾
（
文
言
伝
）（
今
井
宇
三
郎
『
新
釈
漢
文
大
系
二
三　

易
経　

上
』
明
治
書
院
、
一
九
八
七
年
、
一
一
三
頁
）。
ま
た
、『
易
経
』
繋
辭
下
傳
「［
聖
人
］

何
を
以
て
人
を
聚あ
つ

む
る
か
。
曰
く
、
財
な
り
。
財
を
理
め
辭
を
正
し
、
民
の
非
と
爲
す
を
禁
ず
る
を
、
義
と
曰
ふ
」（
今
井
宇
三
郎
、
堀
池
信
夫
、
間
嶋
潤
一
『
新
釈
漢

文
大
系
六
三　

易
経　

下
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
一
五
七
五
頁
）
も
参
照
。

（
11
）　
『
孟
子
』
盡
心
下
（
金
谷
治
『
孟
子
』
四
八
八
頁
）。

（
11
）　

功
利
主
義
者
と
し
て
の
荀
子
と
い
う
と
ら
え
方
は
、Fung Y

u-lan, A
 H

istory of Chinese Philosophy: V
olum

e I, T
he Period of Philosophers, 

translated by D
erk Bodde,

（Princeton: Princeton U
niversity Press, （112

）, p. 211.

（
10
）　Benjam

in I. Schw
artz, T

he W
orld of T

hought in A
ncient China

（Cam
bridge, M

ass.: H
arvard U

niversity Press, （111

）, p. 211.

（
1（
）　Schw

artz （111, p. 100.

（
12
）　A

. C. Graham
, Later M

ohist Logic, E
thics and Science 

（H
ong K

ong: T
he Chinese U

niversity Press and London: School of O
riental and 
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A
frican Studies, （171

）, p. 1.

（
11
）　W

inston W
an Lo, T

he Life and T
hought of Y

eah Shih

（T
he U

niversity Presses of Florida and H
ong K

ong: T
he Chinese U

niversity of 
H

ong K
ong Press, （171

）, p. （11.
（
11
）　Lo （171, p. （1（.

（
11
）　

今
中
寛
司
『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
三
九
八
―
三
九
九
頁
。

（
11
）　H

oyt Cleveland T
illm

an, Ch’en Liang on Public Interest and the Law

（H
onolulu: U

niversity of H
aw

ai‘i Press, （111

）, pp. （-2.

（
17
）　
「
與
藪
震
菴
」、
岩
橋
遵
成
『
徂
徠
研
究
』（
關
書
院
、
一
九
三
四
年
）
一
八
〇
―
一
八
一
頁
、
所
引
［『
徂
徠
集
』
巻
二
十
三
、『
近
世
儒
家
文
集
集
成　

第
三
巻　

徂
徠
集　

付
・
徂
徠
集
拾
遺
』
平
石
直
昭
編
集
・
解
説
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
五
年
）
二
四
七
頁
］。

（
11
）　

岩
橋
遵
成
『
徂
徠
研
究
』
一
八
〇
頁
。

（
11
）　

こ
の
難
解
な
著
作
の
理
解
に
役
立
っ
た
の
は
、
山
下
龍
二
「
徂
徠
論
語
徴
に
つ
い
て
」（
一
）
―
（
三
）（『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
七
四
「
哲
学
」
二

四
、
一
九
七
七
年
、
同
七
五
「
哲
学
」
二
五
、
一
九
七
八
年
、『
名
古
屋
大
学
文
学
部
三
十
周
年
記
念
論
集
』
一
九
七
九
年
）、
平
石
直
昭
「
荻
生
徂
徠
と
先
行
儒
学

―

孔
子
像
を
中
心
に
」『
日
中
文
化
交
流
史
叢
書　

三　

思
想
』（
源
了
圓
、
厳
紹
璗
編
、
大
修
館
書
店
、
一
九
九
五
年
）、
小
川
環
樹
「
論
語
徴　

解
題
」（『
荻
生
徂
徠
全

集
』
第
四
巻
、
小
川
環
樹
編
輯
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
）。

（
70
）　

諸
注
釈
か
ら
の
徂
徠
の
選
択
と
そ
の
背
後
に
あ
る
動
機
に
つ
い
て
は
、
平
石
直
昭
「
荻
生
徂
徠
と
先
行
儒
学

―
孔
子
像
を
中
心
に
」
が
的
確
に
分
析
し
て
い
る
。

（
7（
）　
『
論
語
』
公
冶
長
、「
子
曰
。
孰
謂
微
生
高
直
」
の
条
に
つ
い
て
、
孔
子
は
［
馬
鹿
正
直
と
い
わ
れ
る
］
微
生
高
の
ち
ゃ
っ
か
り
し
た
面
を
示
す
逸
話
を
面
白
お
か
し

く
語
る
が
、
こ
れ
は
「
親
し
む
の
至
り
」
で
あ
る
と
、
徂
徠
は
い
う
（『
論
語
徴
』
三
／
二
二
〇
／
五
五
一
）。

（
72
）　

徂
徠
は
「
道
」
を
普
遍
的
実
体
と
す
る
解
釈
を
疑
い
、
い
わ
ば
唯
名
論
の
よ
う
な
考
え
を
述
べ
た
。「
道
は
一
槩が
い

［
一
律
に
］
も
て
論
ず
べ
か
ら
ず
」（『
論
語
徴
』

四
／
三
二
二
／
六
七
一
）。「
道
」
の
普
遍
化
は
、
そ
の
実
体
化
に
つ
な
が
り
、
結
局
は
、
現
象
の
奥
に
潜
む
実
体
的
存
在
や
、
救
済
あ
る
い
は
神
秘
性
を
帯
び
た
到
達
目

標
を
示
唆
す
る
も
の
と
さ
れ
か
ね
な
い
。

（
71
）　
『
莊
子
』
天
下
（
福
永
光
司
『
新
訂　

中
国
古
典
選　

九　

荘
子　

外
篇
・
雑
篇
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
、
四
八
七
―
八
八
頁
）。

（
71
）　
『
孟
子
』
梁
恵
王
（
金
谷
治
『
孟
子
』
二
〇
頁
）。

（
71
）　
［「
礼
楽
い
ま
だ
興
ら
ず
」］『
弁
名
』
二
一
六
／
六
三
、T

ucker 2001, p. （17.

（
71
）　
『
書
経
』
大
禹
謨
（
小
野
沢
精
一
『
新
釈
漢
文
大
系　

二
六　

書
経　

下
』
明
治
書
院
、
一
九
八
五
年
、
三
六
三
頁
）。

（
77
）　
『
論
語
』
季
氏
「
孔
子
曰
わ
く
、
天
下
道
有
れ
ば
、
則
ち
礼
楽
征
伐
天
子
自
り
出
ず
。
天
下
道
無
け
れ
ば
、
則
ち
礼
楽
征
伐
諸
侯
自
り
出
ず
」（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

下
』
二
三
一
頁
）。

（
71
）　

ま
た
、『
論
語
』
子
罕
「
子
曰
わ
く
、
麻
冕
は
礼
な
り
。
今
や
純
。
倹
な
り
。
吾
れ
は
衆
に
従
わ
ん
」（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
二
六
八
頁
）
に
対
し
て
、「
孔

子
の
衆
に
従
ふ
を
ば
、
深
く
礼
を
得
て
、
先
王
の
心
に
違
は
ず
と
す
」（『
論
語
徴
』
四
／
一
〇
／
三
七
三
）
と
注
釈
を
し
て
い
る
。

（
71
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
野
口
武
彦
『
荻
生
徂
徠

―
江
戸
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
二
四
〇
―
二
四
四
頁
。
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（
10
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
「
生
民
あ
り
て
よ
り
こ
の
か
た
、
い
ま
だ
孔
子
の
ご
と
き
ひ
と
は
あ
ら
ず
」（
金
谷
治
『
孟
子
』
九
〇
―
九
一
頁
）。

（
1（
）　

平
石
直
昭
「
荻
生
徂
徠
と
先
行
儒
学

―
孔
子
像
を
中
心
に
」
二
三
三
頁
。

　

※
（
訳
者
補
足
）
平
石
は
、
徂
徠
が
孟
子
か
ら
春
秋
公
羊
学
派
に
至
る
「
素
王
」
的
孔
子
像
に
そ
の
ま
ま
与
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
他
方
で
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
礼
楽

制
作
者
た
ら
ん
と
し
た
孔
子
と
い
う
見
解
を
と
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
本
文
の
マ
ク
マ
レ
ン
の
記
述
は
や
や
異
な
る
。

（
12
）　

伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
』（
清
水
茂
校
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
〇
年
）
二
二
頁
。
平
石
直
昭
「
荻
生
徂
徠
と
先
行
儒
学

―
孔
子
像
を
中
心
に
」
二
二
五
頁
の
引
用

に
よ
る
。

（
11
）　
『
論
語
』
子
路
「
小
利
を
見
れ
ば
、
則
ち
大
事
成
ら
ず
」（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

下
』
一
二
五
頁
）。

（
11
）　
『
書
経
』
大
禹
謨
（
小
野
沢
精
一
『
書
経　

下
』
三
六
三
頁
）。

（
11
）　
『
易
経
』
乾
（
文
言
［
第
五
節
］）（
今
井
宇
三
郎
『
易
経　

上
』
一
三
〇
頁
）。

（
11
）　
『
大
学
』
伝
第
十
章
「
国
利
を
以
て
利
と
為
さ
ず
、
義
を
以
て
利
と
為
す
」（
島
田
虔
次
『
新
訂
中
国
古
典
選　

四　

大
学
・
中
庸
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
、

一
三
八
―
三
九
頁
）。

（
17
）　
「
功
利
」
の
語
は
墨
子
に
だ
け
あ
て
は
ま
る
と
は
い
え
な
い
。
徂
徠
自
身
も
、
他
の
古
代
の
功
利
主
義
思
想
と
結
び
つ
け
て
い
た
。「
管
商
の
流
、
刑
名
功
利
を
主
と

す
。
唯
墨
氏
の
道
に
近
し
」（『
孟
子
識
』
六
六
二
／
四
六
六
）。

（
11
）　
『
孟
子
』
盡
心
上
「
君
子
の
、
こ
の
国
に
居
る
や
、
そ
の
君
こ
れ
を
用
う
れ
ば
、
安
富
尊
栄
」（
金
谷
治
『
孟
子
』
四
五
八
頁
）。
孟
子
は
「
富
」
に
つ
い
て
明
ら
か

に
矛
盾
し
た
見
方
を
し
て
い
る
。「
陽
虎
は
、『
富
を
な
さ
ん
と
す
れ
ば
仁
な
ら
ず
、
仁
を
な
さ
ん
と
す
れ
ば
富
ま
ず
。』
と
い
え
り
」（『
孟
子
』
滕
文
公
（
金
谷
治
『
孟

子
』
一
五
〇
―
一
五
一
頁
））
と
い
っ
た
言
を
引
く
。
し
か
し
徂
徠
は
「
是
れ
小
人
の
言
。
孟
子　

此
れ
を
引
く
は
、
弁
を
好
む
の
過
ち
と
謂
ふ
べ
し
」（『
論
語
徴
』
三

／
一
六
六
／
五
〇
〇
）
と
批
判
し
た
。

（
11
）　
『
易
経
』
乾
（
文
言
［
第
一
節
］）「
君
子
は
仁
を
體
と
し
て
以
て
人
に
長
た
る
に
足
り
」（
今
井
宇
三
郎
『
易
経　

上
』
一
一
三
頁
）。

（
10
）　
『
論
語
』
里
仁
「
子
曰
わ
く
、
能
く
礼
譲
を
以
っ
て
国
を
為
め
ん
乎
、
何
か
有
ら
ん
。
能
く
礼
譲
を
以
っ
て
国
を
為
め
ず
ん
ば
、
礼
を
如
何
」（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
九
七
頁
）。

（
1（
）　

こ
の
箇
所
で
徂
徠
は
『
書
経
』
仲
虺
之
誥
、「
義
を
以
て
事
を
制
し
、
礼
を
以
て
心
を
制
し
」（
小
野
沢
精
一
『
書
経　

下
』
三
九
八
頁
）
を
引
用
し
て
い
る
。

（
12
）　

現
代
の
評
論
家
で
あ
る
野
口
武
彦
は
「
利
」
を
「
徂
徠
学
の
根
本
信
念
」
と
し
て
い
る
。
野
口
武
彦
『
荻
生
徂
徠

―
江
戸
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
三
七
頁
。

（
11
）　

一
見
す
る
と
、
こ
の
主
張
と
『
論
語
』
全
体
に
お
け
る
「
利
」
へ
の
非
難
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。『
論
語
』
里
仁
の
「
子
曰
わ
く
、「
利

に
放よ

り
て
行
へ
ば
、
怨
み
多
し
」
と
」［
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
九
七
頁
］
に
対
し
て
徂
徠
が
「「
利
に
放
り
て
行
へ
ば
、
怨
み
多
し
」、
利
な
る
者
は
君
子
の
貴
ぶ

と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
（『
論
語
徴
』
三
／
一
七
六
／
五
〇
九
）。
孔
子
自
身
が
目
先
の
成
果
を
求
め
る
「
小
利
」［「
子

路
」］
と
の
比
較
を
述
べ
て
い
る
点
に
言
及
し
て
い
れ
ば
、
徂
徠
は
こ
の
矛
盾
を
解
決
で
き
た
で
あ
ろ
う
。「
小
利
」
を
求
め
る
の
は
「
小
人
」
の
心
の
特
性
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
立
す
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
が
「
大
事
」
お
よ
び
「
聖
人
は
知
大
に
し
て
思
ふ
こ
と
遠
し
」
で
あ
る
（『
論
語
徴
』
四
／
一
七
二
／
五
二
二
）。
ま
た
『
弁
名
』

で
は
、
経
書
に
お
い
て
大
抵
の
場
合
、「
利
」
は
「
受
く
る
者
」
を
主
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
が
、『
易
経
』［
乾
（
文
言
［
第
一
節
］）「
物
を
利
し
て
以
て
義
を
和
す
る
に
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足
り
」、
今
井
『
易
経　

上
』
一
一
三
頁
］
に
お
い
て
「
利
」
は
「
利
を
施
す
者
」、
つ
ま
り
政
治
的
権
威
を
持
っ
た
者
の
立
場
か
ら
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
統
治
を
す
べ
き

立
場
の
者
が
実
行
す
べ
き
あ
ら
ゆ
る
徳
の
中
で
も
も
っ
と
も
重
要
な
徳
が
「
利
」
で
あ
る
と
い
う
。「「
物
を
利
す
」
と
は
、
万
物
を
利
益
す
。
こ
れ
仁
な
り
」（『
弁
名
』

二
三
四
／
一
一
八
）。
注
（
11
）
も
参
照
。

（
11
）　A

. C. Graham
, Later M

ohist Logic, E
thics and Science, pp. 10-1（.

（
11
）　

同
じ
観
点
か
ら
徂
徠
は
、
孔
子
が
武
の
音
楽
を
「
未
だ
善
を
盡
く
さ
ず
」（『
論
語
』
八
佾
（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
八
五
頁
））
と
し
て
い
た
箇
所
に
つ
い

て
、
朱
熹
が
武
の
道
徳
的
不
十
分
さ
［
武
は
紂
を
放
伐
し
た
た
め
］
を
指
し
た
も
の
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
単
純
に
音
楽
の
美
的
判
断
の
言
葉
で
あ
る
と
主
張
し
た

（『
論
語
徴
』
三
／
一
五
五
―
五
六
／
四
九
一
―
九
三
）。
他
方
で
、「
善
」
は
「
安
民
」
の
た
め
に
な
る
「
仁
」
と
い
う
徳
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば

「
仁
な
る
者
は
衆
善
の
長
」（『
論
語
徴
』
三
／
一
六
五
／
五
〇
〇
）。
お
そ
ら
く
徂
徠
が
「
善
」
の
意
味
と
し
た
か
っ
た
の
は
「
有
能
」
や
「
有
効
」
で
あ
り
、
英
語
で
い

え
ば“good at”

、つ
ま
り
結
果
指
向
性
を
含
ん
だ
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
言
い
回
し
が
近
い
。「
風
」［
民
の
道
徳
的
風
俗
］
を
変
化
さ
せ
る
に
は
「
楽
よ
り
善
き
は
莫
し
」（『
論

語
徴
』
四
／
二
八
一
／
六
三
二
。『
孝
経
』「
廣
要
道
章
」
か
ら
の
引
用
）。

（
11
）　

こ
の
［
善
道
と
い
う
］
読
み
は
河
出
書
房
版
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
二
巻
、
一
七
二
頁
に
従
っ
た
。［
み
す
ず
書
房
版
で
は
「
善
道
」
で
は
な
く
、「
善
と
道
」、
す

な
わ
ち
「
善
」
と
「
道
」
と
を
区
別
さ
れ
た
概
念
と
し
て
書
き
下
し
て
い
る
］。

（
17
）　
『
論
語
』「
述
而
」「
子
曰
わ
く
、
聖
人
は
吾
れ
得
て
之
れ
を
見
ず
。
君
子
者
を
見
る
を
得
ば
、
斯
れ
可
な
り
。
子
曰
わ
く
、
善
人
は
吾
れ
得
て
之
れ
を
見
ず
。
恒つ
ね

有

る
者
を
見
る
を
得
ば
、
斯
れ
可
な
り
。
亡
く
し
て
有
り
と
為
し
、
虚
し
く
し
て
盈み

て
り
と
為
し
、
約ま
ず

し
く
し
て
泰ゆ
た

か
な
り
と
為
す
。
恒
有
る
に
難
し
」（
吉
川
幸
次
郎

『
論
語　

上
』
二
二
〇
頁
）。

（
11
）　
『
論
語
』
先
進
（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

下
』
四
三
頁
）。

（
11
）　

徂
徠
が
引
く
の
は
、『
書
経
』
武
成
「
大
王
［
古
公
亶
父
、
周
の
文
王
の
祖
父
］
に
至
り
て
肇
め
て
王
迹
を
基も
と
いし

」（
小
野
沢
精
一
『
書
経　

下
』
四
七
一
頁
）
で
あ

る
。
た
だ
し
古
公
亶
父
と
い
え
ど
も
聖
人
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

（
（11
）　

徂
徠
が
引
用
し
た
の
は
『
孟
子
』
離
婁
下
「
王
者
の
迹
熄
み
て
詩
亡
び
、
詩
亡
び
て
然
る
後
に
春
秋
お
こ
る
」（
金
谷
治
『
孟
子
』
二
六
三
頁
）。

（
（1（
）　
『
孟
子
』
告
子
下
（
金
谷
治
『
孟
子
』
四
一
五
頁
）。
彼
等
の
政
治
の
有
様
に
つ
い
て
は
同
、
四
一
七
―
一
八
頁
。

（
（10
）　
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
（
金
谷
治
『
孟
子
』
九
三
頁
）。

（
（10
）　
『
孫
子
』
軍
争
「
正
正
の
旗
を
邀
ふ
る
無
か
れ
、
堂
堂
の
陳
を
撃
つ
勿
か
れ
」（
天
野
鎮
男
『
新
釈
漢
文
大
系　

三
六　

孫
子　

呉
氏
』
明
治
書
院
、
一
九
七
二
年
、

一
八
四
頁
）
参
照
。

（
（10
）　

宋
の
学
者
で
春
秋
時
代
の
文
献
の
注
釈
を
お
こ
な
っ
た
。

（
（10
）　

孔
子
の
管
仲
評
価
は
非
難
と
称
賛
の
二
面
が
あ
る
。『
論
語
』
八
佾
で
は
「
子
曰
わ
く
、
管
仲
の
器
は
小
さ
い
哉
。
…
…
管
氏
に
し
て
礼
を
知
ら
ば
、
孰
か
礼
を
知

ら
ざ
ら
ん
」
と
あ
る
（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
八
〇
―
八
一
頁
）。
ま
た
『
論
語
』
憲
問
に
は
、「
子
路
曰
わ
く
、
桓
公
、
公
子
糾
を
殺
す
。
召
忽
之
に
死
す
。
管
仲

死
せ
ず
。
曰
わ
く
、
未
だ
仁
な
ら
ざ
る
乎
。
子
曰
わ
く
、
桓
公
、
諸
侯
を
九
合
し
、
兵
車
を
以
て
せ
ず
。
管
仲
の
力
な
り
。
其
の
仁
に
如
か
ん
や
。
其
の
仁
に
如
か
ん

や
。
子
貢
曰
わ
く
、
管
仲
は
仁
者
に
非
ざ
る
か
。
桓
公
、
公
子
糾
を
殺
す
。
死
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
又
た
之
に
相
た
り
。
子
曰
わ
く
、
管
仲
、
桓
公
に
相
と
し
て
、
諸
侯
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に
覇
た
ら
し
め
、
天
下
を
一
匡
す
。
民
、
今
に
到
り
て
其
の
賜
を
受
く
。
管
仲
微
か
り
せ
ば
、
吾
れ
其
れ
髪
を
被
り
衽
を
左
に
せ
ん
」
と
あ
る
（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

下
』
一
五
八
―
六
二
頁
）。

（
（10
）　
「
ゆ
え
に
開
国
の
君
、
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
の
如
き
、
是
れ
を
聖
人
と
す
。
世
を
継
ぐ
の
君
お
よ
び
臣
は
、
到
徳
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
聖
人
と
称
す
る
こ
と

を
得
ず
」（『
論
語
徴
』
三
／
二
七
〇
／
五
九
六
）。

（
（10
）　
『
朱
子
語
類
』
巻
三
七
、「
論
語
」
一
九
、
子
罕
下
［「
湯
桀
を
放
ち
、
武
王
紂
を
討
ち
伊
尹
太
甲
を
放
つ
の
如
き
、
此
れ
是
れ
権
也
」］（
黎
靖
徳
編
、
王
星
賢
點
校

『
朱
子
語
類
』
第
三
冊
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
九
九
〇
頁
）。「
権
」
は
、
道
を
学
ぶ
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
、
可
能
な
行
為
で

あ
る
。
徂
徠
は
朱
熹
の
解
釈
を
は
っ
き
り
と
拒
否
し
た
。『
弁
名
』
二
五
三
／
一
七
八
―
七
九
。T

ucker 2001, pp. 121-10.

（
（10
）　

こ
の
難
問
を
林
羅
山
が
徳
川
家
康
と
議
論
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
堀
勇
雄
『
林
羅
山
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
一
五
九
―
六
四
頁
。

（
（10
）　

浅
見
絅
斎
「
中
国
辨
」（『
日
本
思
想
大
系　

三
一　

山
崎
闇
斎
学
派
』
西
順
三
、
阿
部
隆
一
、
丸
山
真
男
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
。

（
（（1
）　
『
孟
子
』
万
章
下
「
伯
夷
は
聖
の
清
な
る
者
な
り
」（
金
谷
治
『
孟
子
』
三
二
六
頁
）。

（
（（（
）　
『
論
語
』
公
冶
長
（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
一
三
九
頁
）、『
論
語
徴
』
三
／
二
一
八
／
五
四
八
、
よ
り
。

（
（（0
）　

山
下
龍
二
は
、
明
の
学
者
王
直
（
一
三
七
九
―
一
四
六
二
）
と
そ
の
「
夷
斉
十
弁
」
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
山
下
龍
二
「
徂
徠
『
論
語
徴
』
に
つ
い
て
（
三
）」

『
名
古
屋
大
学
文
学
部
三
十
周
年
記
念
論
集
』
五
〇
二
―
四
九
六
頁
。

（
（（0
）　
『
孟
子
』
離
婁
上
（
金
谷
治
『
孟
子
』
二
三
四
―
三
五
頁
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
伯
夷
・
叔
斉
が
武
王
の
「
馬
を
扣お
さ

へ
て
」、
父
の
文
王
を
埋
葬
す
る
よ
り
も
前
に

周
王
の
討
伐
を
急
ぐ
こ
と
を
諫
め
た
と
い
う
話
を
、
徂
徠
は
否
定
し
た
。「
明
の
王
氏
そ
の
妄
を
辨
じ
、
盡
せ
り
」［『
論
語
徴
』
三
／
二
二
〇
／
五
五
〇
］。

（
（（0
）　

さ
ら
に
同
様
の
方
向
性
を
も
っ
た
主
張
と
し
て
は
、
徂
徠
に
よ
る
、
孔
子
の
弟
子
子
貢
へ
の
称
賛
に
つ
い
て
の
解
釈
が
あ
る
。
子
貢
は
「
富
」
と
な
っ
た
（
吉
川
幸

次
郎
『
論
語　

上
』
二
二
頁
）
た
め
に
道
徳
的
に
低
く
見
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
は
、
ま
た
し
て
も
彼
ら
し
く
、
子
貢
を
擁
護
し
、

こ
の
教
え
は
子
貢
へ
の
人
格
的
な
道
徳
訓
で
は
な
く
、
人
民
を
化
す
る
こ
と
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
（『
論
語
徴
』
三
／
五
〇
―
五
四
／
四
〇
四
―
〇
六
）。
山
下
龍
二

「
徂
徠
『
論
語
徴
』
に
つ
い
て
（
二
）『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集　

哲
学
』
四
一
―
四
二
頁
。

（
（（0
）　John Stuart M
ill, “U

tilitarianism
,” in A

lan Ryan ed., John Stuart M
ill and Jerem

y B
entham

: U
tilitarianism

 and O
ther E

ssays

（H
arm

ondsw
orth: Penguin Classics, （117

）, p. 211.

（
（（0
）　
『
弁
名
』
二
五
四
／
一
八
一
、T

ucker 2001, p. 111.

（
（（0
）　

徂
徠
は
『
弁
名
』
に
お
い
て
、
理
念
的
に
は
そ
の
よ
う
な
齟
齬
は
起
き
な
か
っ
た
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
古
の
人
、
学
ん
で
徳
を
成
せ
ば
、
す
な
は
ち
こ
れ
を
士
に

進
め
、
以
て
大
夫
に
至
る
」（『
弁
名
』
二
五
四
／
一
八
一
、T

ucker 2001, p. 111
）
か
ら
で
あ
る
。

（
（（0
）　
『
中
庸
』
第
一
二
章
第
二
節
［「
夫
婦
の
不
肖
な
る
も
以
て
能
く
行
う
可
し
。
其
の
至
れ
る
に
及
ん
で
は
、
聖
人
と
雖
も
亦
た
能
わ
ざ
る
所
有
り
。
天
地
の
大
な
る
、

人
猶
お
憾
む
所
有
り
。
故
に
君
子
の
大
を
語
れ
ば
、
天
下
能
く
載
す
莫
し
。
小
を
語
れ
ば
、
天
下
能
く
破
る
莫
し
」］
を
参
照
。
島
田
虔
次
『
大
学
・
中
庸
』
二
〇
三
頁
。

（
（（0
）　
『
弁
名
』
二
五
四
／
一
八
二
、T

ucker 2001, p. 111.

（
（01
）　

孔
子
に
よ
る
利
へ
の
否
定
的
言
辞
は
、『
論
語
』
里
仁
「
子
曰
わ
く
、
利
に
放よ

り
て
行
な
え
ば
、
怨
み
多
し
」、「
子
曰
わ
く
、
君
子
は
義
に
喩
り
、
小
人
は
利
に
喩

136（149）
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る
」、
お
よ
び
子
路
、「
子
夏
、
莒
父
の
宰
と
な
り
て
、
政
を
問
う
。
子
曰
わ
く
、
速
な
る
を
欲
す
る
無
か
れ
。
小
利
を
見
る
無
か
れ
。
速
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
達

せ
ず
。
小
利
を
見
れ
ば
、
則
ち
大
事
成
ら
ず
」（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
九
七
、
一
〇
一
頁
、
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

下
』
一
二
五
頁
）。
徂
徠
の
考
え
で
は
、
梁
の

恵
王
へ
の
謁
見
の
有
名
な
冒
頭
箇
所
で
、
孟
子
が
、「
義
」（「
正
し
さ
」）
と
「
利
」
と
の
区
別
を
誇
張
し
た
の
は
、
他
派
と
の
競
争
的
意
図
が
あ
り
、
孔
子
の
教
え
に
適

合
し
て
い
な
い
。
孟
子
は
同
時
代
に
支
配
的
な
「
功
利
」
派
に
論
駁
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
（『
論
語
徴
』
四
／
五
／
三
六
八
―
六
九
）。

（
（0（
）　
『
弁
名
』
二
四
〇
／
一
三
八
。T

ucker 2001, p. 211.

（
（00
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
徂
徠
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
深
い
考
察
を
必
要
と
す
る
。
消
極
的
な
黄
金
律
［「
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所
を
ば
、
人
に
施
す
こ
と
勿

れ
」］
は
『
論
語
』
に
三
回
登
場
す
る
。
そ
の
最
初
に
つ
い
て
（『
論
語
』
公
冶
長
（『
論
語
徴
』
三
／
二
〇
二
―
四
／
五
三
五
―
三
六
））
は
、
徂
徠
は
「
人
の
非
義
の
事

を
以
て
諸
を
己
れ
に
加
ふ
る
は
、
是
れ
己
れ
が
心
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
吾
は
則
ち
そ
の
人
を
し
て
非
義
の
事
を
他
人
に
加
ふ
る
こ
と
無
か
ら
し
め
ん
と
欲
す
と
な

り
」
と
、
す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
人
が
他
人
に
対
し
て
悪
い
行
い
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
り
、
黄
金
律
の
一
つ
の
説
明
と
は
見
な
さ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

役
立
つ
解
説
は
『
日
本
思
想
大
系　

三
六　

荻
生
徂
徠
』
五
六
九
頁
の
「
宋
儒
の
誤
り
を
踵
ぐ
」
補
注
（
西
田
太
一
郎
）
参
照
。
第
二
の
箇
所
（『
論
語
』
顔
淵
（『
論
語

徴
』
四
／
一
三
二
／
四
八
二
））
に
つ
い
て
は
、
単
純
に
見
か
け
の
良
い
互
恵
主
義
（「
恕
」）
と
し
た
だ
け
で
あ
る
。
第
三
の
場
合
（『
論
語
』
衛
霊
公
（『
論
語
徴
』
四

／
二
四
一
／
五
九
三
―
九
四
））
で
は
、「
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所
を
ば
、
人
に
施
す
こ
と
勿
れ
」
は
、
解
が
正
文
に
誤
っ
て
挿
入
さ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
。Jam

es 
M

cM
ullen, “O

gyū Sorai and the D
efinition of T

erm
s,”

（review
 of T

etuo N
ajita, ed., T

okugaw
a Political W

ritings

）, Japan Forum
 （1:2

（200（

）, 
note （1, p. 21（. 

『
弁
名
』（
二
二
五
／
九
〇
―
九
一
、T

ucker 2001, pp. 227-21

）
で
は
、
徂
徠
は
黄
金
律
を
「
恕
」
の
項
目
の
中
で
論
じ
て
い
る
。
徂
徠
は
そ
の
能

動
的
な
適
用
に
は
抵
抗
が
あ
っ
た
様
子
で
、「
学
ぶ
者
の
能
く
す
る
所
に
非
ず
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
か
つ
人
心
は
同
じ
か
ら
ず
、
欲
す
る
所
は
或
い
は
殊
な

り
」（『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
三
一
年
［「
人
心
の
同
じ
か
ら
ざ
る
は
、
そ
の
面
の
ご
と
し
」（
鎌
田
正
『
新
釈
漢
文
大
系　

三
二　

春
秋
左
氏
伝　

三
』
明
治
書
院
、
一
九

七
七
年
、
一
一
八
七
頁
）］
を
参
照
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
宋
学
［
こ
こ
で
は
程
子
］
に
よ
る
「
己
を
推
す
」
に
全
く
同
意
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
ま
さ
し
く
人
間
の
基
本
的
平
等
性
を
示
唆
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
概
し
て
己
を
推
す
を
以
て
説
を
な
す
と
き
は
、
す
な
は
ち
或
い
は
小
人
の
腹
を
持
っ

て
君
子
の
心
を
窺
ふ
」
と
い
う
不
可
能
な
試
み
に
至
る
や
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
（『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
八
年
［「
小
人
の
腹
を
以
て
、
君
子
の
心
と
為
し
」）［
鎌

田
正
『
新
釈
漢
文
大
系
三
三　

春
秋
左
氏
伝　

四
』
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
、
一
六
〇
二
頁
を
参
照
］。
徂
徠
が
黄
金
律
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
黄
金

律
を
「
功
利
主
義
道
徳
の
理
想
的
完
成
形
」
と
信
じ
て
い
た
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
よ
る
主
張
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
徂
徠
と
は
異
な
り
、
ミ
ル
は
功
利
主

義
が
個
人
の
人
生
に
つ
い
て
一
般
化
可
能
な
哲
学
た
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。「
教
育
と
世
論
は
、
そ
の
力
を
用
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
精
神
の
中
に
、
自
分
自
身

の
幸
福
と
全
体
の
善
と
あ
い
だ
の
強
固
な
連
想
を
打
ち
立
て
る
よ
う
に
せ
よ
」（
ミ
ル
『
功
利
主
義
』
関
口
正
司
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
二
一
年
、
第
二
章
、
四
七
―
四

八
頁
）。

（
（00
）　

た
と
え
ば
、T

etsuo N
ajita, V

isions of V
irtue in T

okugaw
a Japan: T

he K
aitokudō M

erchant A
cadem

y of O
saka, Chicago: U

niversity of 
Chicago Press, （117, pp. （12, （11, （1（-11.

（
（00
）　
『
論
語
徴
』
と
『
弁
名
』
の
成
稿
を
一
七
二
〇
年
頃
の
成
立
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
平
石
直
昭
『
徂
徠
年
譜
考
』（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）
一
二
五
頁
［
正
確
に

は
平
石
直
昭
は
『
論
語
徴
』
と
『
弁
名
』
が
一
七
二
〇
年
よ
り
前
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
な
い
こ
と
を
記
し
て
い
る
］。『
弁
道
』
は
や
や
先
行
し
て
一
七
一
七
年
と
さ
れ

（150）135
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る
（
平
石
、
同
、
一
〇
七
頁
）。

（
（00
）　

儒
学
者
は
大
抵
「
術
」
の
概
念
を
良
か
ら
ぬ
も
の
と
し
て
扱
う
が
、
徂
徠
は
『
荀
子
』
哀
公
（「
所
謂
士
な
る
者
は
、
道
術
を
盡
く
す
こ
と
能
わ
ず
と
雖
も
、
必
ず

率し
た
がふ
こ
と
有
り
」、
桂
五
十
郎
『
先
哲
遺
著　

漢
籍
國
字
解
全
書　

二
三　

荀
子
國
字
解　

下
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
一
年
、
四
二
五
―
二
六
頁
、
藤
井
専
英

『
新
釈
漢
文
大
系　

六　

荀
子　

下
』
明
治
書
院
、
一
九
六
九
年
、
八
六
九
頁
）
へ
の
言
及
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
を
再
生
し
よ
う
と
試
み
た
。

　

※
（
訳
者
補
足
）M

cM
ullen

が
桂
五
十
郎
の
漢
籍
國
字
解
版
を
引
用
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
翻
訳
で
も
そ
の
該
当
箇
所
を
示
す
。
た
だ
し
訳
者
の
判
断
で
、
テ
ク
ス
ト

お
よ
び
諸
注
釈
の
確
認
の
た
め
藤
井
専
英
『
新
釈
漢
文
大
系　

荀
子
』
上
、
下
（
明
治
書
院
、
一
九
六
六
年
、
一
九
六
九
年
）
も
利
用
し
た
。

（
（00
）　
『
弁
名
』
二
一
一
／
四
七
。T

ucker 2001, p. （71. 「
民
は
こ
れ
に
由
ら
し
む
べ
し
」
は
、『
論
語
』
泰
伯
（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
二
四
七
頁
）。

（
（00
）　
『
易
経
』
繋
辞
下
伝
、「
典
要
を
為
す
可
か
ら
ず
」（
今
井
宇
三
郎
ほ
か
『
易
経　

下
』
一
六
六
四
頁
）。『
弁
名
』
二
三
三
／
一
一
五
。T

ucker 2001, p. 211.

（
（00
）　
『
論
語
』
里
仁
（「
君
子
に
は
義
に
喩
し
、
小
人
に
は
利
に
喩
し
」、
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
一
〇
一
頁
。「
利
」
のLegge

訳
は “gain”

）、（「
利
に
放
り
て
行

ふ
」、
同
上
、
九
七
頁
。Legge

訳
は “advantage”

）、『
論
語
』
憲
問
（「
利
を
見
て
義
を
思
ふ
」、
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

下
』
一
五
三
頁
。Legge

訳
は “gain”

）。

（
（00
）　
『
書
経
』
大
禹
謨
「
利
用
厚
生
」（
小
野
沢
精
一
『
書
経　

下
』
三
六
三
頁
。Legge

訳
は “the conveniences of life and the securing abundant m

eans 
of sustentation”

）、『
論
語
』
衛
霊
公
「
必
ず
先
ず
其
の
器
を
利
す
る
ど
くす

」（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

下
』
一
九
九
―
二
〇
〇
頁
。Legge

訳
は “sharpen”

）、『
春
秋
左
氏

伝
』
昭
公
一
七
年
「
器
用
を
利
し
」（
鎌
田
正
『
春
秋
左
氏
伝　

四
』
一
四
五
二
頁
。Legge

訳
は “T

hey saw
 to the provision

（
利
）of im

plem
ents and 

utensils

（
器
用
）”

）。

（
（01
）　
『
易
経
』
賁
「
小
し
く
往
く
攸
と
こ
ろ

有
る
に
利よ
ろ

し
き
な
り
」（
今
井
宇
三
郎
『
易
経　

上
』
四
六
九
頁
）、『
易
経
』
需
「
大
川
を
渉
る
に
利よ
ろ

し
」（
今
井
宇
三
郎
『
易
経　

上
』
二
三
〇
頁
）。

（
（0（
）　
『
易
経
』
乾
（
文
言
［
第
一
節
］）「
物
を
利
し
て
以
て
義
を
和
す
る
に
足
り
」（
今
井
宇
三
郎
『
易
経　

上
』
一
一
三
）、『
易
経
』
繋
辞
下
伝
「
舟
楫
の
利
、
以
て
通

ぜ
ざ
る
を
濟
し
、
遠
き
に
致
し
て
以
て
天
下
を
利
す
」（
今
井
宇
三
郎
『
易
経　

下
』
一
五
八
八-

八
九
頁
。Legge

の
「
天
下
を
利
す
」
の
訳
は “A

ll under 
H

eaven w
ere benefited”

）。

（
（00
）　

そ
れ
故
に
、
お
そ
ら
く
は
、
見
下
さ
れ
た
及
び
腰
、
あ
る
い
は
消
極
的
な
捉
え
方
に
な
る
。

（
（00
）　
『
弁
名
』
二
三
四
／
一
一
七
―
一
八
。T

ucker 2001, pp. 210-1（.

（
（00
）　
『
孟
子
』
盡
心
下
（
金
谷
治
『
孟
子
』
四
八
八
頁
）。

（
（00
）　
『
弁
名
』
二
三
二
／
一
一
三
。T

ucker 2001, p. 211. 

徂
徠
は
こ
こ
で
、
聖
人
・
先
王
と
覇
者
と
の
区
別
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
徂
徠
は
『
弁
名
』
の
最
後

の
節
で
「
王
覇
の
弁
」
を
論
じ
た
（『
弁
名
』
二
五
四
―
五
五
／
一
八
二
―
八
五
頁
。T

ucker 2001, pp. 111-17

）。「
善
」
の
語
は
用
い
ら
れ
な
い
も
の
の
、
徂
徠
は

こ
こ
で
ま
た
、「
覇
」
が
正
統
性
の
あ
る
力
の
行
使
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
統
治
が
、
歴
史
的
状
況
を
踏
ま
え
て
聖
人
の
統
治
に
結
び
つ
け
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
試
み
て
い
た
。「
王
覇
の
別
」
は
孔
子
の
時
代
に
作
ら
れ
た
考
え
で
は
な
い
こ
と
を
徂
徠
は
再
度
強
調
し
た
。
孔
子
は
「
覇
」
を
非
難
し
な
か
っ
た
。
実
際
、「
王
覇

の
別
」
は
時
と
状
況
［「
時
と
位
」］
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
孔
子
自
身
、
も
し
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
斉
の
桓
公
に
仕
え
た
管
仲
に
倣
っ
た
で
あ
ろ

う
。
孟
子
が
そ
の
区
別
を
始
め
、
徳
よ
り
も
力
を
用
い
る
こ
と
を
非
難
し
た
。
し
か
し
、
徂
徠
の
主
張
に
よ
れ
ば
、「
覇
」
に
よ
る
力
の
行
使
と
い
う
の
は
、
諸
侯
に
号

134（151）
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令
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
民
を
治
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、「
徳
足
ら
ず
し
て
力
を
仮
る
も
、
ま
た
已
む
を
得
ざ
る
の
事
に
し
て
、
あ
に
以

て
そ
の
人
を
罪
す
べ
け
ん
や
」（『
弁
名
』
二
五
五
／
一
八
三
。T

ucker 2001, p. 111

）。
同
じ
節
の
後
の
箇
所
で
は
、
徂
徠
は
お
そ
ら
く
や
や
主
張
を
和
ら
げ
た
が
、

そ
れ
は
一
つ
に
は
孔
子
が
［
以
下
の
様
に
］
管
仲
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
に
配
慮
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
　

 
故
に
［
覇
が
］
政
刑
を
用
ふ
と
い
へ
ど
も
、
ま
た
申
・
韓
・
商
鞅
の
ご
と
き
の
比
に
非
ず
。
た
だ
そ
の
先
王
と
殊
な
る
所
以
の
者
は
、
す
な
は
ち
功
利
に
急
な
る
の
意

勝
ち
て
、
礼
楽
を
用
ひ
ざ
る
に
在
る
な
り
。
孔
子
、
管
仲
の
器
を
小
な
り
と
す
る
も
、
ま
た
こ
の
意
の
み
。（『
弁
名
』
二
五
四
／
一
八
四
。T

ucker 2001, p. 111.

『
論
語
』
八
佾
、「
子
曰
わ
く
、
管
仲
の
器
は
小
さ
い
哉
」、
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
八
〇
―
八
一
頁
。）

　

こ
れ
に
は
、「
功
利
」
を
統
治
の
目
的
と
し
て
承
認
す
べ
し
と
い
う
含
意
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
徂
徠
が
「
覇
」
の
批
判
す
べ
き
点
と
し
た
の
は
「
急
」
な
手
段
を
採
っ

た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
同
様
に
徂
徠
は
、
実
際
、「
刑
政
」
が
「
道
」
の
内
に
含
ま
れ
る
と
し
て
い
た
（『
弁
道
』
二
〇
一
／
一
三
。T

ucker 
2001, p. （10

）。『
日
本
思
想
大
系　

三
六　

荻
生
徂
徠
』
の
補
注
（
五
四
九
頁
）
に
よ
れ
ば
、「
政
刑
」
と
い
う
語
は
、『
礼
記
』
楽
記
か
ら
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
「
先
王
」
に
帰
さ
れ
る
［『
礼
記
』
楽
記
「
是
の
故
に
先
王
は
之
を
感
ず
る
所
以
の
者
を
慎
む
。
故
に
禮
以
て
其
の
志
を
道
き
、
樂
以
て
其
の
聲
を
和
げ
、
政

以
て
其
の
行
を
一
に
し
、
刑
以
て
其
の
姦
を
防
ぐ
。
禮
樂
刑
政
政
、
其
の
極
一
な
り
。
民
心
を
同
じ
く
し
て
治
道
に
出
る
所
以
な
り
」（
竹
内
照
夫
『
新
釈
漢
文
大
系　

二
八　

礼
記　

中
』
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年
、
五
五
七
頁
）］。
さ
ら
に
気
を
付
け
る
べ
き
点
と
し
て
、『
墨
子
』
に
も
、「
刑
政
」（
牧
野
謙
次
郎
『
先
哲
遺
著　

漢
籍

國
字
解
全
書　

二
〇　

墨
子
國
字
解　

上
』
早
稲
田
大
学
編
輯
部
編
、
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
一
九
一
一
年
、
一
四
九
頁
、
山
田
琢
『
新
釈
漢
文
大
系　

五
〇　

墨
子　

上
』
明
治
書
院
、
一
九
七
五
年
、
二
七
二
頁
）
と
い
う
用
語
が
あ
る
。

　
　

孔
子
が
、「
政
刑
」
で
は
、
民
が
た
だ
そ
れ
を
免
れ
よ
う
と
す
る
だ
け
で
、
統
治
の
技
術
と
し
て
正
し
く
な
い
と
論
じ
た
（『
論
語
』
為
政
［「
子
曰
わ
く
、
之
れ
を
道

び
く
に
政
を
以
っ
て
し
、
之
れ
を
斉
う
る
に
刑
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
民
免
れ
て
恥
じ
無
し
」］
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
三
〇
頁
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
徂
徠
は
「
政

刑
」
を
強
く
推
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
当
該
の
『
論
語
』
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
利
を
実
現
す
る
た
め
に
「
覇
」
が
採
用
す
る
緊
急
の
手
段
の
よ
う
に
、
特
別
な
場
合
の

緊
急
の
手
段
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
と
徂
徠
は
言
う
。「
政
刑
」
は
正
当
な
統
治
の
手
段
で
あ
る
が
、「
徳
」
を
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
［
徂
徠
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
徳
」
は
、
君
主
自
身
の
徳
性
で
は
な
く
、
統
治
に
「
有
徳
の
人
を
用
ふ
る
」
こ
と
を
指
す
］。「
免
」
は
「
罰
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す

る
民
の
性
質
」
を
単
に
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
徂
徠
は
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
「
斉と
と
のふ

る
」
と
い
う
方
法
は
、「
能
く
民
を
し
て
刑
戮
に
免
れ
し
む
る
」［
民

が
刑
罰
を
受
け
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
仕
向
け
る
］
た
め
の
も
の
で
あ
る
（『
論
語
徴
』
三
／
五
九
―
六
一
／
四
一
二
―
一
三
）。

　

※
（
訳
者
補
足
）『
墨
子
』
に
つ
い
て
、M

cM
ullen

が
牧
野
に
よ
る
漢
籍
國
字
解
全
書
版
を
引
用
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
翻
訳
で
も
そ
の
該
当
箇
所
を
示
す
。
た
だ
し

訳
者
の
判
断
で
、
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
諸
注
釈
の
確
認
の
た
め
山
田
に
よ
る
新
釈
漢
文
大
系
も
参
照
し
た
。

（
（00
）　

古
代
の
思
想
家
中
、
お
そ
ら
く
最
も
反
功
利
主
義
的
な
孟
子
の
定
義
を
徂
徠
が
借
用
し
て
い
る
こ
と
は
皮
肉
で
あ
る
。

（
（00
）　John Stuart M

ill, U
tilitarianism

, （111, Chapter 2. 

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
功
利
主
義
』
関
口
正
司
訳
、
二
四
頁
。

（
（00
）　

尾
藤
二
洲
『
正
学
指
掌
』［『
日
本
思
想
大
系　

三
七　

徂
徠
学
派
』
頼
惟
勤
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三
四
六
頁
］、
前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵

（152）133
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学
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年
）
二
二
八
頁
よ
り
引
用
。
尾
藤
二
洲
が
客
観
的
立
場
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
尾
藤
は
一
七
九
〇
年
の
寛
政
異
学
の
禁
に
関
わ
っ

て
い
た
。『
正
学
指
掌
』
の
党
派
的
な
背
景
と
内
容
に
つ
い
て
はRobert L. Backus, “T
he K

ansei Prohibition of H
eterodoxy and Its Effects on 

Education,” H
arvard Journal of A

siatic Studies 11

（（

）, pp. 71-10.
（
（00
）　

井
上
哲
次
郎
『
日
本
古
学
派
之
哲
学
』（
富
山
房
、
一
九
四
五
年
、
一
九
〇
二
初
版
）
五
七
〇
頁
。

（
（01
）　Schw

artz （111, p. （71.

（
（0（
）　

今
中
寛
司
『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』
一
四
七
―
五
〇
、
四
〇
六
―
七
頁
。
今
中
に
よ
れ
ば
、
徂
徠
が
葉
適
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
証
拠
は
、『
蘐
園
随
筆
』
で
伊

藤
仁
斎
の
文
論
を
検
討
し
て
い
る
箇
所
で
の
言
及
に
あ
る
［「
仁
斎
が
文
を
論
ず
る
、
専
ら
葉
水
心
が
語
に
拠
っ
て
、
…
…
其
の
識
見
無
き
も
の
か
く
の
如
し
」『
蘐
園
随

筆
』
巻
四
、
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也
編
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
一
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
、
一
八
〇
頁
］（
今
中
寛
司
『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』
一
四

七
頁
）。
ま
た
、
葉
適
は
、
も
う
一
人
の
代
表
的
な
事
功
派
、
陳
亮
『
龍
川
文
集
』（
今
中
の
言
葉
で
は
、「
永
嘉
学
派
よ
り
一
層
事
功
主
義
的
な
永
康
学
派
」
の
始
祖
）

に
序
を
記
し
た
。
こ
の
序
は
、
葉
適
の
『
水
心
文
集
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
同
書
を
徂
徠
は
『
蘐
園
随
筆
』
で
批
判
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
徂
徠
は
こ
れ
［
葉

適
］
を
知
ら
な
い
わ
け
は
な
い
」（
今
中
寛
司
『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』
一
四
九
頁
）。
今
中
は
徂
徠
と
宋
の
事
功
学
派
の
共
通
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
荀
子

の
説
に
近
い
こ
と
、
礼
楽
を
人
為
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
今
中
の
結
論
に
よ
れ
ば
、「
徂
徠
学
が
こ
れ
ら
功
利
主
義
学
派
の
政
治
学
に
殆
ど
一
致
す
る
程
近

い
こ
と
は
、
確
証
を
握
り
得
な
い
弱
点
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
影
響
を
肯
定
し
て
よ
い
と
思
う
」（
今
中
寛
司
『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』
一
五
〇
頁
）。
徂
徠
が
宋
の

事
功
学
派
に
公
的
な
著
作
で
言
及
し
な
か
っ
た
の
は
、
後
代
の
書
よ
り
も
先
秦
の
古
典
に
重
点
を
置
く
、
江
戸
期
の
儒
学
者
の
「
狡
猾
な
常
套
手
段
」
の
た
め
で
は
な
い

か
と
言
う
（
今
中
寛
司
『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』
一
四
九
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
明
代
の
学
者
の
説
を
引
く
こ
と
に
徂
徠
は
ほ
ぼ
抵
抗
が
な
く
、
今
中
の
そ
の
推
測

は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
。
葉
適
と
徂
徠
の
思
想
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
楊
儒
賓
「
葉
適
與
荻
生
徂
徠
」（『
日
本
漢
学
研
究
初
探
』
張
賓
三
・
楊
儒
賓
編
、
台
北
、
喜

瑪
拉
雅
研
究
発
展
基
金
会
、
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
九
―
三
八
頁
も
参
照
の
こ
と
。
た
だ
し
楊
儒
賓
は
、「
荻
生
徂
徠
は
葉
適
の
こ
と
は
聴
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
〇
九
頁
）。

（
（00
）　Fung Y

u-lan, A
 H

istory of Chinese Philosophy, V
ol. 1, T

he Period of the Philosophers

（from
 the Beginnings to circa 100 B. C.

）, 
Princeton, N

. J.: Princeton U
niversity Press, （112, p. 211: 

「
荀
子
も
ま
た
功
利
主
義
を
主
張
し
た
が
、
墨
子
ほ
ど
極
端
で
は
な
か
っ
た
」。Schw

artz （111, p. 
211-100.

（
（00
）　

今
中
寛
司
『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』
一
七
五
―
八
七
頁
。

（
（00
）　

今
中
は
、『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』
一
八
七
―
二
〇
〇
頁
で
、
後
期
（
つ
ま
り
一
七
二
五
年
以
降
の
）
徂
徠
に
、（「
三
代
」
よ
り
も
後
の
）
絶
対
主
義
的
「
時

王
」（
荀
子
の
「
後
王
」）
に
つ
い
て
と
、
統
治
者
が
「
名
」（
つ
ま
り
政
治
の
言
語
）
を
統
御
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
荀
子
と
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る

［「
時
王
」
に
つ
い
て
は
、「
異
代
の
礼
、
時
王
の
制
に
悖
る
は
、
臣
子
の
為
す
を
得
ざ
る
な
り
」「
復
安
澹
泊
」『
徂
徠
集
』、『
近
世
儒
家
文
集
集
成　

第
三
巻　

徂
徠

集
』
平
石
直
昭
編
、
三
〇
六
頁
。］。

（
（00
）　A

nsart （111, p. （71.

（
（00
）　A

nsart （111, p. （10.
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（
（00
）　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
二
一
三
頁
。

（
（00
）　

孟
子
に
よ
る
人
格
陶
冶
に
偏
っ
た
議
論
を
正
す
た
め
に
「
礼
楽
の
論
を
著
」
し
た
荀
子
を
徂
徠
は
称
揚
す
る
。
荻
生
徂
徠
『
孟
子
識
』
六
六
一
／
四
六
三
。

（
（00
）　

徂
徠
と
荀
子
の
異
な
る
点
に
つ
い
て
、
丸
山
に
よ
る
さ
ら
に
詳
し
い
分
析
は
、
丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
一
一
七
頁
を
参
照
。

（
（01
）　
『
弁
名
』
二
四
一
／
一
三
九
。T

ucker 2001, p. 211. 

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
八
六
頁
。
荀
子
の
主
張
を
徂
徠
が
非
難
し
た
の
は
思
想
的
に
必
然
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
荀
子
の
議
論
は
道
徳
的
自
己
陶
冶
あ
る
い
は
教
育
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
お
り
、
そ
れ
は
徂
徠
か
ら
す
れ
ば
実
践
不
可
能
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
そ

の
政
治
的
道
徳
観
に
反
し
て
い
た
。

（
（0（
）　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
一
一
七
頁
。

（
（00
）　
『
荀
子
』
儒
效
「
涂
の
人
百
姓
善
を
積
み
て
全
く
盡
す
は
、
之
を
聖
人
と
謂
ふ
」（
桂
五
十
郎
『
荀
子
國
字
解　

上
』
三
〇
九
頁
、
藤
井
専
英
『
荀
子　

上
』
二
〇
八

頁
）。

（
（00
）　
『
荀
子
』
修
身
「
君
子
の
利
を
求
む
る
や
略
」（
桂
五
十
郎
『
荀
子
國
字
解　

上
』
一
五
〇
頁
、
藤
井
専
英
『
荀
子　

上
』
六
八
頁
）。

（
（00
）　
『
荀
子
』
性
悪
「
夫
れ
利
を
好
み
て
得
を
欲
す
る
者
は
、
此
人
の
情
性
な
り
」（
桂
五
十
郎
『
荀
子
國
字
解　

下
』
二
三
五
―
三
六
頁
、
藤
井
専
英
『
荀
子　

下
』
六

九
四
頁
）。

（
（00
）　
『
荀
子
』
天
論
「
天
行
常
有
り
…
…
」（
桂
五
十
郎
『
荀
子
國
字
解　

上
』
六
二
四
―
四
八
頁
、
藤
井
専
英
『
荀
子　

下
』
四
七
三
―
七
四
頁
）。

（
（00
）　
『
政
談
』
四
四
五
頁
、Lidin （111, p. 121

（「「
幾
事
の
密
な
ら
ざ
る
時
は
害
生
ず
る
」［『
易
経
』
繋
辞
上
伝
］
と
言
事
有
て
、
御
政
務
の
上
の
事
は
明
白
に
人
に

語
る
べ
き
事
に
非
ざ
る
」）。
前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
二
六
三
頁
も
参
照
。

（
（00
）　
『
荀
子
』
正
論
「
上
宣
明
な
れ
ば
則
ち
下
治
辨
な
り
、
…
…
上
周
密
な
れ
ば
則
ち
下
疑
玄
す
」（
桂
五
十
郎
『
荀
子
國
字
解　

下
』
三
―
五
頁
、
藤
井
専
英
『
荀
子　

下
』
四
九
九
―
五
〇
〇
頁
）。

（
（00
）　

前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
二
二
七
―
七
八
頁
。

（
（00
）　
『
弁
名
』
二
一
三
―
一
四
／
五
四
。T

ucker 2001, p. （17. 
統
一
は
荀
子
の
扱
う
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
。『
荀
子
』
正
名
「
民
を
率
ゐ
て
焉
を
一
に
す
」（
桂
五
十
郎

『
荀
子
國
字
解　

下
』
一
八
六
頁
、
藤
井
専
英
『
荀
子　

下
』
六
五
七
頁
）。

（
（01
）　M

cM
ullen 200（, pp. 211-11

を
参
照
。

（
（0（
）　

注
（
17
）
を
参
照
。

（
（00
）　
『
経
史
子
要
覧
』（『
荻
生
徂
徠
全
集　

一　

学
問
論
集
』）
五
一
九
頁
。
五
井
蘭
洲
は
徂
徠
が
墨
子
を
読
ん
だ
の
は
、「
晩
［
年
］」
で
あ
ろ
う
と
言
う
（
五
井
蘭
洲

『
非
物
篇
』
巻
之
一
、
一
七
八
四
年
刊
。
小
川
環
樹
「
論
語
徴　

解
題
」『
論
語
徴
』
四
／
七
一
四
）。
小
川
環
樹
自
身
は
、
徂
徠
が
『
墨
子
』
を
手
に
取
っ
た
の
は
も
っ

と
早
く
「
宝
永
三
、
四
年
（
一
七
〇
六
―
〇
七
）」
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
（
小
川
環
樹
「
論
語
徴　

解
題
」『
論
語
徴
』
四
／
七
二
一
）。

（
（00
）　

小
川
環
樹
「
論
語
徴　

解
題
」（『
論
語
徴
』
四
／
七
二
〇
）。

（
（00
）　
『
弁
道
』
二
〇
一
／
一
三
。T

ucker 2001, p. （10. 

『
墨
子
』
尚
賢
上
（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
一
四
九
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
八
二
頁
）。『
論

語
』
為
政
［「
子
曰
わ
く
、
之
れ
を
道
び
く
に
政
を
以
っ
て
し
、
之
れ
を
斉
う
る
に
刑
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
民
免
れ
て
恥
じ
無
し
」］（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』
三
〇
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頁
）。

（
（00
）　
『
墨
子
』
法
儀
［「
天
は
必
ず
人
の
相
愛
し
相
利
す
る
を
欲
し
て
」］（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
一
〇
〇
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
四
八
―
四
九
頁
）。

『
弁
道
』
二
〇
二
／
一
七
。T

ucker 2001, p. （11.
（
（00
）　
『
墨
子
』
天
志
上
「
天
意
に
順
ふ
者
は
、
兼
て
相
愛
し
、
交
々
相
利
し
て
、
必
ず
賞
を
得
ん
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
四
四
三
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
二
九
一
頁
）。『
弁
名
』
二
三
四
／
一
一
八
。T

ucker 2001, p. 21（.

（
（00
）　
『
墨
子
』
非
攻
下
「
天
民
を
刺
殺
し
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
三
五
九
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
二
三
二
頁
）。『
論
語
徴
』
三
／
八
三
／
四
三
五
。

（
（00
）　
『
墨
子
』
法
儀
「
天
に
法
る
に
若
く
は
莫
し
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
九
七
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
四
八
頁
）。『
弁
名
』
二
三
五
／
一
二
〇
。

T
ucker 2001, p. 211.

（
（00
）　
『
経
史
子
要
覧
』（『
荻
生
徂
徠
全
集　

一　

学
問
論
集
』）
五
一
九
頁
。

（
（01
）　

ま
た
、「
礼
楽
」
と
い
う
枠
組
み
に
最
大
限
の
評
価
を
与
え
る
文
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
孔
子
の
思
想
原
理
に
関
す
る
徂
徠
の
主
要
な
著
作
に
お
い

て
、
音
楽
の
政
治
的
作
用
と
い
う
主
題
に
徂
徠
が
全
体
と
し
て
あ
ま
り
詳
し
く
議
論
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。「
楽
」
も
ま
た
墨
子
が
批
判
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
実
用
主
義
的
立
場
か
ら
の
も
の
と
は
言
い
難
い
。
徂
徠
の
『
政
談
』
に
重
要
な
思
想
的
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
熊
沢
蕃
山
は
、
日
本
に

お
け
る
儒
教
的
実
践
に
つ
い
て
の
議
論
で
、
音
楽
の
重
要
性
を
認
め
て
い
た
。

（
（0（
）　
『
墨
子
』
尚
賢
中
「
何
と
な
れ
ば
則
ち
皆
小
物
を
明
か
に
し
て
大
物
を
明
か
に
せ
ざ
る
を
も
っ
て
な
り
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
一
七
四
頁
、
山
田
琢

『
墨
子　

上
』
九
九
頁
）。『
論
語
徴
』（「
学
の
道
は
そ
の
大
な
る
者
を
主
と
し
、
し
か
う
し
て
小
な
る
者
は
必
ず
し
も
拘
せ
ず
」）
三
／
二
三
九
―
四
〇
／
五
六
七
。

（
（00
）　A

. C. Graham
, Later M

ohist Logic, E
thics and Science, p. （1. 

『
墨
子
』
非
命
上
「
言
に
必
ず
儀
を
立
て
ん
。
…
…
故
に
言
に
必
ず
三
表
あ
り
、
何
を
か
三

表
と
謂
ふ
。
子
墨
子
言
ひ
て
曰
く
、
之
を
本
づ
く
る
者
有
り
、
之
を
原は
か

る
者
有
り
、
之
を
用
ふ
る
者
有
り
。
何
に
於
て
か
之
を
本
づ
く
る
。
上
は
之
を
古
者
聖
王
の
事
に

本
づ
く
。
何
に
於
て
か
之
を
原
る
。
下
は
百
姓
耳
目
の
實
に
原
り
察
す
。
何
に
於
て
か
之
を
用
ふ
る
。
廢
し
て
以
て
刑
政
と
為
し
、
其
の
国
家
百
姓
人
民
の
利
に
中
る
を

観
る
。
此
れ
所
謂
言
に
三
表
有
る
な
り
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
五
六
八
―
六
九
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
三
八
四
頁
）。

（
（00
）　Schw

artz （111, p. （11.

（
（00
）　

墨
子
が
こ
れ
ら
の
書
を
、
聖
人
の
事
蹟
と
統
治
に
関
す
る
権
威
あ
る
経
典
と
し
て
用
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
『
墨
子
』
尚
賢
中
を
参
照
。

（
（00
）　

大
工
仕
事
の
比
喩
は
、
個
人
に
つ
い
て
も
社
会
の
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
も
「
共
有
さ
れ
た
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
」
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、『
孟
子
』
離

婁
（「
か
の
離
婁
の
明
、
公
輸
子
の
巧
み
も
、
規
と
矩
と
を
以
い
ざ
れ
ば
方
や
員
を
成
る
こ
と
能
わ
ず
」、
金
谷
治
『
孟
子
』
二
一
六
頁
）。『
荀
子
』
哀
公
（「
孔
子
対
へ

て
曰
く
、
所
謂
賢
人
な
る
者
は
、
行
は
規
縄
に
中
り
て
、
而
も
本
を
傷
け
ず
」、
桂
五
十
郎
『
荀
子
國
字
解　

下
』
四
二
七
頁
、
藤
井
専
英
『
荀
子　

下
』
八
七
〇
頁
）。

『
大
学
』
伝
第
十
章
、「
是
れ
を
以
て
君
子
は
絜
矩
の
道
有
り
」（
島
田
虔
次
『
大
学
・
中
庸
』
一
一
四
頁
）。

（
（00
）　
『
墨
子
』
法
儀
「
百
工
は
方
を
為
す
に
矩
を
以
て
し
、
圓
を
為
す
に
規
を
以
て
し
、
直
は
縄
を
以
て
し
、
正
は
縣
を
以
て
し
、
平
は
水
を
以
て
す
」（
牧
野
謙
次
郎

『
墨
子
國
字
解　

上
』
九
六
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
四
五
頁
）。

（
（00
）　
『
墨
子
』
兼
愛
上
「
聖
人
は
天
下
を
治
む
る
を
以
て
事
と
為
す
者
な
り
。
…
…
之
を
譬
ふ
る
に
、
醫
の
、
人
の
疾
を
攻
む
る
者
の
如
く
然
り
。
必
ず
疾
の
自
り
て
起
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る
所
を
知
れ
ば
、
焉
ち
能
く
之
を
攻
め
、
疾
の
自
り
て
起
る
所
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
攻
む
る
こ
と
能
は
ず
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
二
六
六
頁
、
山
田

琢
『
墨
子　

上
』
一
七
一
頁
）。

（
（00
）　
「
国
の
困
窮
す
る
は
病
人
の
元
気
尽
る
が
如
し
。
元
気
尽
れ
ば
死
る
こ
と
必
然
の
理
也
。
…
…
上
医
は
必
ず
病
人
の
元
気
に
意
を
用
ひ
、
能
国
を
治
る
人
は
古
よ
り

国
の
不
困
窮
様
に
す
る
こ
と
、
治
の
根
本
な
り
」（『
政
談
』
三
〇
三
頁
）。Lidin （111, p, （11.

（
（00
）　Schw

artz （111, pp. （12-1.

（
（01
）　
『
墨
子
』
天
志
中
「
百
姓
は
皆
煖
衣
飽
食
す
る
こ
と
を
得
て
、
便
寧
に
し
て
憂
無
か
ら
ん
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
四
五
九
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
三
〇
二
頁
）。

（
（0（
）　
『
太
平
策
』
四
六
六
頁
。

（
（00
）　
『
墨
子
』
で
は
「
尚
賢
」
の
編
。
徂
徠
の
そ
の
点
の
主
張
と
限
界
に
つ
い
て
はM

cM
ullen 200（, pp. 211-10

参
照
。

（
（00
）　
『
墨
子
』
尚
賢
中
（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
一
六
七
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
九
六
頁
）。

（
（00
）　
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
三
九
八
／
四
五
四
頁
。Y

am
ashita （111, p. 71.

（
（00
）　
『
墨
子
』
所
染
「
此
の
五
君
は
染
む
る
所
当
る
、
故
に
諸
侯
に
霸
と
な
り
、
功
名
は
後
世
に
伝
ふ
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
八
七
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
四
〇
頁
）。
徂
徠
に
よ
れ
ば
「
是
れ
管
仲
の
尤と
が

む
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
且
つ
管
仲
の
前
に
覇
な
し
。
覇
は
管
仲
自
り
始
ま
る
。
あ
に
豪
傑
の
士
に
あ
ら
ず
邪
」『
論
語

徴
』
四
／
一
九
四
―
五
／
五
四
七
。

（
（00
）　Schw

artz （111, p. （11.

（
（00
）　

小
川
環
樹
「
論
語
徴　

解
題
」（『
論
語
徴
』
四
／
七
二
一
頁
所
引
。［「
刻
荀
子
跋
」『
徂
徠
集
』（『
近
世
儒
家
文
集
集
成　

第
三
巻　

徂
徠
集
』
平
石
直
昭
編
、
一

九
〇
頁
］）。
徂
徠
は
墨
子
の
「
兼
愛
」
を
「
仁
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。『
弁
道
』
二
〇
二
―
三
／
一
八
―
一
九
［「
墨
子
は
す
な
は
ち
、
先
王
の
道
、

仁
以
て
こ
れ
に
尚く
は

ふ
る
こ
と
な
き
を
見
る
こ
と
あ
り
、
つ
ひ
に
は
仁
は
以
て
一
切
を
尽
く
す
に
足
る
と
謂
ふ
」］
で
は
、
墨
子
が
仁
の
完
全
性
を
「
一
切
を
尽
く
す
に
足

る
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
他
の
徳
を
考
慮
せ
ず
、
徳
の
多
様
性
と
［
状
況
に
よ
る
］
個
別
性
を
無
視
し
て
い
る
と
徂
徠
は
批
判
し
て
い
た
。

（
（00
）　
『
墨
子
』
尚
同
下
「
上
の
政
を
為
す
こ
と
、
下
の
情
を
得
れ
ば
則
ち
治
ま
り
…
…
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
二
四
七
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
一
五

五
頁
）。『
政
談
』
三
五
一
、
三
五
九
頁
［
た
だ
し
墨
子
は
「
百
姓
」
の
情
に
つ
い
て
だ
が
、
徂
徠
は
下
級
役
人
の
情
を
問
題
に
し
て
い
る
］。

（
（00
）　
『
墨
子
』
非
攻
下
（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
三
五
九
頁
、山
田
琢
『
墨
子　

上
』
二
三
二
頁
）。『
論
語
徴
』
三
／
八
三
／
四
三
五
［
注
（
（00
）
と
同
じ
］。

（
（01
）　
『
墨
子
』
尚
同
上
「
古
者
民
始
め
て
生
れ
未
だ
刑
政
有
ら
ざ
る
の
時
、
…
…
天
下
の
乱
る
る
こ
と
、
禽
獣
の
若
く
然
り
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
二
一

二
―
一
三
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
一
二
八
頁
）。「
洪
荒
之
世
は
只
畜
類
之
如
く
に
こ
そ
候
へ
」（『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
四
一
四
／
四
七
八
。Y

am
ashita （111, p. 

（01

）。

（
（0（
）　
［「
そ
れ
人
は
み
な
羞
悪
の
心
あ
り
。
こ
の
故
に
匹
夫
匹
婦
も
み
ず
か
ら
溝
瀆
に
経
り
て
以
て
死
す
。
こ
れ
あ
に
義
な
ら
ん
や
」］『
弁
名
』
二
二
一
／
七
七
―
七
八
。

T
ucker 2001, p. 2（1. 『

墨
子
』
天
志
上
［「
今
天
下
の
士
君
子
、小
を
知
り
て
大
を
知
ら
ず
」］（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
四
三
七
―
三
八
頁
。
山
田
琢
『
墨

子　

上
』
二
八
七
頁
）。　

※
（
訳
者
補
足
）
こ
の
注
は
徂
徠
が
民
に
も
「
義
」
を
認
め
、
墨
子
が
士
の
欠
点
を
述
べ
て
い
る
例
を
示
し
て
お
り
、
本
文
の
記
述
の
例
外
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を
述
べ
て
い
る
。

（
（00
）　
『
墨
子
』
非
攻
下
「
今
天
下
の
誉
め
て
善
と
す
る
所
の
者
、
其
の
説
将
何
ぞ
哉
。
其
の
上
は
天
の
利
に
中
り
、
中
は
鬼
の
利
に
中
り
、
下
は
人
の
利
に
中
る
が
為

に
、
故
に
之
を
誉
む
る
與
。
意そ
も

亡そ
も

其
の
上
は
天
の
利
に
中
り
、
中
は
鬼
の
利
に
中
り
、
下
は
人
の
利
に
中
る
が
為
に
非
ざ
る
が
故
に
之
を
誉
む
る
與
。
下
愚
の
人
な
ら
使

む
る
と
雖
も
、
必
ず
曰
は
ん
、
将
其
の
上
は
天
の
利
に
中
り
、
中
は
鬼
の
利
に
中
り
、
下
は
人
の
利
に
中
る
が
為
に
、
故
に
之
を
誉
む
、
と
」（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國

字
解　

上
』
三
五
三
―
五
四
頁
。
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
二
二
九
頁
）［「
誉
め
て
善
と
す
る
所
」
に
つ
い
て
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
は
旧
本
に
よ
り
「
善
」

と
す
る
が
、『
新
釈
漢
文
大
系
』
で
は
「
善
」
で
は
な
く
「
義
」
を
採
用
し
て
い
る
。M

cM
ullen

は
「
善
」
の
方
を
参
照
し
て
い
る
］。

（
（00
）　
『
墨
子
』
兼
愛
下
（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
二
九
九
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
一
九
四
頁
）。

（
（00
）　
『
墨
子
』
兼
愛
下
［「
仁
人
の
事
は
、
必
ず
務
め
て
天
下
の
利
を
興
し
、
天
下
の
害
を
除
か
ん
こ
と
を
求
む
」］（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
二
九
二
頁
、
山

田
琢
『
墨
子　

上
』
一
八
八
頁
）。『
弁
名
』
二
三
四
／
一
一
七
―
一
八
［「
利
天
下
」］。T

ucker 2001, pp. 210-1（.

（
（00
）　
『
墨
子
』
非
攻
下
［「
必
ず
慎
ん
で
其
の
義
を
慮
り
、
而
る
後
に
之
が
行
を
為
す
」］（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
三
五
五
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
二
三

一
頁
）。M

ei

の
英
訳
（Y

i-pao M
ei, trans. T

he E
thical and Political W

orks of M
otse, T

ranslated from
 the O

riginal Chinese T
ext, London: A

rthur 
Probstain, （121

）
で
は
「
義
」
は
「
本
来
の
（
意
味
で
理
解
さ
れ
た
）
原
理
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。『
弁
名
』
二
三
四
／
一
一
八
［「
必
ず
義
を
以
て
こ
れ
を
済
し
て
、

し
か
る
の
ち
物
は
得
て
利
益
す
べ
し
」］。T

ucker 2001, p. 21（.

（
（00
）　
『
弁
名
』
二
三
二
／
一
一
三
。T

ucker 2001, p. 211.

（
（00
）　
『
墨
子
』
法
儀
（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
九
七
―
九
九
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
四
七
―
四
八
頁
）。

（
（00
）　
『
墨
子
』
法
儀
（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
一
〇
三
頁
、
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
五
一
頁
）。

（
（00
）　
『
墨
子
』
非
命
下
［「
若
し
此
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
夫
の
安
危
治
亂
は
、
上
の
政
を
為
す
に
存
り
。
則
ち
夫
れ
豈
に
命
有
り
と
謂
ふ
可
け
ん
哉
」］（
牧
野
謙
次
郎

『
墨
子
國
字
解　

上
』
六
〇
一
頁
。
山
田
琢
『
墨
子　

上
』
四
〇
七
頁
）。
徂
徠
の
立
場
は
よ
り
明
確
で
あ
る
。「
天
運
の
循
環
な
れ
ど
も
、
全
く
人
事
に
よ
る
な
り
」
と

『
太
平
策
』（
四
五
九
頁
）
で
は
主
張
し
た
（
ま
た
同
四
六
一
頁
で
は
、「
何
れ
の
世
と
て
も
、
太
平
久
し
け
れ
ば
、
か
く
な
り
ゆ
き
て
、
世
終
に
乱
る
ゝ
ゆ
へ
、
治
極
り

て
亦
乱
る
ゝ
と
は
云
な
り
。
先
に
、
天
運
な
れ
ど
も
人
事
を
は
な
れ
ぬ
と
云
は
是
な
り
」
と
し
て
い
る
）。
こ
れ
ら
の
引
用
文
が
示
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
歴
史
が
人

為
の
介
入
と
非
人
為
的
循
環
過
程
の
両
方
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
弁
名
』
で
は
、
興
味
深
い
妥
協
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
凡
そ
天
下
の
事
は
、
人
力
そ
の
半
ば
に
居
り
て
、
天
意
そ
の
半
ば
に
居
る
。
人
力
の
能
く
す
る
所
は
、
人
能
く
こ
れ
を
知
る
。
し
か
う
し
て
天
意
の
在
る
所
は
、
す
な

は
ち
こ
れ
を
知
る
こ
と
能
は
ず
」（『
弁
名
』
二
三
四
／
一
一
八
。 T

ucker 2001, p. 21（

）。『
墨
子
』「
非
命
」
上
・
中
・
下
篇
に
は
、
墨
子
の
「
反
運
命
論
」
に
つ
い

て
の
強
い
信
念
が
現
れ
て
い
る
。

（
011
）　Schw

artz （111, p. （70.

（
01（
）　
『
弁
名
』
二
三
八
／
一
三
一
［「
鬼
神
の
道
も
ま
た
然
り
。
故
に
伝
［『
礼
記
』
祭
義
」
に
曰
く
、「
明
び
て
鬼
神
と
命
け
て
も
っ
て
黔
首
の
則
と
な
す
」
と
。
聖
人
の

そ
の
物
を
立
つ
る
や
、
こ
れ
教
へ
の
術
な
り
］］。T

ucker 2001, p. 271.

（
010
）　

徂
徠
は
仏
教
の
利
用
価
値
も
認
め
て
い
た
。［「
ま
し
て
佛
法
も
末
の
世
に
は
相
応
之
利
益
も
有
之
候
」］『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
三
八
八
／
四
四
〇
、Y

am
ashita 
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（111, p. 11.

（
010
）　
『
論
語
徴
』
は
、
近
世
日
本
の
中
国
研
究
の
成
果
と
し
て
、「
乾
隆
中
葉
以
後
」
の
中
国
で
大
き
な
称
賛
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
小
川
環
樹
「
論
語
徴　

解
題
」（『
論

語
徴
』
四
、
七
四
五
頁
）。

（
010
）　N

ajita （111, p. xiv.
（
010
）　

吉
川
幸
次
郎
が
要
を
得
た
評
価
を
し
て
い
る
。Y

oshikaw
a K

ōjirō, Jinsai, Sorai, N
orinaga: T

hree Classical Philologists of M
id-T

okugaw
a Japan, 

T
ōhō Gakkai, （111, pp. 21（-1. 

吉
川
幸
次
郎
『
仁
斎
・
徂
徠
・
宣
長
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
一
八
九
頁
。

（
010
）　

西
洋
の
中
国
思
想
研
究
者
の
間
で
は
、「
内
面
的
道
徳
的
自
己
」
を
『
論
語
』
が
果
た
し
て
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
た
の
か
か
に
つ
い
て
論
争
が
な
さ

れ
て
き
た
。H

erbert Fingarette

とBenjam
in Schw

artz

の
間
の
論
争
に
関
す
る
有
益
な
紹
介
はT

hom
as A

. W
ilson, “Introduction: Culture, Society, 

Politics and the Cult of Confucius,” in O
n Sacred G

rounds: Culture, Society, Politics and the Form
ation of the Cult of Confucius, ed. T

hom
as 

A
. W

ilson, 

（Cam
bridge, M

ass.: H
arvard U

niversity A
sia Center, 2002

）, pp. （1-（1. 

徂
徠
は
孔
子
が
「
我
毋な

し
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
箇
所
は
自
己
修
養

を
指
し
て
お
り
内
面
性
を
論
じ
て
い
る
と
認
め
た
。「
た
い
て
い
一
部
の
『
論
語
』
に
、
後
世
心
学
の
祖
と
す
べ
き
者
は
、
唯
だ
此
れ
あ
る
の
而
已
」。
孔
子
が
礼
を
完
成

さ
せ
た
と
い
う
の
は
、
自
己
を
超
越
し
た
状
態
を
指
す
と
み
な
し
「
動
容
周
旋　

礼
に
中
る
は
、
盛
徳
の
至
り
な
り
」（『
孟
子
』
盡
心
下
）
に
つ
い
て
、
徂
徠
は
「
唯
だ

先
王
の
礼
あ
る
而
已
、
復
た
孔
子
あ
る
こ
と
無
し
。
ゆ
え
に
「
我
な
し
」
と
曰
ふ
」（『
論
語
徴
』
四
／
一
三
／
三
七
五
）
と
記
し
た
。
こ
こ
で
、
先
王
の
礼
を
学
ぶ
こ
と

は
、
孔
子
の
至
っ
た
境
地
へ
の
道
程
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
儒
学
に
お
い
て
、
理
を
学
ぶ
こ
と
が
自
己
を
啓
蒙
し
、
世
界
を
道
徳
的
に
理
解
す
る
た
め
の
道

程
で
あ
る
こ
と
と
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

（
010
）　
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』、
四
〇
九
／
四
七
二
、Y

am
ashita （111, p. 11.

（
010
）　Graham

 （171, p. 1（. 

墨
子
は
、
道
徳
的
模
範
で
あ
る
禹
王
が
有
苗
を
伐
っ
た
の
は
「
兼
愛
」
の
た
め
で
あ
る
と
是
認
す
る
。『
墨
子
』
兼
愛
下
［「
禹
の
有
苗
を

征
す
る
也
、
…
…
以
て
天
下
の
利
を
興
し
、
天
下
の
害
を
除
か
ん
こ
と
を
求
む
。
即
ち
此
れ
禹
の
兼
な
り
」］（
牧
野
謙
次
郎
『
墨
子
國
字
解　

上
』
三
〇
九
頁
、
山
田
琢

『
墨
子　

上
』
二
〇
一
頁
）。

（
010
）　

徂
徠
の
父
は
医
師
を
職
業
と
し
て
い
た
が
、
徂
徠
自
身
は
武
士
の
先
祖
を
意
識
し
、
ま
た
誇
り
に
思
っ
て
い
た
。Lidin （171, pp. （（-21

参
照
。

（
0（1
）　

孟
子
が
梁
の
恵
王
に
答
え
て
「
人
を
殺
す
こ
と
を
嗜こ
の

ま
ざ
る
者
、
能
く
こ
れ
を
一
つ
に
せ
ん
」（
金
谷
治
『
孟
子
』
梁
恵
王
上
、
一
五
―
一
六
頁
）
と
述
べ
た
こ
と

を
徂
徠
は
批
判
し
た
。
そ
れ
は
「
婦
人
・
女
子
の
心
爾し
か

り
と
為
す
。
浮
屠
の
法
を
信
ず
る
者
爾
り
と
為
す
」。
漢
、
唐
、
明
の
始
祖
は
残
酷
な
行
い
を
厭
わ
な
か
っ
た
。

宋
の
太
祖
は
孟
子
の
教
え
に
従
っ
た
が
、
そ
の
結
果
「
終
に
宋
は
燕
の
代
を
復
す
る
能
は
ず
。
遂
に
和
議
を
以
て
天
下
を
失
ふ
」。
孟
子
の
誤
り
は
、
客
観
的
な
「
道
」

を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
心
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
あ
る
。「
道
を
論
ぜ
ず
し
て
心
を
論
ず
る
、
其
の
害
言
ふ
に
勝
へ
ざ
る
者
有
り
」。『
孟
子
識
』
六
六
六
／
四

七
五
―
七
六
。

（
0（（
）　N

ajita （111, p. xli.

（
0（0
）　
『
孟
子
』
梁
恵
王
上
「
人
を
殺
す
こ
と
を
嗜
ま
ざ
る
者
、
能
く
こ
れ
を
一
つ
に
せ
ん
」（
金
谷
治
『
孟
子
』
一
五
―
一
六
頁
）［
注
0（1
参
照
］。

（
0（0
）　
『
太
平
策
』
四
六
六
頁
。
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（
0（0
）　
『
弁
道
』
二
〇
三
／
一
九
。T

ucker 2001, p. （11.

（
0（0
）　
『
弁
名
』
二
五
五
／
一
八
三
。T

ucker 2001, p. 111. 「
覇
」
に
つ
い
て
は
注
（
（00
）
参
照
。

（
0（0
）　

荻
生
徂
徠
『
孫
子
國
字
解
』（『
先
哲
遺
著　

漢
籍
國
字
解
全
書　

一
〇
・
孫
子
國
字
解　

唐
詩
選
國
字
解
』
早
稲
田
大
学
編
輯
部
編
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九

二
六
年
）
三
二
七
頁
。
野
口
武
彦
『
江
戸
の
兵
学
思
想
』（
中
公
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
一
六
二
―
六
三
頁
所
引
。

（
0（0
）　

荻
生
徂
徠
『
孫
子
國
字
解
』
六
頁
［「
畏
れ
危
ま
ざ
ら
し
む
と
云
は
、
士
卒
の
気
の
剛
な
る
様
に
す
る
こ
と
な
り
」］。
野
口
武
彦
『
江
戸
の
兵
学
思
想
』
一
六
一

頁
、
所
引
。

（
0（0
）　

当
然
、
徂
徠
の
考
え
で
は
、「
小
人
」
は
愚
か
で
自
己
の
肉
体
的
な
暖
か
さ
と
安
全
に
し
か
関
心
が
な
い
（
た
と
え
ば
、［「
小
人
の
志
は
温
飽
に
在
り
」］『
論
語

徴
』
三
／
四
九
／
四
〇
三
）。
そ
し
て
社
会
全
体
の
「
利
」
を
判
断
す
る
能
力
に
欠
け
て
い
る
。

（
0（0
）　J. J. C. Sm

art and Bernard W
illiam

s, U
tilitarianism

: For and A
gainst

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, （171

）, pp. （11-11.

（
001
）　Sm

art and W
illiam

 （171, p. （11. 「
間
接
統
治
」
と
い
う
語
は
、
徳
川
体
制
が
「
将
軍
支
配
体
制
の
も
と
で
統
合
さ
れ
た
多
層
的
で
分
権
的
な
権
力
構
造
」
に
よ

っ
て
で
き
て
い
る
と
い
う
見
解
と
適
合
的
で
あ
る
。Eiko Ikegam

i, Bonds of Civility: A
esthetic N

etw
orks and the Political O

rigins of Japanese Culture

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 2001

）, pp. （21-1（

を
参
照
。

（
00（
）　
『
論
語
』
泰
伯
（
吉
川
幸
次
郎
『
論
語　

上
』）
二
四
七
頁
。『
論
語
徴
』
三
／
三
四
一
／
六
六
二
―
六
三
。

（
000
）　

徂
徠
の
こ
の
よ
う
な
個
々
の
人
間
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
尾
藤
正
英
「
国
家
主
義
者
と
し
て
の
徂
徠
」（『
日
本
の
名
著　

一
六　

荻
生
徂
徠
』
尾
藤
正
英
編
、
中

央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
）
五
六
頁
。M

cM
ullen 200（, p 211.

（
000
）　

渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想　

増
補
新
装
版
』
一
〇
三
頁
。

（
000
）　A

lbert O
. H

irschm
an, T

he Passions and the Interests: Political A
rgum

ents for Capitalism
 before Its T

rium
ph / A

lbert O
. H

irschm
an. 

T
w

entieth A
nniversary ed.

（Princeton, N
. J.; Chichester: Princeton U

niversity Press, （117

）, p. （1-（1.

（
000
）　H

irschm
an, （117, pp. （1-20.

［, 22. H
irschm

an
の
該
当
箇
所
を
参
照
し
、
補
足
し
た
］。

（
000
）　

平
石
直
昭
『
日
本
政
治
思
想
史

―
近
世
を
中
心
に
』（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
七
年
）
七
一
頁
。

文
献
リ
ス
ト

※
（
訳
者
補
足
）
原
文
で
は
、
引
用
文
献
が
著
者
・
編
者
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
翻
訳
で
は
、
ｉ
．
中
国
古

典
（
英
訳
、日
本
語
の
注
釈
書
）；

ⅱ
．
荻
生
徂
徠
著
作
お
よ
び
近
世
日
本
の
思
想
家
に
よ
る
著
作；

ⅲ
．
英
文
に
よ
る
荻
生
徂
徠
の
著
作
の
訳
、

他
の
思
想
家
の
著
作
、
研
究
書
・
論
文；

ⅳ
．
日
本
語
・
中
国
語
の
研
究
書
・
論
文
に
分
類
し
て
リ
ス
ト
化
し
た
。
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ｉ
．
中
国
古
典

Chan, W
ing-tsit, trans. Instructions for Practical Living, and O

ther N
eo-Confucian W

ritings. Records of Civilization, 

Sources and Studies; N
o. 11. N

ew
 Y

ork: Colum
bia U

niversity Press, （111. 

王
陽
明
『
伝
習
録
』
の
英
訳
。

Chan, W
ing-tsit, trans. R

eflections on T
hings at H

and: the N
eo-C

onfucian A
nthology. U

N
ESCO

 Collection of 

Representative W
orks. Chinese Series. N

ew
 Y

ork: Colum
bia U

niversity Press, （117. 

朱
熹
『
近
思
録
』
の
英
訳
。

D
ubs, H

om
er H

. T
he W

orks of H
suntze, T

ranslated from
 the Chinese w

ith N
otes. London: A

rthur Probsthain, （121. 

『
荀

子
』
の
英
訳
。

Legge, Jam
es, trans. T

he Chinese Classics. 1vols. H
ong K

ong: H
ong K

ong U
niversity Press, （110, republication of 

editions of （111-11. 
※
（
訳
者
補
足
）
原
文
で
は
、『
書
経
』『
春
秋
左
氏
伝
』『
論
語
』『
孟
子
』『
大
学
』『
中
庸
』
に
つ
い
て
、

Legge

に
よ
る
英
訳
の
該
当
頁
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
翻
訳
で
は
割
愛
し
た
。
原
著
者
は
一
九
六
〇
年
の
リ
プ
リ
ン
ト
を
用
い
て
い

る
が
、
そ
の
原
版
で
あ
るLegge
の（111-11

の
版
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
に
な
っ
て
お
り
、
現
在
一
般
に
閲

覧
可
能
。Legge

の
英
訳
版
は
原
漢
文
対
照
型
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
原
典
の
引
用
箇
所
の
確
認
は
容
易
で
あ
る
。

Legge, Jam
es. T

he Li chi: Book of R
ites. 2 vols. N

ew
 Y

ork: U
niversity Books, （117

（org. pub. O
xford: Clarendon Press, 

（111

）. 

こ
のLegge

訳
に
よ
る
『
礼
記
』
も
上
記T

he Chinese Classics

と
同
様
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
。

M
ei, Y

i-pao, trans. T
he E

thical and Political W
orks of M

otse, T
ranslated from

 the O
riginal Chinese T

ext. London: 

A
rthur Probsthain, （121.

『
墨
子
』
の
英
訳
。

天
野
鎮
男
『
新
釈
漢
文
大
系　

三
六　

孫
子　

呉
氏
』
明
治
書
院
、
一
九
七
二
年

今
井
宇
三
郎
『
新
釈
漢
文
大
系
二
三　

易
経　

上
』
明
治
書
院
、
一
九
八
七
年

今
井
宇
三
郎
、
堀
池
信
夫
、
間
嶋
潤
一
『
新
釈
漢
文
大
系
六
三　

易
経　

下
』
明
治
書
院
、
二
〇
〇
八
年

小
野
沢
精
一
『
新
釈
漢
文
大
系　

二
六　

書
経　

下
』
明
治
書
院
、
一
九
八
五
年

桂
五
十
郎
『
先
哲
遺
著　

漢
籍
國
字
解
全
書　

二
二　

荀
子
國
字
解　

上
』
早
稲
田
大
学
編
輯
部
編
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
一
年
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桂
五
十
郎
『
先
哲
遺
著　

漢
籍
國
字
解
全
書　

二
三　

荀
子
國
字
解　

下
』
早
稲
田
大
学
編
輯
部
編
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
一
年

鎌
田
正
『
新
釈
漢
文
大
系　

三
〇　

春
秋
左
氏
伝　

一
』
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年

鎌
田
正
『
新
釈
漢
文
大
系　

三
二　

春
秋
左
氏
伝　

三
』
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年

鎌
田
正
『
新
釈
漢
文
大
系　

三
三　

春
秋
左
氏
伝　

四
』
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年

金
谷
治
『
新
訂
中
国
古
典
選　

五　

孟
子
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年

島
田
虔
次
『
新
訂
中
国
古
典
選　

四　

大
学
・
中
庸
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年

島
田
虔
次
『
中
国
文
明
選　

六　

王
陽
明
集
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年

竹
内
照
夫
『
新
釈
漢
文
大
系　

二
八　

礼
記　

中
』
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年

藤
井
専
英
『
新
釈
漢
文
大
系　

五　

荀
子　

上
』
明
治
書
院
、
一
九
六
六
年

藤
井
専
英
『
新
釈
漢
文
大
系　

六　

荀
子　

下
』
明
治
書
院
、
一
九
六
九
年

福
永
光
司
『
新
訂　

中
国
古
典
選　

荘
子　

九　

外
篇
・
雑
篇
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年

牧
野
謙
次
郎
『
先
哲
遺
著　

漢
籍
國
字
解
全
書　

二
〇　

墨
子
國
字
解　

上
』
早
稲
田
大
学
編
輯
部
編
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
一
年

山
田
琢
『
新
釈
漢
文
大
系　

五
〇　

墨
子　

上
』
明
治
書
院
、
一
九
七
五
年

湯
浅
幸
孫
『
中
国
文
明
選　

四　

近
思
録　

上
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
二
年

吉
川
幸
次
郎
『
新
訂
中
国
古
典
選　

二　

論
語　

上
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
五
年

吉
川
幸
次
郎
『
新
訂
中
国
古
典
選　

三　

論
語　

下
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
六
年

黎
靖
徳
編
、
王
星
賢
點
校
『
朱
子
語
類
』
第
三
冊
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年

ⅱ
．
荻
生
徂
徠
お
よ
び
近
世
思
想
家
の
著
作

浅
見
絅
斎
「
中
国
辨
」『
日
本
思
想
大
系　

三
一　

山
崎
闇
斎
学
派
』
西
順
三
・
阿
部
隆
一
・
丸
山
真
男
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年

伊
藤
仁
斎
『
童
子
問
』
清
水
茂
校
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
〇
年
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荻
生
徂
徠
『
孫
子
國
字
解
』、『
先
哲
遺
著　

漢
籍
國
字
解
全
書　

一
〇　

孫
子
國
字
解
・
唐
詩
選
國
字
解
』
早
稲
田
大
学
編
輯
部
編
、
早
稲
田

大
学
出
版
部
、
一
九
二
六
年

荻
生
徂
徠
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
全
六
巻
、
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也
編
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
―
七
八
年
（『
孟
子
識
』、『
蘐
園
随
筆
』）

荻
生
徂
徠
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
既
刊
七
冊
、
島
田
虔
次
ほ
か
篇
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
―
八
七
年
（『
論
語
徴
』、『
経
史
子
要
覧
』、『
徂

徠
先
生
答
問
書
』）

荻
生
徂
徠
『
日
本
思
想
大
系　

三
六　

荻
生
徂
徠
』
吉
川
幸
次
郎
・
丸
山
真
男
・
西
田
太
一
郎
・
辻
達
也
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年

（『
弁
道
』、『
弁
名
』、『
学
則
』、『
政
談
』、『
太
平
策
』）

荻
生
徂
徠
『
近
世
儒
家
文
集
集
成　

第
三
巻　

徂
徠
集　

付
・
徂
徠
集
拾
遺
』
平
石
直
昭
編
集
・
解
説
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
五
年
（「
刻

荀
子
跋
」、「
與
藪
震
菴
」）

尾
藤
二
洲
『
正
学
指
掌
』『
日
本
思
想
大
系　

三
七　

徂
徠
学
派
』
頼
惟
勤
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年

ⅲ
．
徂
徠
著
作
英
訳
書
お
よ
び
英
文
研
究
書
・
論
文

A
nsart, O

livier. L’em
pire du rite: La pensée politique d’O

gyū Sorai, Japon 1666-1728. Genève: D
roz, （111.

Backus, Robert L.  “T
he K

ansei Prohibition of H
eterodoxy and Its Effects on Education.” H

arvard Journal of A
siatic 

Studies 11

（（

）.

Fung, Y
u-lan. A

 H
istory of Chinese Philosophy: V

olum
e I, T

he Period of Philosophers T
ranslated by D

erk Bodde. 

Princeton: Princeton U
niversity Press, （112.

Graham
, A

. C. Later M
ohist Logic, E

thics and Science, H
ong K

ong: T
he Chinese U

niversity Press and London: School of 

O
riental and A

frican Studies, （171.

H
irschm

an, A
lbert O

. T
he Passions and the Interests: Political A

rgum
ents for Capitalism

 before Its T
rium

ph / A
lbert O

. 

H
irschm

an. T
w

entieth A
nniversary edition. Princeton, N

. J. ; Chichester: Princeton U
niversity Press, （117.
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H
onderich, T

ed ed. T
he O

xford Com
panion to Philosophy. O

xford and N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity Press, （111.

Ikegam
i, Eiko. B

onds of C
ivility: A

esthetic N
etw

orks and the P
olitical O

rigins of Japanese C
ulture. Cam

bridge: 

Cam
bridge U

niversity Press, 2001.

Lidin, O
lof G. T

he Life of O
gyū Sorai, a T

okugaw
a Confucian Philosopher. Lund: Studentliteratur, （171.

Lidin, O
lof G. trans. O

gyu Sorai’s D
iscourse on G

overnm
ent

（Seidan

）: A
n A

nnotated T
ranslation. W

iesbaden: 

H
arrassow

itzV
erlag, （111.

Lo, W
inston W
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he Life and T
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eah Shih. T

he U
niversity Presses of Florida and H

ong K
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U
niversity of H

ong K
ong Press, （171.

M
cM

ullen, Jam
es. “O

gyū Sorai and the D
efinition of T

erm
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（review
 of T

etuo N
ajita, ed., T

okugaw
a P

olitical 

W
ritings

）. Japan Forum
 （1:2

（200（

）.

M
ill, J. S. “U

tilitarianism
.” In John Stuart M

ill and Jerem
y Bentham

: U
tilitarianism

 and O
ther E

ssays, edited by A
lan 

Ryan. H
arm

ondsw
orth: Penguin Classics, （117. 

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
功
利
主
義
』
関
口
正
司
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年

M
inear, Richard H

. trans. “O
gyū Sorai’s Instructions for Students: A

 T
ranslation and Com

m
entary.” T

he H
arvard 

Journal of A
siatic Studies 11

（（171

）.

N
ajita, T

etsuo. V
isions of V

irtue in T
okugaw

a Japan: T
he K

aitokudō M
erchant A

cadem
y of O

saka. Chicago: U
niversity 

of Chicago Press, （117.

N
ajita, T

etsuo ed. T
okugaw

a Political W
ritings. Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, （111.

N
akai, K

ate W
ildm

an. “Chinese Ritual and Japanese Identity in T
okugaw

a Confucianism
.” In R

ethinking Confucianism
: 

Past and Present in China, Japan, K
orea, and V

ietnam
, edited by Benjam

in A
. Elm

an, John B. D
uncan, and 

H
erm

an O
om

s. Berkeley: U
niversity of California Press, 2002.

Schw
artz, Benjam

in I. T
he W

orld of T
hought in A

ncient China. Cam
bridge, M

ass.: H
arvard U

niversity Press, （111.
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T
illm
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niversity of H
aw
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T
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. O
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asterw
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H
onolulu: U

niversity of H
aw

ai‘i Press, 2001.

W
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ntoni, From
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T
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erm
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T
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）. 

D
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W
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hom
as A
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n Sacred G
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hom
as A
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ilson. Cam

bridge, M
ass.: 

H
arvard U

niversity A
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Y
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aster Sorai’s R

esponsals: A
n A

nnotated T
ranslation of Sorai Sensei T

ōm
onsho. U

niversity 

of H
aw

ai‘i Press, （111.

Y
oshikaw

a, K
ōjirō. Jinsai, Sorai, N

orinaga: T
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okugaw

a Japan. T
okyo: T

ōhō Gakkai, 

（111

（
吉
川
幸
次
郎 

一
九
七
五
の
英
訳
）. 

ⅳ
．
研
究
書
・
論
文
（
日
本
語
、
中
国
語
）

井
上
哲
次
郎
『
日
本
古
学
派
之
哲
学
』
富
山
房
、
一
九
四
五
年
（
一
九
〇
二
初
版
）

今
中
寛
司
「
解
題
」『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
二
巻
、
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也
編
、
河
出
書
房
、
一
九
七
八
年

今
中
寛
司
『
徂
徠
学
の
基
礎
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年

岩
橋
遵
成
『
徂
徠
研
究
』
關
書
院
、
一
九
三
四
年

小
川
環
樹
「
論
語
徴　

解
題
」『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
四
巻
、
小
川
環
樹
編
輯
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
四
年
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田
原
嗣
郎
『
徂
徠
学
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年

野
口
武
彦
『
江
戸
の
兵
学
思
想
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
九
年

野
口
武
彦
『
荻
生
徂
徠

―
江
戸
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年

尾
藤
正
英
「
国
家
主
義
者
と
し
て
の
徂
徠
」『
日
本
の
名
著　

一
六　

荻
生
徂
徠
』
尾
藤
正
英
編
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年

尾
藤
正
英
「『
太
平
策
』
の
著
者
に
つ
い
て
」『
名
古
屋
大
学
日
本
史
論
集
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年

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

平
石
直
昭
「
荻
生
徂
徠
と
先
行
儒
学

―
孔
子
像
を
中
心
に
」『
日
中
文
化
交
流
史
叢
書　

三　

思
想
』
源
了
圓
、
厳
紹
璗
編
、
大
修
館
書
店
、

一
九
九
五
年

平
石
直
昭
『
日
本
政
治
思
想
史

―
近
世
を
中
心
に
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
七
年

堀
勇
雄
『
林
羅
山
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年

前
田
勉
『
近
世
日
本
の
儒
学
と
兵
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
六
年

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
新
装
版
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年

丸
山
眞
男
「
太
平
策
考
」『
日
本
思
想
大
系　

三
六　

荻
生
徂
徠
』
吉
川
幸
次
郎
・
丸
山
真
男
・
西
田
太
一
郎
・
辻
達
也
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
三
年

山
下
龍
二
「
徂
徠
論
語
徴
に
つ
い
て
」（
一
）
―
（
三
）、『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』
七
四
「
哲
学
」
二
四
、
一
九
七
七
年；

同
七
五

「
哲
学
」
二
五
、
一
九
七
八
年；

『
名
古
屋
大
学
文
学
部
三
十
周
年
記
念
論
集
』、
一
九
七
九
年

吉
川
幸
次
郎
『
仁
斎
・
徂
徠
・
宣
長
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年

渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想　

増
補
新
装
版
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年

楊
儒
賓
「
葉
適
與
荻
生
徂
徠
」『
日
本
漢
学
研
究
初
探
』
張
賓
三
・
楊
儒
賓
編
、
台
北
、
喜
瑪
拉
雅
研
究
発
展
基
金
会
、
二
〇
〇
一
年
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訳
者
解
説

松　

田　

宏
一
郎

　

1　

こ
の
翻
訳
は
、Jam

es M
cM

ullen, “Reinterpreting the A
nalects: H

istory and U
tility in the T

hought of O
gyū Sorai.” In 

Jam
es C. Baxter and Joshua A

. Fogel eds., W
riting H

istories in Japan: T
exts and T

heir T
ransform

ations from
 A

ncient 

T
im

es through the M
eiji E

ra

（K
yoto: International Research Center for Japanese Studies, 2007

）
の
全
訳
で
あ
る
。
翻
訳
の
注
の
冒

頭
で
記
し
た
と
お
り
、
日
本
語
の
読
者
に
役
立
つ
よ
う
中
国
古
典
の
参
照
箇
所
な
ど
に
情
報
の
加
除
を
し
た
が
、
そ
れ
以
外
は
本
文
、
注
と
も
に

全
て
訳
出
し
た
。
こ
の
度
の
『
立
教
法
学
』
で
の
翻
訳
・
掲
載
に
つ
い
て
ご
快
諾
い
た
だ
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
先
生
（
以
下
敬
称
略
）

お
よ
び
原
論
文
の
発
行
元
で
あ
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
感
謝
し
た
い
。

　

本
解
説
で
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
つ
い
て
と
、
本
論
文
が
荻
生
徂
徠
研
究
に
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
概
略
を

述
べ
た
い
。

　

2　

原
著
者
紹
介

　

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク
マ
レ
ン
は
、
一
九
三
九
年
生
ま
れ
、
現
在
、
元
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
日
本
研
究
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
・
レ
ク
チ
ャ
ラ

ー
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
教
員
の
職
名
は
独
特
だ
が
、
日
本
の
大
学
で
言
え
ば
専
任
の
教
授
職
と
同
等
）、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

ペ
ン
ブ
ロ
ー
ク
・
カ
レ
ッ
ジ
お
よ
び
セ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
ー
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
名
誉
フ
ェ
ロ
ー
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー

シ
テ
ィ
の
教
員
は
通
常
カ
レ
ッ
ジ
の
フ
ェ
ロ
ー
で
も
あ
る
）、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ェ
ロ
ー
（
英
国
の
人
文
・
社
会
科
学
者
の
ア
カ
デ
ミ

ー
）。
近
世
日
本
思
想
史
の
専
門
家
と
し
て
、
英
国
や
世
界
の
日
本
研
究
者
そ
し
て
日
本
国
内
の
思
想
史
研
究
者
の
間
で
、
そ
の
優
れ
た
研
究
業

績
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ト
ロ
ン
ト
大
学
を
経
て
一
九
七
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
教
鞭
を
執
っ
た
。
主
著
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は
、Idealism

, Protest and the T
ale of G

enji

（O
xford: O

xford U
niversity Press, （111

）、 T
he W

orship of Confucius in Japan
（Cam

bridge, M
ass,: H

arvard U
niversity A

sia Center, 20（1

）
な
ど
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
著
作
の
邦
訳
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。

Idealism
, Protest and the T

ale of G
enji

は
、
熊
沢
蕃
山
の
政
治
体
制
批
判
を
、『
源
氏
』
解
釈
と
儒
学
者
と
し
て
の
理
想
主
義
と
の
関
係

か
ら
精
緻
に
解
読
し
た
研
究
成
果
と
し
て
、
英
語
圏
だ
け
で
な
く
、
日
本
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
近
著
のT

he W
orship of Confucius 

in Japan
に
つ
い
て
は
、
英
語
圏
で
も
書
評
が
少
し
ず
つ
出
始
め
た
と
こ
ろ
だ
が
、
孔
子
崇
拝
の
儀
式
で
あ
る
釈
奠
が
徳
川
体
制
に
と
っ
て
道
徳

的
に
深
刻
な
緊
張
を
は
ら
ん
で
お
り
、
日
本
の
政
治
権
力
と
知
識
人
に
と
っ
て
、
権
威
を
称
賛
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
は
あ
ま
り
に
扱

い
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
豊
富
な
史
料
を
引
き
な
が
ら
丁
寧
に
論
じ
て
い
る
点
に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る）

（
（

。

　

3　

内 

容 

解 

説

　

ま
ず
こ
の
邦
訳
の
題
名
に
つ
い
て
か
ら
説
明
し
た
い
。
訳
者
の
判
断
で
本
題
と
副
題
を
逆
に
し
、「
荻
生
徂
徠
の
思
想
に
お
け
る
歴
史
と
功
利

―
『
論
語
』
の
再
解
釈
を
通
じ
て
」
と
し
た
。
そ
の
方
が
論
文
の
狙
い
が
明
確
に
な
る
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。
本
論
文
は
荻
生
徂
徠
が

「
歴
史
主
義
」
的
思
考
の
も
た
ら
す
困
難
を
「
功
利
主
義
」
原
理
の
導
入
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
儒
学
古
典
の
中
か

ら
ど
の
よ
う
な
知
的
な
資
源
を
得
た
の
か
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
徂
徠
は
「
歴
史
主
義
」
と
か
「
功
利
主
義
」
と
い
う
概
念
は
用

い
な
い
が
、「
史
」
と
「
利
」
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
マ
ク
マ
レ
ン
の
本
論
の
貢
献
は
、
近
世
日
本
儒
学
の
中
で
の
徂
徠
の
位
置
づ

け
を
丁
寧
に
確
認
し
な
が
ら
、
政
治
哲
学
一
般
に
関
わ
る
問
題
の
論
者
と
し
て
徂
徠
を
取
り
上
げ
た
点
に
あ
る
。

　

マ
ク
マ
レ
ン
は
冒
頭
で
、
徂
徠
が
「
歴
史
」
が
学
問
に
占
め
る
重
要
性
を
強
調
し
、
聖
人
の
事
蹟
も
孔
子
の
発
言
も
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
理

解
す
べ
き
事
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
六
経
の
価
値
が
高
ま
る
こ
と
を
主
張
し
た
結
果
、
自
ら
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
を
招
来
し
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。

　

マ
ク
マ
レ
ン
は
、
丸
山
眞
男
な
ど
の
研
究
に
お
け
る
、
歴
史
に
対
し
て
主
体
的
に
立
ち
向
か
う
人
間
の
「
近
代
性
」
と
い
う
捉
え
方
に
対
し

て
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
他
方
で
、「
近
代
性
」
の
評
価
そ
の
も
の
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
解
釈

に
つ
い
て
も
批
判
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
徂
徠
の
著
作
の
英
文
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
編
訳
し
た
テ
ツ
オ
・
ナ
ジ
タ
の
徂
徠
評
価
に
対
し
て
明
ら
か
に
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厳
し
い
評
価
を
し
て
い
る
。
本
論
で
は
詳
細
に
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
が
、
注
に
言
及
が
あ
る
、
徂
徠
著
作
の
ナ
ジ
タ
に
よ
る
英
訳
に
対
す

る
レ
ビ
ュ
ー
論
文
で
は
、
そ
の
翻
訳
が
実
際
に
徂
徠
が
書
い
た
こ
と
に
必
ず
し
も
忠
実
で
は
な
く
、
徂
徠
を
過
度
に
普
遍
的
な
人
間
性
の
解
放
者

と
し
て
称
賛
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
い
や
し
く
も
能
く
そ
の
大
な
る
者
を
得
ば
、
み
な
以
て
仁
人
と
な
る
に
足
る
」

（『
弁
道
』
二
〇
四
／
二
五
）
の
箇
所
の
英
訳
に
、
ナ
ジ
タ
が
「
あ
ら
ゆ
る
人
が
」「
確
実
に
」
と
い
う
補
足
を
恣
意
的
に
挿
入
す
る
こ
と
で
、
ま
る

で
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
個
性
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
で
「
仁
」
が
得
ら
れ
る
と
徂
徠
が
述
べ
て
い
た
か
の
よ
う
に
誤
解
し
う
る
。
原
文
で
は
、
聖
人
で

は
な
い
後
代
の
統
治
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
器
に
応
じ
て
「
仁
」
を
獲
得
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
味
を
ナ
ジ
タ
は
改

変
し
て
い
る）

（
（

。

　

マ
ク
マ
レ
ン
が
用
い
る
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
と
い
う
概
念
は
、
ト
レ
ル
チ
、
マ
ン
ハ
イ
ム
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
、
ホ
イ
シ
（K

arl H
eussi, D

ie 

K
risis des H

istorism
us, （112

）
と
い
っ
た
歴
史
主
義
に
関
す
る
知
識
社
会
学
的
古
典
ま
で
は
直
接
遡
っ
て
い
な
い
が
、
歴
史
哲
学
／
史
学
史
家

の
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
の
定
義
が
引
用
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
マ
ク
マ
レ
ン
に
よ
れ
ば
徂
徠
の
歴
史
主
義
の
特
徴
は
、
人
間
的
価
値
そ
の
も
の
に
つ
い

て
の
相
対
主
義
や
権
力
の
自
己
目
的
追
求
へ
の
称
賛
と
は
相
容
れ
な
い
点
に
あ
る
。
徂
徠
か
ら
す
れ
ば
、
聖
人
と
経
典
を
歴
史
的
位
相
に
お
い
て

理
解
す
る
こ
と
は
、
道
徳
的
価
値
一
般
、
さ
ら
に
権
力
の
目
的
と
し
て
の
「
善
」
を
正
し
く
設
定
す
る
た
め
の
必
須
の
作
業
だ
っ
た
。
皮
肉
な
こ

と
に
、
だ
か
ら
こ
そ
、
マ
ク
マ
レ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
歴
史
主
義
的
思
考
を
突
き
詰
め
る
こ
と
で
、
徂
徠
は
儒
学
者
と
し
て
の
「
危
機
」
を
招
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

本
論
文
で
は
論
点
と
な
っ
て
い
な
い
が
、『
孟
子
』
盡
心
章
に
「
春
秋
に
は
義
し
き
戦
な
し
」、「
尽
く
書
を
信
ず
れ
ば
、
書
な
き
に
及
ば
ず
」

（
金
谷
治
『
孟
子
』
四
七
二
―
七
三
）
と
い
っ
た
言
葉
が
あ
る
。
六
経
に
は
聖
人
の
事
蹟
が
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、『
春
秋
』
に
正
し
い
戦
争

に
つ
い
て
の
記
述
が
な
く
、『
書
経
』
に
は
正
当
化
が
困
難
な
非
道
徳
事
例
（
こ
の
場
合
は
武
成
篇
で
周
の
武
王
の
率
い
る
軍
が
残
虐
な
殺
戮
を
お
こ
な

っ
た
こ
と
）
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
孟
子
は
嘆
き
、
そ
し
て
そ
の
嘆
き
に
つ
い
て
儒
学
者
と
し
て
は
考
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
孟
子
は
そ
こ

に
六
経
の
深
い
道
徳
的
意
図
を
読
も
う
と
す
る
。
し
か
し
聖
人
の
事
蹟
と
そ
れ
を
記
録
し
た
テ
ク
ス
ト
の
歴
史
性
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
六
経
の

記
述
に
対
し
て
孟
子
が
提
起
し
た
道
徳
的
批
判
は
不
要
ど
こ
ろ
か
論
敵
と
な
る
。
た
だ
し
今
度
は
、
歴
史
性
に
規
定
さ
れ
な
い
普
遍
的
価
値
が
自

明
で
は
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
つ
い
て
ど
う
す
れ
ば
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
儒
学
者
と
し
て
問
い
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（168）117



立教法学　第 110 号（2023）

立教法学110号 _8� 立教法学110号 _8

　

六
経
の
歴
史
性
が
喚
起
す
る
問
題
を
儒
学
者
と
し
て
解
決
す
る
た
め
に
、
徂
徠
は
「
利
」
と
「
善
」
と
い
う
概
念
の
再
解
釈
を
丹
念
に
お
こ
な

っ
た
。
マ
ク
マ
レ
ン
の
理
解
で
は
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
西
洋
に
登
場
し
た
功
利
主
義
に
共
通
す
る
帰
結
主
義
的
哲
学
を
生
み
出
し
た
。
マ
ク
マ
レ

ン
はconsequentialist, consequentialism

と
い
っ
た
語
を
用
い
て
い
る
の
で
、「
帰
結
主
義
」
と
翻
訳
し
た
。
こ
こ
で
西
洋
功
利
主
義
と
の

類
比
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
単
に
表
面
的
な
類
似
性
だ
け
で
は
な
く
、
義
務
論
的
倫
理
学ethical deontology

と
の
対
決
と
い
う
西
洋
哲
学
に

お
け
る
大
き
な
知
的
転
回
と
の
共
通
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
マ
ク
マ
レ
ン
は
義
務
論
と
帰
結
主
義
と
の
対
立
を
徂
徠
の
宋
学
批
判）

（
（

に
見
い
出

す
。「
帰
結
主
義
」
は
現
代
の
倫
理
学
用
語
で
、
そ
の
義
務
論
と
の
対
立
構
図
は
二
十
世
紀
的
な
視
点
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が）

（
（

、
マ
ク

マ
レ
ン
は
こ
の
対
立
を
西
洋
の
功
利
主
義
に
よ
る
義
務
論
批
判
の
説
明
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
現
代
的
含
意
に
は
踏
み
込
ま
な

い
。
学
問
的
禁
欲
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

マ
ク
マ
レ
ン
が
強
調
す
る
の
は
、
主
流
の
『
論
語
』
解
釈
に
対
し
て
、
そ
の
歴
史
化
を
通
じ
て
「
異
議
申
し
立
て
」
す
る
者
（revisionist

）
た

ら
ん
と
す
る
徂
徠
の
姿
勢
で
あ
る
。
つ
ま
り
徂
徠
の
「
歴
史
主
義
」
は
、『
論
語
』
と
孔
子
の
置
か
れ
た
歴
史
的
文
脈
の
解
明
自
体
を
目
的
と
す

る
の
で
は
な
く
、
制
作
者
と
し
て
の
先
王
の
意
図
を
解
明
す
る
た
め
の
手
続
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
礼
楽
刑
政
を
後
代
の
都
合
で
恣
意
的

に
意
味
づ
け
し
よ
う
と
す
る
注
釈
者
の
知
的
怠
惰
へ
の
警
告
で
あ
る）

（
（

。『
論
語
徴
』
に
お
け
る
、「
利
」、「
善
」、「
開
国
」
と
い
っ
た
概
念
を
鍵
と

し
て
、
そ
の
よ
う
な
徂
徠
の
特
徴
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　

徂
徠
に
よ
れ
ば
、「
君
子
」
は
「
利
」
と
「
善
」
を
理
解
す
る
が
、「
小
人
」
は
そ
れ
ら
を
理
解
で
き
な
い
。
そ
う
い
っ
た
「
小
人
」
に
平
和
で

安
全
な
暮
ら
し
を
与
え
る
こ
と
が
「
君
子
」
の
使
命
で
あ
る
こ
と
は
、
儒
学
者
と
し
て
当
然
の
前
提
で
あ
る
。
こ
の
「
君
子
」
と
「
小
人
」
の
峻

別
に
つ
い
て
マ
ク
マ
レ
ン
はelitism

と
い
う
語
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。「
君
子
」
は
「
安
民
」
を
道
徳
教
育
に
よ
っ
て
で
は
な
く
「
礼
楽
刑

政
」
に
よ
っ
て
実
現
す
べ
し
と
論
じ
た
こ
と
は
徂
徠
学
の
特
徴
で
あ
る
が
、
マ
ク
マ
レ
ン
は
そ
れ
をElite U

tilitarianism

と
呼
ぶ
。
徂
徠
の

「
帰
結
主
義
」
は
、
非
対
称
的
な
権
力
関
係
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
の
で
い
か
に
も
エ
リ
ー
ト
主
義
で
あ
る）

（
（

。

　

し
か
し
、
西
洋
の
功
利
主
義
と
徂
徠
の
思
想
と
間
に
は
大
き
な
溝
が
あ
る
。
た
と
え
ば
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
は
幸
福
と
功
利
を
理
解
す
る
能
力
を
教

育
に
よ
っ
て
普
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
（
注
（
（00
））。
ミ
ル
を
エ
リ
ー
ト
主
義
者
と
す
る
見
解
は
あ
る
が
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
は

知
的
能
力
と
教
育
の
成
果
で
あ
っ
て
出
自
や
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
で
保
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
西
洋
の
エ
リ
ー
ト
功
利
主
義
は
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朱
子
学
と
親
和
性
を
持
つ
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
徂
徠
の
考
え
で
は
、
そ
も
そ
も
個
人
の
本
質
（「
性
」）
は
多
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
教
育

に
よ
っ
て
根
本
的
に
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
人
の
行
動
は
「
礼
楽
刑
政
」
に
よ
っ
て
で
あ
れ
ば
変
容
可
能
で
あ
る
（
本
論
一

八
四
頁
、
お
よ
び
注
（
12
））。
だ
か
ら
こ
そ
「
礼
」
だ
け
が
民
を
道
徳
的
社
会
生
活
に
導
き
う
る
。「
君
子
」
は
、「
小
人
」
を
「
小
人
」
の
ま
ま

で
、
当
人
の
理
解
や
意
志
に
か
か
わ
ら
ず
、「
礼
楽
刑
政
」
に
よ
っ
て
誘
導
す
る
能
力
と
責
任
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
「
君
子
」
は
「
小
人
」
の

教
育
に
は
何
も
期
待
し
な
い
。
こ
れ
を
「
エ
リ
ー
ト
功
利
主
義
」
と
呼
ん
で
よ
い
の
か
ど
う
か
は
、
留
保
し
た
い
読
者
が
い
る
だ
ろ
う
。
た
と
え

ば
エ
リ
ー
ト
を
養
成
す
る
た
め
の
の
競
争
は
必
要
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
徂
徠
を
功
利
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
躊
躇
す
べ

き
点
が
あ
る
こ
と
は
マ
ク
マ
レ
ン
も
承
知
で
あ
る
。

　

そ
れ
な
ら
、
徂
徠
の
言
っ
て
い
る
の
は
、
個
別
の
行
為
の
当
否
に
つ
い
て
の
功
利
主
義
な
の
で
は
な
く
、
ベ
ン
サ
ム
に
見
い
だ
せ
る
よ
う
な
ル

ー
ル
功
利
主
義
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
は
可
能
で
あ
る
。
本
論
一
六
三
頁
で
、
マ
ク
マ
レ
ン
は
統
治
の
た
め
の
権
威
主
義
的
管
理
思
想
と

し
て
ベ
ン
サ
ム
に
触
れ
て
い
る
。
功
利
主
義
哲
学
の
ど
の
分
類
枠
に
徂
徠
を
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
考
察
は
マ
ク
マ
レ
ン
論
文
の
解
説
か

ら
逸
脱
す
る
の
で
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
が
、
マ
ク
マ
レ
ン
が
言
及
し
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
に
関
連
し
て
だ
け
触
れ
て
お
く
と
、
い
わ
ゆ
る
「
黄
金

律
」
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

　

徂
徠
は
、「
黄
金
律
」
が
要
請
す
る
他
人
の
幸
福
の
理
解
可
能
性
を
孔
子
は
認
め
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
そ
の
解
釈
に
説
得
性
を
持

た
せ
る
た
め
様
々
な
概
念
操
作
を
し
て
い
た
（
本
論
注
（
（00
））。「
功
利
主
義
」
に
と
っ
て
「
黄
金
律
」
は
重
要
な
構
成
原
理
で
あ
る
。
ミ
ル
に
よ

れ
ば
、「
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
の
黄
金
律
に
、
私
た
ち
は
功
利
性
の
倫
理
の
完
全
な
精
神
を
読
み
取
る
。
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
を
人

に
し
な
さ
い
と
い
う
の
と
、
自
分
自
身
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
と
い
う
の
は
、
功
利
主
義
道
徳
の
理
想
的
極
地
で
あ
る
」（
ミ
ル

『
功
利
主
義
』）。
孔
子
の
場
合
は
「
己
の
欲
せ
ざ
る
所
を
ば
、
人
に
施
す
こ
と
勿
れ
」（『
論
語
』
衛
霊
公
）
が
代
表
的
だ
が
、
徂
徠
は
こ
れ
を
普
遍

的
原
則
の
提
示
と
は
認
め
な
か
っ
た
（
そ
も
そ
も
正
文
と
し
て
認
め
て
い
な
い
）。
徂
徠
の
解
釈
で
は
、『
論
語
』
の
類
似
の
言
も
含
め
て
、
孔
子
は

こ
れ
に
よ
り
道
徳
の
成
立
根
拠
を
提
示
し
た
の
で
は
な
く
、
個
別
の
事
例
に
即
し
て
他
人
に
対
す
る
悪
い
行
い
を
誡
め
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。

結
局
「
黄
金
律
」
問
題
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
徂
徠
は
ル
ー
ル
主
義
そ
の
も
の
と
戦
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

ま
た
、「
利
」
と
「
善
」
と
い
う
概
念
は
、
道
徳
的
判
断
と
行
為
の
一
般
的
目
標
を
開
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
民
に
は
そ
の
内
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容
や
価
値
は
理
解
で
き
な
い
が
、
為
政
者
が
そ
れ
を
掲
げ
て
見
せ
る
こ
と
で
、
民
を
し
か
る
べ
き
振
る
舞
い
へ
誘
導
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

だ
か
ら
六
経
に
記
さ
れ
た
の
だ
と
徂
徠
は
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
「
君
子
は
義
に
喩
し
、
小
人
に
は
利
に
喩
し
」（『
論
語
』
里
仁
）
は
そ
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
実
践
を
可
能
に
す
る
の
は
、
教
育
や
読
書
で
は
な
く
「
礼
」
で
あ
る
。

　

マ
ク
マ
レ
ン
は
、
徂
徠
の
「
功
利
主
義
」
に
は
知
的
源
流
が
あ
り
、
そ
れ
は
大
き
く
言
っ
て
兵
学
、
荀
子
、
墨
子
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
。
宋

学
の
事
功
派
に
つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
が
、
葉
適
の
影
響
の
可
能
性
に
簡
単
に
触
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た

徂
徠
思
想
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
穏
当
な
整
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
徂
徠
の
こ
の
主
張
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
従
来
の
研
究
で
も
重
視

さ
れ
て
き
た
『
荀
子
』
だ
け
で
は
な
く
、『
墨
子
』
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
論
文
の
末
尾
で
行
わ
れ
る
詳
細
な
対
比
で
あ
る
。

　
『
墨
子
』
の
徂
徠
へ
の
影
響
は
、
か
ね
て
か
ら
指
摘
は
あ
っ
た
が
、
決
定
的
な
証
拠
が
な
い
。
マ
ク
マ
レ
ン
は
あ
え
て
、
証
拠
が
少
な
い
こ
と

を
認
め
つ
つ
、
徂
徠
と
『
墨
子
』
の
文
章
の
類
似
性
を
示
す
箇
所
を
書
き
出
す
こ
と
で
、
徂
徠
の
西
洋
功
利
主
義
に
近
似
し
て
い
る
主
張
が
『
墨

子
』
に
遡
り
う
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。
訳
者
に
は
、
い
か
に
も
十
九
世
紀
西
洋
的
な
思
想
に
見
え
る
功
利
主
義
が
中
国
古
代
の
テ
ク
ス
ト
と
似

て
い
る
こ
と
を
、
徂
徠
を
媒
介
に
し
て
マ
ク
マ
レ
ン
が
提
示
し
よ
う
と
試
み
て
お
り
、
荻
生
徂
徠
は
「
近
代
的
」
思
想
家
か
否
か
と
い
う
問
題
圏

か
ら
離
脱
し
た
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
一
五
一
頁
で
は
、
丸
山
眞
男
の
掲
げ
た
よ
う
な
道
徳
と
政
治
の
切
断
の
契
機
そ
の
も

の
が
、
果
た
し
て
「
近
代
的
主
体
」
の
指
標
と
言
え
る
の
か
、
そ
れ
だ
け
な
ら
既
に
『
墨
子
』
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
起
し

て
い
る
。

　

結
論
部
に
お
い
て
マ
ク
マ
レ
ン
は
、
荻
生
徂
徠
が
、
歴
史
主
義
と
功
利
主
義
を
構
造
的
に
結
び
つ
け
る
べ
く
、
そ
の
課
題
を
東
ア
ジ
ア
の
思
想

伝
統
の
中
で
位
置
づ
け
、
儒
学
が
そ
れ
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
総
合
的
な
体
系
た
り
う
る
と
論
じ
た
希
有
な
思
想
家
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

　

一
見
す
る
と
マ
ク
マ
レ
ン
の
徂
徠
論
は
、
論
点
へ
の
目
配
り
、
重
要
な
言
述
の
過
不
足
の
無
い
引
用
は
手
堅
い
が
、
政
治
思
想
中
心
に
徂
徠
学

を
考
察
す
る
点
、
朱
子
学
へ
の
挑
戦
を
重
視
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
新
奇
さ
の
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

マ
ク
マ
レ
ン
の
描
く
徂
徠
は
、
自
ら
導
入
し
た
聖
人
と
経
典
の
歴
史
化
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
導
き
出
し
た
「
歴
史
主
義
の
危
機
」
に
対
し

て
、
そ
れ
を
克
服
す
る
知
的
な
装
備
に
つ
い
て
の
断
片
化
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア
を
広
げ
て
み
せ
る
の
で
は
な
く
、『
論
語
』
の
再
解
釈
を
通
じ
て
、

知
的
な
体
系
を
提
示
す
る
思
想
家
で
あ
る
。
こ
こ
で
現
れ
る
徂
徠
の
思
想
は
、
道
徳
的
理
念
や
超
越
的
価
値
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
す
べ
て
歴
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史
の
中
で
の
特
定
の
場
面
と
の
関
連
が
常
に
想
起
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
変
動
し
、
理
念
や
価
値
と
し
て
も
乗
り
越
え
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
歴
史
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
人
間
が
ど
う
引
き
受
け
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
問
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

訳
者
と
し
て
と
い
う
よ
り
は
読
者
と
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
問
題
を
簡
単
に
記
し
て
お
き
た
い
。
マ
ク
マ
レ
ン
の
論
述
に
は
、H

istoricism
が
生
み
出
す
知
的
な
危
機
に
対
応
す
べ
く
、H

istoricism

を
組
み
込
ん
だ
（
否
定
す
る
の
で
は
な
い
）U

tilitarianism

を
構
想
す
る
と
い
う
個
性

的
な
思
想
家
が
近
世
日
本
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
西
洋
の
「
功
利
主
義
」
と
「
歴
史
主
義
」
の
対
抗
関
係
を
相
対
化
し
う
る
ア
イ
デ
ア
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
期
待
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ベ
ン
サ
ム
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
（
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
父
）
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、「
功
利
主
義
」
は
人
々
を
迷
信
や
先
入
観
か
ら
解
き
放

ち
、
文
明
の
進
歩
の
客
観
的
な
基
準
と
し
て
使
用
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
様
々
な
社
会
の
歴
史
的
プ
ロ
セ
ス
に
、
そ
の
是
非
を
直
接
裁
断
す
る

の
で
は
な
く
、
一
定
の
評
価
測
定
を
す
る
尺
度
（“a scale of civilisation”

）
を
提
供
し
た）

（
（

。
こ
れ
に
対
し
、「
歴
史
主
義
」
的
思
考
は
、
文
明
化

の
一
般
的
尺
度
の
恣
意
性
を
非
難
せ
ざ
る
を
え
な
い
た
め
、「
功
利
主
義
」
と
の
内
的
な
組
み
合
わ
せ
を
想
定
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
容
易
で
は

な
い）

（0
（

。
と
こ
ろ
が
徂
徠
の
場
合
、
過
去
や
時
間
が
美
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
先
王
の
「
礼
楽
刑
政
」
の
制
作
意
図
が
美
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
「
歴
史
」
主
義
と
呼
ぶ
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
躊
躇
し
う
る
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
文
明
の
歴
史
の
起
点
に
突
如
と
し
て
文
明
の

尺
度
が
「
制
作
」
さ
れ
た
と
い
う
考
え
方
は
、「
歴
史
主
義
」
と
も
「
功
利
主
義
」
と
も
相
容
れ
な
い
。
ま
た
、
徂
徠
の
歴
史
観
は
人
類
が
幸
福

の
増
大
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
な
い
。
徂
徠
が
歴
史
に
求
め
る
の
は
、
社
会
生
活
の
複
雑
化
が
必
然
的
に
増
大
さ
せ
る
無
秩
序
と

混
乱
の
悪
化
を
で
き
る
だ
け
遅
ら
せ
る
制
度
の
起
点
で
あ
る）

（（
（

。

　

こ
れ
だ
け
考
え
る
べ
き
点
を
引
き
出
す
力
か
ら
見
て
、
マ
ク
マ
レ
ン
に
よ
る
徂
徠
の
分
析
は
刺
激
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
徂
徠
は
自
ら
精
密

に
構
築
し
て
し
ま
っ
た
知
的
方
法
の
危
機
に
対
し
て
、
儒
学
の
内
部
か
ら
応
答
し
よ
う
と
し
た
思
想
家
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
マ
ク
マ
レ
ン
の
徂
徠
論
は
、
丸
山
眞
男
が
示
し
て
い
た
、
突
き
詰
め
ら
れ
た
聖
人
信
仰
と
、
そ
れ
故
に
可
能
と
な
っ
た
現
体
制
を

歴
史
的
に
相
対
化
し
う
る
「
主
体
」
の
成
立
と
い
う
図
式
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
の
図
式
が
徂
徠
の
著
述
そ
の
も
の
か
ら
は
導
き
出
せ
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
近
年
の
徂
徠
研
究
は
、
も
は
や
良
い
意
味
で
丸
山
の
枠
組
み
に
拘
束
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
近
世
の
多
様
で
深

い
文
人
世
界
に
お
け
る
個
性
、
あ
る
い
は
逆
に
東
ア
ジ
ア
儒
教
圏
に
置
い
て
み
る
こ
と
で
理
解
で
き
る
、
儒
学
者
の
知
的
実
践
と
し
て
の
重
要
性
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に
関
心
が
向
け
ら
れ
、
西
洋
政
治
哲
学
の
諸
概
念
と
の
対
応
関
係
や
「
発
展
」
図
式
を
引
照
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い）

（2
（

。
し
か
し
、
今
一
度
徂

徠
を
政
治
思
想
史
の
中
で
考
え
て
み
る
と
、「
啓
蒙
主
義
」、「
歴
史
主
義
」、「
功
利
主
義
」
な
ど
の
、
現
代
の
思
想
史
学
に
と
っ
て
重
要
な
概
念

を
相
対
化
し
う
る
新
鮮
な
手
が
か
り
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
、
ま
だ
そ
こ
に
何
か
潜
ん
で
い
る
感
じ
が
執
拗
に
漂
っ
て
い
る
思
想

家
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
マ
ク
マ
レ
ン
の
徂
徠
論
か
ら
、
訳
者
は
そ
の
感
触
を
得
た
。

（
（
）　

た
と
え
ば
、
苅
部
直
「
古
き
日
本
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

―
熊
澤
蕃
山
に
お
け
る
新
た
な
達
成
（Jam

es M
cM

ullen, “Idealism
, Protest, and the T

ale of 
Genji: T

he Confucianism
 of K

um
azaw

a Banzan

（（1（1-1（

）,” O
xford U

niversity Press, （111

）」（『
政
治
思
想
学
会
会
報
』
一
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
四

月
）、
平
石
直
昭
「
書
評　

Jam
es M

cM
ullen, Idealism

, Protest, and T
he T

ale of G
enji: T

he Confucianism
 of K

um
azaw

a Banzan

（1619-91

） 

儒
教

的
理
想
主
義
と
『
源
氏
物
語
』」（
日
本
思
想
史
学
会
『
日
本
思
想
史
学
』
三
六
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
2
）　

た
と
え
ば
、Janine A

nderson Saw
ada, “T

he W
orship of Confucius in Japan By Jam

es M
cM

ullen. Cam
bridge, M

ass.: H
arvard U

niversity 
A

sia Center, 20（1,” T
he Journal of A

sian Studies 1（, no. 1

（2022

）: 111–102.

（
1
）　Jam

es M
cM

ullen, “O
gyū Sorai and the D

efinition of T
erm

s,”

（review
 of T

etuo N
ajita, ed., T

okugaw
a Political W

ritings

）, Japan Forum
 （1: 

2

（200（

）, p. 211.

（
1
）　

た
だ
し
引
用
さ
れ
て
い
る
ホ
ワ
イ
ト
の
論
文
は
、
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
哲
学
者
カ
ル
ロ
・
ア
ン
ト
ー
ニ
（Carlo A

ntoni, （111-（111

）
の
『
歴
史
学
か
ら
社
会
学
へ

―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
的
思
考
の
変
遷
』
の
英
訳
に
つ
け
ら
れ
た
序
文
で
あ
り
、
原
著
の
序
文
を
書
い
た
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
歴
史
哲
学
が
提
起
し
た
イ
タ
リ
ア
に
お
け

る
歴
史
主
義
と
ド
イ
ツ
史
学
思
想
と
の
知
的
な
対
決
と
い
っ
た
様
相
を
帯
び
て
い
る
。

（
1
）　

マ
ク
マ
レ
ン
は
英
語
圏
の
宋
明
理
学
を
指
す
際
に
用
い
ら
れ
るN

eo-Confucianism

と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
。
本
翻
訳
で
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
「
新
儒

学
」
と
「
宋
学
」
と
に
訳
し
分
け
た
。
な
お
徂
徠
は
「
理
学
」
と
「
宋
学
」
と
い
う
用
語
を
ど
ち
ら
も
用
い
て
お
り
、
平
石
直
昭
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
最
晩
年
に
「
宋

学
」
と
い
う
語
を
「
理
学
」
と
互
換
的
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
石
直
昭
「
荻
生
徂
徠
と
先
行
儒
学

―
孔
子
像
を
中
心
に
」（
源
了
圓
、
厳
紹
璗
編
『
日
中
文
化

交
流
史
叢
書　

三　

思
想
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
五
年
）
注
六
、
二
五
四
―
五
五
頁
。

（
1
）　
「
帰
結
主
義
」consequentialism

に
つ
い
て
の
論
争
は
、
通
常
は
ア
ン
ス
コ
ム
の
有
名
な
論
文
（G. E. M

. A
nscom

be “M
odern M

oral Philosophy,” 
Philosophy, V

ol. 11, N
o. （21

（Jan., （111

））
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
マ
ク
マ
レ
ン
が
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
功
利
主
義
の
定
義
を
採
用
し
て
い

る
点
は
、
カ
ン
ト
哲
学
と
功
利
主
義
と
の
対
立
を
強
調
す
る
意
図
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
7
）　

た
だ
し
平
石
「
荻
生
徂
徠
と
先
行
儒
学
」
は
、「『［
論
語
］
徴
』
に
は
明
記
の
な
い
部
分
で
、
意
外
に
先
行
注
釈
［
漢
代
の
古
注
や
仁
斎
］
に
負
い
つ
つ
、
徂
徠
は

新
説
を
出
し
て
い
る
」（
二
三
七
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
1
）　

た
だ
し
エ
リ
ー
ト
主
義
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
強
権
的
な
わ
け
で
は
な
い
。
権
力
者
の
命
令
に
は
、
民
の
方
が
そ
れ
を
も
っ
と
も
だ
と
（
た
だ
の
諦
念
か
ら
で
は
な
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く
）
納
得
す
る
歴
史
的
根
拠
が
伴
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
松
田
宏
一
郎
「
近
世
国
家
と
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー

―
徂
徠
学
の
視
点
」（『
思
想
』
一
一
一
二
号
、
二
〇
一
六
年
一

二
月
）、
七
〇
―
五
頁
、
参
照
。

（
1
）　Callum

 Barrell, H
istory and H

istoriography in Classical U
tilitarianism

, 1800-1865

（Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 202（

）, p. 
71. 

イ
ン
ド
や
中
国
の
精
緻
な
芸
術
を
文
明
化
の
指
標
に
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ル
の
懸
念
を
示
し
た
議
論
。
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
場
合
、

歴
史
と
の
関
係
は
も
っ
と
複
雑
に
な
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
に
す
る
。

（
（0
）　

ち
な
み
に
徂
徠
に
と
っ
て
朱
子
学
の
「
理
」
は
「
私
意
妄
作
」
で
あ
る
（『
弁
名
』
二
五
〇
／
一
六
八
）。

（
（（
）　

渡
辺
浩
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想　

増
補
新
装
版
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）「
六　
「
泰
平
」
と
「
皇
国
」」、
藍
弘
岳
『
漢
文
圏
に
お
け
る
荻
生
徂

徠

―
医
学
・
兵
学
・
儒
学
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）「
第
六
章 

歴
史
認
識
と
政
治
思
想
」。

（
（2
）　

藍
弘
岳
『
漢
文
圏
に
お
け
る
荻
生
徂
徠
』、
高
山
大
毅
『
近
世
日
本
の
「
礼
楽
」
と
「
修
辞
」

―
荻
生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
六
年
）、
板
東
洋
介
『
徂
徠
学
派
か
ら
国
学
へ

―
表
現
す
る
人
間
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。
東
ア
ジ
ア
世
界
で
の
徂
徠
学
の
位
置
に
つ

い
て
は
澤
井
啓
一
の
一
連
の
論
考
が
有
益
で
あ
る
。
近
年
で
は
た
と
え
ば
、
澤
井
啓
一
「「
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

―
」（
日
本
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
『
国
文
目
白
』
五
七
号
、
二
〇
一
八
年
二
月
）。
ま
た
徂
徠
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
歴
史
的
位
相
を
深
く
掘
る
作
業
も

進
ん
で
い
る
。
澤
井
啓
一
・
岡
本
光
生
・
相
原
耕
作
・
高
山
大
毅
訳
注
『
徂
徠
集　

序
類　

（
』・『
同　

2
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
一
六
、
一
七
年
）、
荒
井

健
・
田
口
一
郎
訳
注
『
荻
生
徂
徠
全
詩　

（
』・『
同　

2
』（
東
洋
文
庫
、
平
凡
社
、
二
〇
二
〇
年
、
二
〇
二
三
年
、
以
下
『
同　

1
』
ま
で
予
定
）
は
詳
細
な
考
証
に

も
と
づ
く
注
解
が
付
さ
れ
て
い
る
。
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