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漢
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講
演
記
録日

本
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
研
究
の
現
状

　
　

︱
日
本
漢
学
と
の
関
連
の
中
で
︱

牧　

角　

悦　

子

　　

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
九
月
九
日
に
中
国
開
封
市
の
河
南
大
学
文
学
部
に
お
い
て
行
っ
た
講
演
の
記
録
で
あ
る
。

は
じ
め
に

　

み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
二
松
学
舎
大
学
の
牧
角
で
す
。
私
は
文
学
部
中
国
文
学
科
で
中
国
の
古
典
を
教
え
て
い
ま
す
。
本
日
は
日
本
語
学
科

の
何
暁
芳
先
生
の
ご
依
頼
を
受
け
て
、
日
本
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
研
究
の
現
状
と
、
日
本
漢
学
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。

　

私
は
開
封
の
河
南
大
学
に
来
る
の
は
、
今
回
で
三
回
目
で
す
。
一
回
目
は
ち
ょ
う
ど
二
年
前
に
、「
中
国
古
代
史
論
壇
」
と
い
う
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
で
訪
問
し
ま
し
た
。
二
〇
一
七
年
の
八
月
で
し
た
。
こ
の
論
壇
は
、
中
国
社
会
科
学
院
の
歴
史
研
究
所
と
、
日
本
の
東
方
学
会
の
共
催
で
、

日
中
両
国
で
毎
年
開
催
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
第
九
回
の
論
壇
の
開
催
校
が
河
南
大
学
で
し
た
。
古
代
史
論
壇
で
す
の
で
、
そ
の
時
は
主



講
演
記
録
　
日
本
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
研
究
の
現
状
　
―
日
本
漢
学
と
の
関
連
の
中
で
―

一
六

に
歴
史
系
の
先
生
方
と
交
流
し
ま
し
た
。

　

私
の
専
門
は
、
中
国
に
お
け
る
先
秦
か
ら
漢
、
魏
晋
南
北
朝
期
の
文
化
で
す
。
王
朝
で
言
え
ば
唐
代
以
前
に
な
り
ま
す
。
な
の
で
、
北
宋
の
都
で

あ
る
開
封
に
つ
い
て
は
、
正
直
言
っ
て
あ
ま
り
大
き
な
興
味
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
の
で
、
論
壇
が
終
わ
っ
て
帰
国
す
る
際
に
、
恐
ら
く
も

う
二
度
と
開
封
を
訪
れ
る
こ
と
は
無
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
意
外
な
こ
と
に
、
半
年
も
せ
ず
に
、
同
じ
年
の
十
一
月
に
二
回

目
の
訪
問
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
何
先
生
の
所
属
す
る
日
本
語
学
科
と
二
松
学
舎
大
学
の
文
学
部
で
、
学
術
交
流
協
定
を
結
ぶ
た
め

で
し
た
。
今
ち
ょ
う
ど
貴
学
を
訪
問
中
の
二
松
学
舎
の
江
藤
学
長
と
と
も
に
訪
れ
た
際
は
、
北
京
か
ら
日
帰
り
で
、
極
め
て
短
時
間
で
し
た
が
、
私

に
と
っ
て
二
回
目
の
開
封
で
し
た
。
そ
し
て
今
回
、
三
回
目
の
訪
問
と
な
り
ま
し
た
。
一
度
き
り
だ
と
思
っ
て
い
た
の
が
、
既
に
三
回
目
だ
と
い
う

こ
と
は
、
き
っ
と
何
か
の
ご
縁
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
始
め
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
何
か
と
言
う
と
、
初
め
て
訪
れ
た
際
に
、
宿
泊
し
た
学
内
の
ホ
テ
ル
の
壁
に
、
河
南
大
学
の
歴
代
の
学
者
の
事
跡
が
パ
ネ
ル
に
な
っ
て
掲

げ
て
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
私
の
研
究
に
も
重
要
な
関
連
の
あ
る
何
人
か
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
の
一
人
が
馮
友
蘭
、
そ
し
て
も
う
一
人
が

范
文
欄
で
す
。
私
の
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
は
「
聞
一
多
研
究
」
で
し
た
。
聞
一
多
と
い
う
近
代
の
詩
人
で
あ
り
古
典
学
者
で
あ
っ
た
文
人
の
、
文
学

研
究
と
近
代
学
術
を
研
究
し
ま
し
た
の
で
、
中
国
近
代
の
新
し
い
学
術
草
創
期
の
こ
の
二
人
の
学
者
が
河
南
大
学
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
に
感

銘
を
受
け
ま
し
た
。

　

ま
た
、
私
の
も
う
一
方
の
研
究
は
六
朝
文
学
で
す
。
最
近
は
『
文
選
』
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
成
果
を
発
表
し
た
の
で
す
が
、
中
国
の
文
選
研
究

で
高
名
な
王
立
群
教
授
も
ま
た
河
南
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
当
初
は
も
う
二
度
と
訪
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
と
う
と
思
っ
て
い
た
貴
学
と
は
、
二
重
三
重
に
ご
縁
の
あ
る
大
学
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
。
本
日
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
四
つ
の
こ
と
を
お
話
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
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録
　
日
本
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
研
究
の
現
状
　
―
日
本
漢
学
と
の
関
連
の
中
で
―

一
七

一
、
日
本
の
中
国
古
典
学
と
中
国
文
学
に
つ
い
て

二
、
漢
学
塾
を
母
体
と
す
る
二
松
学
舎
大
学
に
つ
い
て

三
、
「
近
代
日
本
の
『
知
』
の
形
成
と
漢
学
」
と
い
う
二
松
学
舎
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て

四
、
日
本
語
・
日
本
学
と
し
て
の
日
本
漢
学
に
つ
い
て

　

で
す
。
み
な
さ
ま
の
研
究
に
少
し
で
も
裨
益
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

一
、
中
国
古
典
学
と
中
国
文
学

　

今
回
の
講
演
に
、「
日
本
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
研
究
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
何
先
生
が
私
の
専
門
が
中

国
古
典
文
学
で
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
私
自
身
の
立
場
と
考
え
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
中

国
学
の
現
状
と
課
題
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
自
身
は
中
国
学
の
中
で
も
、
特
に
詩
歌
の
歴
史
が
専
門
で
す
。
古
い
時
代
で
は
『
詩
経
』『
楚
辞
』、
中
世
で
は
『
文
選
』
と
文
論
（
文
学
批

評
）、
そ
し
て
近
代
の
文
人
で
あ
る
聞
一
多
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
す
。
で
す
の
で
、
中
国
学
の
中
で
も
、
文
学
研
究
と
い
う
分
野
に
属
し
て
い
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
近
年
、
後
に
述
べ
る
日
本
漢
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
か
ら
は
、
今
現
在
の
日
本
に
お
け
る
学
問
体
系
、
つ

ま
り
そ
れ
は
文
系
と
理
系
に
分
か
れ
、
人
文
学
で
は
更
に
文
学
・
歴
史
・
思
想
に
分
類
さ
れ
る
学
問
体
系
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
近
代
以
降
の
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
「
文
学
研
究
」
と
い
う
方
法
そ
の
も
の
に
、
再
検
討
の
必

要
を
感
じ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
、『
詩
経
』
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
中
国
最
古
の
詩
集
だ
と
説
明
す
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
し
か
し
『
詩
経
』
の

詩
は
近
代
的
意
味
で
の
詩
と
は
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
六
朝
期
の
文
論
は
、「
文
学
批
評
」
と
い
う
言
葉
で
我
々
の
言
う
と
こ
ろ
の
も
の
と
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一
八

は
、
や
は
り
異
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、「
文
学
」
と
い
う
も
の
が
近
代
の
概
念
で
あ
り
、
近
代
以
前
の
古
典
に
、
そ
れ
を
直
接
当
て
は
め
る
こ
と
は

出
来
な
い
か
ら
で
す
。

　

私
は
、
中
国
の
古
典
作
品
は
、
近
代
的
概
念
で
あ
る
「
文
学
」
と
同
質
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
を
持
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
い
ま
の
日
本
に
お
け
る
中
国
文
学
研
究
の
世
界
で
は
、
ま
だ
大
き
な
賛
同
を
得
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
の
で
、
今

の
日
本
の
中
国
文
学
研
究
の
現
状
と
、
私
個
人
の
研
究
態
度
と
は
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
を
ま
ず
表
明
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
日
本
に
お
け
る
中
国
文
学
研
究
の
一
般
的
な
現
状
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
日
本
の
中
国
学
は
、
文
学
・
思
想
・
歴
史
と
い
う
三
分
野
に

大
き
く
分
か
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
研
究
は
最
も
研
究
者
が
多
く
、
中
国
学
と
い
う
よ
り
は
東
洋
学
と
い
う
括
り
で
、「
東
洋
史
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

文
学
と
思
想
の
区
別
は
、
対
象
の
区
別
と
同
時
に
、
方
向
の
違
い
、
す
な
わ
ち
文
学
性
を
追
及
す
る
か
、
思
想
の
内
実
を
問
題
に
す
る
か
に
分
か
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
古
典
文
献
の
解
読
に
当
た
っ
て
、
訓
読
で
読
む
か
、
中
国
語
で
読
む
か
と
い
う
二
つ
の
態
度
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
日
本
に
は
漢
文
訓
読

法
と
い
う
日
本
独
特
の
翻
訳
技
術
が
あ
り
、
中
国
語
が
で
き
な
く
て
も
古
典
文
献
を
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
特
に
古
典
語
文
法
（
文
言
文
）
で
書

か
れ
た
文
献
は
、
こ
の
訓
読
法
を
用
い
て
解
読
が
可
能
で
す
。
英
米
文
学
や
仏
文
学
の
研
究
の
為
に
は
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
得
す
る
こ
と

が
、
そ
の
前
提
と
し
て
必
要
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
中
国
学
の
分
野
で
は
、
中
国
語
を
言
語
と
し
て
習
得
し
な
く
て
も
、
訓
読
と
い
う
方
法
で
テ
キ

ス
ト
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
で
す
の
で
、
い
ま
で
も
中
国
学
に
お
い
て
は
、
訓
読
と
中
国
語
読
み
と
い
う
二
つ
の
方
法
が
並
立
し
て

使
わ
れ
ま
す
。

　

さ
て
、
文
学
・
思
想
・
歴
史
と
分
か
れ
る
中
国
学
の
中
で
、
近
年
は
中
国
古
典
学
を
志
す
研
究
者
は
と
て
も
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
中
国

学
会
と
い
う
全
国
学
会
が
中
国
学
の
総
括
的
な
学
会
で
す
が
、
そ
こ
の
中
国
文
学
分
野
で
発
表
さ
れ
る
研
究
は
、
近
年
で
は
明
清
以
降
の
小
説
研
究

が
圧
倒
的
に
多
く
、
ま
た
小
説
研
究
で
は
版
本
研
究
が
中
心
で
す
。
日
本
中
国
学
会
の
他
に
も
、
六
朝
学
術
学
会
・
三
国
志
学
会
・
中
唐
文
学
会
な

ど
、
近
世
小
説
以
外
の
分
野
を
対
象
と
す
る
学
会
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
研
究
者
の
減
少
は
明
ら
か
で
す
。
で
す
の
で
、
今
の
日
本
の
中
国
文
学
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一
九

研
究
は
、
小
説
が
中
心
で
あ
り
、
古
典
学
の
分
野
は
研
究
者
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
ま
た
、
小
説
以
外
の
分
野
で
は
、
個
別
の
作
品

の
作
品
論
、
あ
る
い
は
作
者
論
的
な
研
究
、
あ
る
い
は
新
し
い
方
法
や
新
し
い
概
念
の
応
用
に
よ
る
作
品
分
析
と
い
う
の
が
中
国
文
学
研
究
の
現
在

で
す
。

　

つ
い
で
に
言
え
ば
、
す
べ
て
の
分
野
に
わ
た
っ
て
、
現
在
で
は
中
国
人
の
研
究
者
が
年
々
増
加
し
、
中
国
学
会
で
の
発
表
者
の
中
国
人
率
は
、
既

に
五
割
を
超
え
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
の
中
で
、
私
自
身
の
研
究
成
果
と
問
題
意
識
を
提
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
私
は
「
文
学
」
と
い

う
概
念
を
、
古
典
に
直
接
的
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
大
き
な
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
す
。
古
典
的
な
「
文
」
と
近
代
的
な
「
文
学
」
と
は
、
ほ
ん
ら
い

異
な
る
概
念
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
二
つ
を
峻
別
し
た
上
で
、「
文
」
の
中
に
「
文
学
意
識
」
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
文
学
研
究
な
の
だ
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。

　

古
典
、
特
に
中
世
（
魏
晋
南
北
朝
）
以
前
の
古
典
に
お
け
る
「
文
」
は
、
儒
教
的
価
値
の
一
部
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。（
中

国
で
は
「
儒
学
」
と
い
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
「
儒
教
」
と
い
う
言
葉
を
意
識
的
に
使
い
ま
す
。）「
詩
言
志
」
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
現
実
志

向
、
そ
れ
は
王
朝
の
統
治
が
成
功
し
て
い
る
と
き
は
王
朝
を
「
美
（
賛
美
）」
し
、
失
敗
し
て
い
る
と
き
は
王
朝
を
「
刺
（
批
判
）」
す
る
、
所
謂

「
美
刺
」
の
精
神
を
言
う
の
で
す
が
、
王
朝
統
治
と
い
う
現
実
と
、
直
接
的
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
「
文
」
が
あ
り
ま
し
た
。
漢
代
か
ら
六
朝
に
か

け
て
は
「
賦
」
と
い
う
文
体
が
そ
れ
を
担
い
、
唐
代
以
降
は
「
詩
」
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、「
詩
」
も
「
賦
」
も
、
そ
れ
は
個
人
の

抒
情
と
は
全
く
異
な
る
価
値
の
中
に
在
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
儒
教
的
「
文
」
の
世
界
に
、「
文
学
意
識
」
が
自
覚
さ
れ

て
い
く
の
が
六
朝
時
代
で
す
。
魏
の
文
帝
曹
丕
の
『
典
論
』「
論
文
」
、
晋
の
陸
機
の
「
文
賦
」
を
経
て
、
梁
の
昭
明
太
子
編
纂
の
『
文
選
』
、
同

時
代
の
『
文
心
雕
龍
』
と
い
う
よ
う
に
、
後
世
「
文
論
」
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
著
述
で
は
、
表
現
そ
の
も
の
の
独
立
し
た
価
値
へ
の
認
識
が
成
熟

し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
を
私
は
「
文
学
意
識
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
た
だ
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
「
文
学
意
識
」
で
あ
っ
て
、



講
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二
〇

こ
れ
ら
の
著
述
を
そ
の
ま
ま
「
文
学
」
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
現
実
的
価
値
を
第
一
義
に
置

く
、
儒
教
的
「
文
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
表
現
そ
の
も
の
の
独
立
し
た
価
値
を
論
ず
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

　

魯
迅
が
建
安
時
代
を
「
文
学
自
覚
の
時
代
」
と
呼
ん
で
以
来
、
建
安
か
ら
始
ま
る
六
朝
の
文
論
を
、
文
学
批
評
と
位
置
づ
け
る
の
が
近
代
の
文

学
史
の
常
識
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
魯
迅
は
、「
文
学
」
を
強
調
す
る
近
代
と
い
う
時
代
背
景
の
中
で
、
敢
え
て
こ
の
よ
う
に
発
言
し
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
文
学
研
究
あ
る
い
は
古
典
研
究
の
視
点
と
し
て
墨
守
す
る
必
要
は
無
い
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

　

私
の
問
題
意
識
は
、
こ
の
よ
う
に
「
文
」
と
「
文
学
」
の
峻
別
と
い
う
こ
と
が
、
最
近
で
は
第
一
に
あ
り
ま
す
。
昨
年
出
版
し
た
論
文
集
『
経
国

と
文
章
―
―
漢
魏
六
朝
文
学
論
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、
漢
の
賈
誼
・
楊
雄
・
班
固
の
文
論
、
建
安
の
三
曹
の
文
学
意
識
、
そ

し
て
『
文
選
』
の
編
纂
意
識
に
つ
い
て
論
じ
ま
し
た
。
漢
代
に
確
立
し
た
儒
教
的
価
値
が
、
表
現
世
界
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
い
、
そ
し
て
表
現

と
い
う
も
の
の
独
自
の
価
値
が
、
そ
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
て
来
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
す
。

　

私
の
も
う
一
つ
の
研
究
対
象
が
聞
一
多
（
一
八
九
九
―
一
九
四
六
）
で
す
。
近
代
の
詩
人
で
あ
り
古
典
学
者
で
も
あ
っ
た
聞
一
多
は
、『
詩
経
』・『
楚

辞
』・
神
話
と
い
う
古
代
を
対
象
に
、
多
く
の
研
究
成
果
を
残
し
て
い
ま
す
。
清
朝
考
証
学
の
硬
質
な
訓
詁
に
、
民
俗
学
や
考
古
学
な
ど
の
近
代
的

な
方
法
論
を
取
り
込
み
、
さ
ら
に
詩
人
的
感
性
と
直
感
に
基
づ
く
洗
練
さ
れ
た
古
典
学
を
残
し
た
の
で
す
。
ま
た
、
唐
代
の
杜
甫
の
詳
細
な
伝
記

や
、
初
唐
を
重
視
す
る
独
創
的
な
文
学
史
構
築
も
優
れ
た
業
績
で
す
。
私
は
博
士
論
文
で
『
聞
一
多
研
究
―
―
詩
と
学
術
』
と
い
う
題
目
を
掲
げ

て
、
聞
一
多
の
詩
の
創
作
と
古
典
研
究
と
を
総
合
的
に
論
じ
ま
し
た
。
た
だ
、
最
近
で
は
、
聞
一
多
を
研
究
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
聞
一
多
と

視
点
を
共
有
し
な
が
ら
古
典
研
究
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ま
特
に
集
中
的
に
論
じ
た
い
対
象
と
し
て
『
詩
経
』
が
あ
り
ま
す
。
古
代
歌
謡
と
し
て
祭
祀
の
場
で
集
団
で
歌
わ
れ
て
い
た
『
詩
』
は
、
春

秋
・
戦
国
を
経
て
漢
代
に
テ
キ
ス
ト
化
さ
れ
ま
す
。
三
家
詩
と
毛
詩
と
い
う
四
種
類
の
テ
キ
ス
ト
は
、
今
は
毛
詩
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
儒

教
経
典
に
な
っ
た
こ
と
で
『
詩
経
』
に
は
現
実
的
道
徳
的
解
釈
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
点
で
既
に
古
代
歌
謡
と
し
て
の
『
詩
』

は
、
漢
代
的
解
釈
に
変
化
す
る
の
で
す
。『
毛
詩
』
は
、『
春
秋
左
氏
伝
』
と
価
値
観
を
共
有
す
る
お
そ
ら
く
前
漢
後
期
の
解
釈
で
す
が
、
そ
の
後
、
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二
一

鄭
玄
の
解
釈
を
経
て
唐
代
に
五
経
正
義
に
お
い
て
古
注
の
解
釈
体
系
が
完
成
し
ま
す
。
宋
代
に
な
る
と
朱
熹
が
新
注
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
解
釈
体
系

を
築
き
、
古
注
を
批
判
し
ま
す
。
清
朝
に
な
る
と
文
字
学
の
視
点
か
ら
『
毛
詩
』
が
読
み
直
さ
れ
、
更
に
近
代
に
な
る
と
、
古
代
へ
の
新
し
い
視
点

か
ら
、『
詩
経
』
は
経
典
と
し
て
で
は
な
く
歌
謡
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
文
学
」
と
し
て
読
み
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、『
詩
経
』
と
い
う
一
つ
の
古
典
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
経
て
今
日
に
読
み
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
作
品
と
作
者
、
あ
る
い
は

作
品
と
解
釈
と
い
う
も
の
が
、
近
代
以
降
の
文
学
と
は
異
な
る
体
系
に
属
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
『
詩
経
』
に
代
表
さ
れ
る
中
国
の
古
典
を
、
文
学

と
か
思
想
と
か
い
う
近
代
の
概
念
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
、
総
合
的
に
捉
え
な
お
し
て
み
た
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

か
な
り
一
般
的
で
は
な
い
古
典
学
の
展
望
を
こ
こ
で
述
べ
た
の
は
、
近
年
一
気
に
増
え
て
き
た
中
国
人
の
古
典
学
を
志
す
方
々
に
、
期
待
す
る
こ

と
が
大
き
い
か
ら
で
す
。
王
立
群
先
生
の
薫
陶
を
受
け
た
貴
校
の
古
典
学
に
と
て
も
期
待
し
て
い
ま
す
。

二
、
漢
学
塾
を
母
体
と
す
る
二
松
学
舎
大
学

　

中
国
の
古
典
学
は
、
漢
学
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
私
の
奉
職
す
る
二
松
学
舎
大
学
は
、
も
と
も
と
漢
学
塾
と
し
て
出
発
し
ま
し
た
。
創
立
は
明
治

一
〇
年
、
一
八
七
八
年
。
今
年
は
創
立
一
四
二
周
年
に
な
り
ま
す
。

　

日
本
は
古
く
か
ら
中
国
を
宗
主
と
仰
ぎ
、
中
華
文
化
を
先
進
文
化
と
し
て
積
極
的
に
学
び
吸
収
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
人
が
学
び
受
容
し
た
中
華

文
化
を
「
漢
学
」、
あ
る
い
は
「
日
本
漢
学
」
と
呼
び
ま
す
。
そ
れ
は
中
国
の
文
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
日
本
的
に
変
化
発
展
し
た
日
本
の
文
化
で

も
あ
り
ま
す
。
近
代
の
明
治
初
期
ま
で
、
日
本
人
に
と
っ
て
学
問
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
漢
学
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。

　

本
学
の
創
立
者
の
三
島
中
洲
は
、
江
戸
時
代
の
松
山
藩
（
現
代
の
岡
山
県
高
梁
市
）
の
儒
者
で
し
た
。
藩
の
政
治
に
関
わ
る
と
同
時
に
、
漢
学
を

教
授
す
る
学
者
で
も
あ
っ
た
人
で
す
。
明
治
に
な
っ
て
、
松
山
藩
が
な
く
な
り
、
上
京
し
て
明
治
政
府
に
出
仕
し
、
大
審
院
の
判
事
や
東
宮
の
侍
講

と
し
て
大
正
天
皇
の
学
問
の
師
匠
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
創
立
当
初
の
東
京
大
学
で
講
師
と
し
て
中
国
古
典
の
講
習
も
担
当
し
ま
し
た
。
明
治
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録
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二
二

一
〇
年
に
は
政
治
体
制
が
変
わ
り
、
失
職
し
た
中
洲
は
自
分
の
住
居
を
改
造
し
て
漢
学
塾
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
が
二
松
学
舎
で
す
。

　

実
は
、
近
代
に
な
っ
て
古
典
学
や
漢
学
は
人
々
か
ら
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
で
言
う
国
語
表
現
と

し
て
の
漢
文
・
漢
詩
と
い
う
リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
上
級
学
校
に
進
学
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
公
文
書
の
作
成
の
た
め
に
、
必
要
度
の
高
い
ス
キ
ル
で

し
た
。
で
す
の
で
、
中
洲
の
漢
学
塾
二
松
学
舎
は
と
て
も
人
気
が
あ
り
、
中
江
兆
民
（
一
八
四
七
―
一
九
〇
一
）
や
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
―
一
九
一
六
）
な

ど
、
名
だ
た
る
文
人
が
、
こ
こ
で
漢
文
・
漢
詩
を
学
ん
だ
の
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
漢
学
塾
二
松
学
舎
は
、
学
校
制
度
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
専
門
学
校
と
な
り
、
新
制
大
学
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
今
で
は
、
古
典
学
や
、
と
く
に
中
国
の
古
典
を
学
び
た
い
と
い
う
若
者
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
の
は
当
然
で
す
が
、
二
松
学
舎
大
学
は
今
で

も
建
学
の
精
神
を
尊
び
、
リ
テ
ラ
シ
ー
と
し
て
の
表
現
能
力
を
中
心
と
し
、
古
典
文
化
の
探
求
を
重
視
す
る
人
文
学
の
伝
統
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

　

中
国
の
古
典
を
学
ぶ
若
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
、
上
に
も
述
べ
た
と
お
り
で
す
。
し
か
し
日
本
の
文
化
や
日
本
語
表
現
が
、
多
く
漢
文
化
を

受
容
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ゆ
る
ぎ
な
い
事
実
で
す
。
明
治
初
期
に
漢
学
塾
が
隆
盛
し
た
こ
と
と
、
人
文
学
の
現
在
的
意
味
は
繋
が
り
ま

す
。
日
本
人
に
と
っ
て
漢
学
と
は
、
中
国
学
と
し
て
で
は
な
く
、
日
本
の
文
化
教
養
の
基
幹
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
再
認
識
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

二
松
学
舎
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
に
、
「
日
本
漢
学
」
と
い
う
一
つ
の
学
問
の
意
義
を
、
世
界
的
に
発
信
す
る
事
業
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。「
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
い
う
文
科
省
の
大
型
科
研
事
業
を
は
じ
め
と
し
て
、
今
現
在
も
「
私
立
大
学
戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支

援
事
業
」
と
い
う
大
型
科
研
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
採
択
さ
れ
、
漢
学
の
重
要
性
を
継
続
的
に
検
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

ち
な
み
に
、「
漢
学
」
と
い
う
言
葉
は
日
本
語
で
す
。
お
そ
ら
く
中
国
や
台
湾
で
は
、
上
の
説
明
と
は
異
な
る
含
意
で
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
（
中

国
古
典
で
「
漢
学
」
と
い
う
と
、
朱
子
学
に
対
抗
す
る
漢
唐
訓
詁
学
を
指
し
、
台
湾
で
「
漢
学
」
と
い
う
とSinology

あ
る
い
はChinese studies

を
言
い
ま
す
）。
我
々
の
言
う
「
漢
学
」
と
は
、
漢
代
の
学
問
、
あ
る
い
は
一
般
的
な
中
国
学
、
ま
た
は
シ
ノ
ロ
ジ
ー
の
訳
語
と
し
て
の
意
味
で
は

な
く
、
日
本
人
の
吸
収
し
た
中
華
文
化
と
そ
の
学
問
と
い
う
意
味
で
使
い
ま
す
。「
日
本
漢
学
」
と
い
う
時
も
同
様
で
す
。
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二
三

三
、
二
松
学
舎
の
大
型
科
研
「
近
代
日
本
の
『
知
』
の
形
成
と
漢
学
」
︱
日
本
漢
学
と
い
う
視
座

　

さ
て
、
こ
こ
で
は
、
現
在
二
松
学
舎
大
学
が
取
り
組
ん
で
い
る
大
型
科
研
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
は
「
近
代
日
本
の
『
知
』
の
形
成

と
漢
学
」
で
す
。
特
に
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
「
近
代
」
と
「
漢
学
」
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
の
近
代
と
は
西
欧
化
で
あ
り
、
制
度
も
概
念
も

す
べ
て
西
欧
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
旧
来
的
価
値
で
あ
る
漢
学
は
否
定
さ
れ
阻
害
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。
本
科
研
で
最
も
主
張
し
た
い
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
化
が
ス
ム
ー
ズ
に
短
期
間
で
成
功
し
た
背
景
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら
高
い
水
準

で
漢
学
を
身
に
着
け
た
エ
リ
ー
ト
層
が
、
西
欧
の
学
問
と
制
度
の
受
容
に
当
た
っ
て
、
そ
の
漢
学
的
素
養
と
応
用
力
を
発
揮
し
た
か
ら
だ
、
と
い
う

点
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
の
近
代
化
の
地
盤
は
、
漢
学
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
科
研
は
、
日
本
の
近
代
に
お
い
て
、「
知
」
の
体
系
を
形
成
し
た
人
士
が
、
伝
統
的
な
漢
学
の
素
養
を
様
々
な
レ
ベ
ル
で
身
に
着
け
て
い
た

こ
と
、
ま
た
新
制
大
学
の
教
育
体
系
の
中
に
、
伝
統
的
な
漢
学
か
ら
西
欧
系
の
技
術
中
心
の
学
問
に
転
換
し
て
い
く
様
相
が
見
て
取
れ
る
こ
と
、
ま

た
近
代
文
学
の
担
い
手
た
ち
も
、
漢
学
的
素
養
か
ら
全
く
乖
離
し
て
い
る
存
在
は
い
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
を
個
別
具
体
的
に
検
証
し
て
い
く
研
究
な

の
で
す
。
学
術
研
究
班
で
は
特
に
学
問
的
視
点
か
ら
、
教
育
研
究
班
で
は
学
校
制
度
と
教
育
体
系
の
変
化
を
検
証
す
る
中
か
ら
、
近
代
文
学
研
究
班

で
は
夏
目
漱
石
や
近
代
の
文
学
者
と
漢
学
の
関
係
性
と
い
う
点
か
ら
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
研
究
班
で
は
近
代
の
知
的
交
流
を
東
ア
ジ
ア
と
い
う
視
点

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
近
代
」
と
「
漢
学
」
を
中
心
に
す
え
て
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

我
々
が
最
も
主
張
し
た
い
こ
と
は
、
日
本
漢
学
と
い
う
視
座
の
重
要
性
で
す
。
日
本
漢
学
は
、
日
本
学
と
中
国
学
と
の
双
方
に
足
場
を
持
つ
総
合

学
で
す
。
純
粋
な
日
本
文
化
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
日
本
の
文
化
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
中
国
の
文
化
を
理
解
し
な
い
訳
に

は
い
か
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
中
国
の
文
化
と
日
本
の
文
化
を
総
合
的
に
身
に
つ
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
並
大
抵
の
技
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
人
の
研
究
者
の
手
に
は
負
え
な
い
テ
ー
マ
で
す
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
日
本
学
の
研
究
者
と
中
国
学
の
研
究
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
智
慧
と
技
を
出
し

合
っ
て
、
そ
し
て
歴
史
・
文
学
・
哲
学
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
方
法
論
を
駆
使
し
て
、
協
力
し
て
取
り
組
む
こ
と
で
は
じ
め
て
、
中
身
の
有
る
日
本
学
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典
文
学
研
究
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現
状
　
―
日
本
漢
学
と
の
関
連
の
中
で
―

二
四

が
可
能
に
な
る
の
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

こ
の
四
年
間
に
わ
た
っ
て
、
我
々
は
国
内
外
の
多
く
の
研
究
者
・
研
究
機
関
と
学
術
交
流
を
行
い
、
日
本
漢
学
と
い
う
学
問
の
定
着
と
展
開
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
少
し
ず
つ
見
え
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
日
本
学
に
お
け
る
中
国
古
典
学
の
重
要
性
、
い
ま
一
つ
に
は
、

学
問
の
展
開
と
教
育
体
系
形
成
に
文
教
政
策
が
深
く
か
か
わ
る
と
い
う
事
実
で
す
。
こ
の
二
点
は
、
特
に
重
要
な
成
果
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
私
は
中
国
文
学
を
専
門
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
前
の
部
分
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
の
古
典
に
「
文
学
」
と
い
う
概
念
を
直
接

的
に
当
て
は
め
る
方
法
に
ず
っ
と
違
和
感
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
日
本
近
代
に
お
け
る
文
教
政
策
と
大
学
の
成
立
、
そ
の
中
で
の
学
問
分
野

の
再
編
成
の
過
程
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
違
和
感
の
原
因
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
れ
を
次
に
お
話
し
ま
す
。

　

明
治
初
期
の
段
階
で
は
、
学
問
世
界
は
ま
だ
江
戸
漢
学
の
流
れ
を
濃
厚
に
反
映
し
て
お
り
、
漢
学
的
文
献
解
読
能
力
の
上
に
、
西
欧
的
な
技
術
を

受
け
入
れ
る
、
言
わ
ば
「
和
魂
洋
才
」
の
時
代
で
し
た
。「
和
魂
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
漢
学
的
素
養
と
修
養
論
で
す
。
そ
の
上
に
西
欧
的
な
科

学
技
術
を
身
に
つ
け
、
殖
産
興
業
に
よ
っ
て
日
本
を
富
国
し
近
代
化
す
る
こ
と
が
、
こ
の
時
期
に
大
学
に
お
い
て
も
学
術
に
お
い
て
も
求
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
漢
学
的
要
素
あ
る
い
は
漢
学
的
修
養
論
は
、
日
本
の
近
代
化
の
表
面
上
の
成
功
や
、
日
清
日
露
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
大

き
く
転
換
し
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
あ
た
り
か
ら
一
気
に
姿
を
隠
し
て
い
き
ま
し
た
。「
洋
才
」
の
背
景
に
、「
和
魂
」
す
な
わ
ち
漢
学
の
精
神
修
養

論
を
前
提
す
る
必
要
性
が
完
全
に
無
く
な
っ
た
か
ら
で
す
。
中
国
に
対
す
る
憧
憬
と
敬
意
が
消
え
た
の
も
こ
の
時
期
で
す
。

　
「
漢
」
文
化
の
先
進
性
を
前
提
と
し
て
い
た
「
漢
学
」
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
漢
学
的
な
方
法
あ
る
い
は
理

念
は
、「
中
国
」
を
個
別
の
研
究
対
象
と
し
て
捉
え
な
お
す
新
し
い
学
問
方
法
、
す
な
わ
ち
「
中
国
学
（Sinology

）」
に
転
換
し
ま
す
。
中
国
を
中

国
と
し
て
捉
え
、
異
文
化
と
し
て
理
解
す
る
こ
の
新
し
い
学
問
方
法
は
、
更
に
そ
れ
を
「
文
学
」・「
歴
史
」・「
哲
学
」
と
い
う
新
し
い
概
念
に
お

い
て
分
析
し
ま
す
。
こ
こ
に
中
国
古
典
に
対
す
る
新
し
い
研
究
視
角
が
誕
生
し
た
の
で
す
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
文
学
概
念
の
導
入
と
い
う
近
代
的
方
法
論
に
拠
る
古
典
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
「
中
国
文
学
」
と
い
う
方
法
は
、
非
常
に
新
し



講
演
記
録
　
日
本
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
研
究
の
現
状
　
―
日
本
漢
学
と
の
関
連
の
中
で
―

二
五

く
、
歴
史
の
短
い
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
更
に
言
え
ば
、
こ
の
新
し
い
研
究
視
角
で
あ
る
「
中
国
文
学
」
が
対
象
と
し
た
の
は
、
は
じ

め
は
「
紅
楼
夢
」
や
「
水
滸
伝
」
な
ど
の
小
説
だ
っ
た
こ
と
も
注
意
す
べ
き
事
実
で
す
。
小
説
と
い
う
文
体
は
、
中
国
古
典
の
長
い
伝
統
の
中
で

は
、
文
字
通
り
「
小
」
な
る
「
説
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
儒
教
的
正
統
性
を
も
つ
「
文
」
の
中
で
は
価
値
を
持
た
な
い
文
体
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の

小
説
と
い
う
文
体
に
「
文
学
」
と
し
て
の
価
値
を
見
出
し
、
新
し
い
文
学
史
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
が
王
国
維
（
一
八
七
七
―
一
九
二
七
）
と
魯
迅

（
一
八
八
一
―
一
九
三
六
）
だ
っ
た
こ
と
は
、
「
文
学
研
究
」
の
出
発
点
が
「
近
代
」
と
「
小
説
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
伝
統
的
古
典
的
「
文
」
と
は
異
質

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
り
ま
す
。
中
国
古
典
の
「
文
」
に
対
し
て
、
近
代
的
概
念
で
あ
る
「
文
学
」
を
直
接
的
に
当
て
は
め
る
こ
と
の

問
題
点
は
、
こ
こ
に
起
因
し
て
い
た
の
で
し
た
。

　

近
代
に
お
け
る
古
典
学
の
展
開
は
、
日
本
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
国
で
も
、
長
い
伝
統
と
大
き
な
文
化
的
価
値
を

も
つ
「
国
学
」
と
し
て
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
価
値
付
け
る
こ
と
は
重
要
な
任
務
で
し
ょ
う
。
中
国
の
近
代
に
お
け
る
学
術
に
つ
い
て
は
、
私
は
聞
一

多
研
究
を
中
心
に
幾
つ
か
の
論
及
が
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
そ
れ
を
お
話
し
す
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
言
え
る
の
は
、
中
国
の
近
代
に
お

い
て
は
、
政
治
的
大
混
乱
の
中
で
、
古
典
学
が
十
分
に
進
化
す
る
機
会
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
清
末
の
混
乱
か
ら
辛
亥
革
命
が
起
こ
り

ま
す
。
中
華
民
国
成
立
の
後
も
日
中
戦
争
の
勃
発
、
そ
の
終
結
後
に
は
国
共
内
乱
、
そ
し
て
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
に
は
文
革
の
時
代
に
な
り
ま

す
。
特
に
文
革
期
の
文
化
破
壊
と
文
人
迫
害
は
、
中
国
の
古
典
文
化
の
検
証
を
大
き
く
損
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
い
ま
現
在
、
経
済
的
発
展
を
遂
げ
た
中
国
が
、
そ
の
伝
統
文
化
に
対
し
て
質
量
と
も
に
優
れ
た
成
果
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
私
は

知
っ
て
い
ま
す
。
中
国
古
典
学
の
意
味
を
、
近
代
的
視
点
・
文
学
的
視
点
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
古
典
学
と
い
う
別
の
視
角
か
ら
再
評
価
し
た
い
、
と

い
う
「
総
合
的
古
典
学
」
に
興
味
を
持
っ
て
く
だ
さ
る
研
究
者
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
大
き
く
期
待
し
て
い
ま
す
。



講
演
記
録
　
日
本
に
お
け
る
中
国
古
典
文
学
研
究
の
現
状
　
―
日
本
漢
学
と
の
関
連
の
中
で
―

二
六

四
、
日
本
学
と
し
て
の
日
本
漢
学

　

私
は
中
国
学
の
分
野
を
専
門
と
し
て
い
ま
す
が
、
日
本
漢
学
の
研
究
を
通
じ
て
、
特
に
近
代
と
の
関
連
を
担
当
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
に
述
べ

た
よ
う
な
新
し
い
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
日
本
人
が
長
年
に
わ
た
っ
て
培
っ
て
き
た
漢
学
と
い
う
伝
統
は
、
旧
世
代
の
古
い
価
値

と
し
て
捨
て
去
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
古
典
を
古
典
と
し
て
そ
の
智
慧
を
汲
み
取
る
作
業
と
し
て
の
学
問
の
価
値
は
、
時
代
を
超
え
て
継
承
す
べ

き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
日
本
漢
学
と
い
う
視
座
は
、
日
本
学
を
学
ぶ
研
究
者
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
純
粋
な
日
本
の
古
典
な
ど
無
い
、

と
上
に
述
べ
ま
し
た
が
、
古
典
に
限
ら
ず
日
本
の
文
化
を
知
る
た
め
に
は
、
中
国
の
文
化
を
知
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

夏
目
漱
石
が
中
国
文
化
に
造
詣
が
深
く
、
晩
年
は
小
説
を
書
き
な
が
ら
漢
詩
を
書
い
て
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
ま
す
が
、
漱
石
や
、
ま
た
同
時
代

の
森
鷗
外
（
一
八
六
二
―
一
九
二
二
）・
芥
川
龍
之
介
（
一
八
九
二
―
一
九
二
七
）
な
ど
近
代
の
文
学
者
が
、
中
国
や
中
国
文
化
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
だ
け
で

な
く
、
日
本
の
現
代
文
化
を
代
表
す
る
ア
ニ
メ
や
漫
画
、
映
画
や
ゲ
ー
ム
の
世
界
に
も
、
実
は
漢
学
的
要
素
は
こ
っ
そ
り
と
姿
を
隠
し
て
い
る
の
で

す
。
日
本
学
を
志
す
学
生
さ
ん
に
は
、
ぜ
ひ
そ
れ
を
見
つ
け
出
し
て
、
新
し
い
日
本
学
の
展
開
を
試
み
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
で
私
の
話
を
終
わ
り
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


