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近
代
日
本
にお
け
る
中
国
哲
学
の
誕
生

明
治
十
年
代
に
東
京
大
学
で
行
わ
れ
た
諸
講
義
を
中
心
に

佐
藤
将
之

쎆
썯
쎘
쎂

本
稿
は
現
在
「
中
国
哲
学
」
あ
る
い
は
「
東
洋
哲
学
」
と
称
さ
れ
て
い
る
思
想
研
究
の
領
域
が
明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に

成
立
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
一
試
論
で
あ
る
。
冒
頭
か
ら
意
外
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
過
去
、
日
本
の
中
国
思

想
・
哲
学
研
究
は
、
日
本
に
お
け
る
「
中
国
哲
学
」
研
究
が
明
治
時
代
を
射
程
に
入
れ
た
上
で
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い

う
問
題
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を
向
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
テ
ー
マ
で
の
ま
と
ま
っ
た
論
述
は
赤
塚
忠

（1913

〜1983

）
と
坂
出
祥
伸
（1934

〜2020

）
の
も
の
く
ら
い
し
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い）

1
（

。
し
か
も
そ
の
両
者
の
論
考
で
す
ら
明
治

期
に
関
す
る
記
述
は
わ
ず
か
に
す
ぎ
な
い
。

特
筆
す
べ
き
は
、
近
年
で
は
む
し
ろ
日
本
人
以
外
の
研
究
者
の
間
で
こ
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
興
味
が
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
や
や
早
く
に
は
現
在
弘
前
大
学
の
教
授
で
、
当
時
は
東
京
大
学
大
学
院
に
在
学
中
で
あ
っ
た
李
梁
が
一
九
九
三
年
に
著
し
た
「
近
代

日
本
中
国
学
に
お
け
る
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

│
服
部
宇
之
吉
と
近
代
中
国
学
」
と
い
う
研
究
報
告
書
が
あ
る
が）

2
（

、
二
〇

〇
七
年
に
な
る
と
深
圳
大
学
の
景
海
峰
主
編
に
な
る
『
拾
薪
集：

「
中
国
哲
学
」
建
構
的
當
代
反
思
与
未
來
前
瞻
』（
北
京
大
学
出
版
社
）

と
い
う
論
文
集
が
出
版
さ
れ
、
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
カ
ム
（John M

akeham

、
中
国
名
は
「
梅
約
翰
」）
に
よ
る
「
明
治
学
術
資
源
、
論
理
学
與

36 中
国
哲
学
的
雛
形
」
と
バ
リ
ー
・
ス
テ
ベ
ン
（Barry D

. Steben

、
中
国
名
は
「
石
百
睿
」）
に
よ
る
「
早
期
現
代
東
亜
学
術
裡
的
東
西
哲

学
交
織
与
〝
中
国
哲
学
〞
的
誕
生
」
と
、
日
本
に
お
け
る
「
中
国
哲
学
の
誕
生
」
を
主
題
に
し
た
二
本
の
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る）

3
（

。
二

〇
一
〇
年
に
な
る
と
、
中
国
広
州
の
中
山
大
学
の
桑
兵
（
現
在
は
浙
江
大
学
）
に
よ
る
「
近
代
〝
中
国
哲
学
〞
発
源
」
が
発
表
さ
れ
た）

4
（

。

こ
の
一
文
は
二
〇
一
三
年
に
日
本
語
に
も
翻
訳
さ
れ
出
版
さ
れ
て
い
る）

5
（

。
ま
た
最
近
で
は
台
湾
大
学
の
陳
威
鴏
が
日
本
と
中
国
に
お
け
る

「
中
国
哲
学
」
学
術
領
域
の
形
成
に
関
す
る
比
較
研
究
を
発
表
し
た
一
方
で）

6
（

、
二
〇
一
六
年
に
李
慶
や
藤
井
倫
明
の
観
点
か
ら
示
唆
を
受

け
た
中
国
人
民
大
学
の
曹
峰
も
「
對
內
田
周
平
的
重
新
認
識
」
と
い
う
一
文
を
著
し
、
近
代
日
本
に
お
い
て
最
初
に
「
中
国
哲
学
史
」
を

出
版
し
た
人
物
は
内
田
周
平
（1854

〜1944

）
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る）

7
（

。
そ
の
他
、
最
近
の
学
位
論
文
提
出
の
動
向
に
目
を
向
け
て
み

る
と
、
ま
だ
書
肆
か
ら
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
近
年
か
ら
ご
く
最
近
に
か
け
て
、
明
治
時
代
に
お
け
る
「
中
国
哲
学
」
学
術
形

成
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
議
論
を
含
む
博
士
論
文
が
い
く
つ
か
提
出
さ
れ
て
い
る）

8
（

。

以
上
に
挙
げ
た
諸
論
考
の
う
ち
、
本
稿
と
の
問
題
意
識
が
近
い
の
は
メ
イ
カ
ム
、
ス
テ
ベ
ン
、
桑
兵
、
そ
れ
に
陳
威
鴏
の
論
考
で
あ
る

が
、
メ
イ
カ
ム
、
ス
テ
ベ
ン
、
陳
の
論
考
は
、
明
治
期
に
お
け
る
西
洋
哲
学
の
日
本
へ
の
移
入
を
「
中
国
哲
学
」
と
い
う
学
術
領
域
形
成

の
契
機
と
し
て
い
る
点
は
、
そ
の
視
野
に
捉
え
て
い
る
も
の
の
、
明
治
期
（
特
に
そ
の
う
ち
の
一
〇
年
代
と
二
〇
年
代
）
の
学
者
（
例
え
ば

井
上
哲
次
郎
や
井
上
円
了
な
ど
）
に
よ
る
「
中
国
哲
学
」
の
議
論
へ
の
分
析
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
桑
兵
の
論
考
は
明
治
時
代

に
お
け
る
「
哲
学
」
の
移
入
が
、「
中
国
哲
学
」
と
い
う
学
術
領
域
へ
い
か
に
展
開
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
か
な
り
具
体
的
に
ト
レ
ー

ス
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
し
か
し
、
桑
兵
本
人
が
関
連
資
料
の
不
足
を
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
哲
学
に
関
連
し
た
ト
ピ
ッ
ク
が

明
治
時
代
中
期
に
ど
の
よ
う
な
学
者
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
実
際
の
状
況
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
分
析
は

あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
ま
ず
明
治
思
想
史
を
研
究
す
る
上
で
無
意
識
に
抱
き
や
す
い
方
法
上
の
問
題
や
研
究
視
野
に
お

い
て
克
服
す
べ
き
点
を
指
摘
す
る
。
つ
ぎ
に
「
哲
学
」
と
い
う
概
念
が
明
治
期
の
日
本
に
お
い
て
本
格
的
に
移
入
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し

て
「
中
国
哲
学
」、
あ
る
い
は
「
東
洋
哲
学
」
と
い
う
学
問
領
域
が
形
成
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
当
時
の
東
京
大
学
で
行
わ
れ
て



　　近代日本における中国哲学の誕生  第Ⅳ部　中国と日本の思想的邂逅　　

い
た
講
義
や
、
そ
の
卒
業
者
た
ち
の
著
述
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま

え
て
、
江
戸
時
代
以
来
の
経
学
、
あ
る
い
は
儒
学
の
思
想
内
容
や
価
値
体
系
が
、
明
治
期
を
通
じ
た
「
哲
学
化
」
と
い
う
モ
メ
ン
ト
を
経

る
こ
と
に
よ
り
、「
人
格
修
養
」
や
「
国
民
道
徳
」
な
ど
と
い
っ
た
近
代
的
特
質
を
備
え
た
主
張
に
再
構
築
さ
れ
、
当
時
の
日
本
人
の
思

考
の
中
に
再
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し
た
い
。
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さ
て
、
本
稿
が
設
定
し
た
よ
う
な
「
明
治
時
代
の
日
本
に
お
け
る
中
国
哲
学
の
誕
生
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
対
す
る
考
察
が
過
去
あ
ま
り

進
展
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
テ
ー
マ
が
同
時
に
明
治
思
想
史
と
い
う
研
究
領
域
に
も
属
す
る
と
い

う
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
日
本
に
お
け
る
明
治
思
想
研
究
そ
の
も
の
が
内
包
す
る
問
題
と
も
関
連
し
て
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は

ま
ず
「
中
国
哲
学
の
誕
生
」
と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
は
若
干
考
察
の
範
囲
を
広
げ
た
視
野
に
立
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
明
治
思
想
史
研
究
に

つ
い
て
気
づ
い
た
問
題
点
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
み
る
と
こ
ろ
か
ら
本
論
を
始
め
て
み
た
い
。

ま
ず
そ
も
そ
も
の
問
題
は
、
近
代
日
本
思
想
研
究
者
の
視
野
に
お
け
る
明
治
中
期
の
学
術
的
著
述
に
対
す
る
関
心
の
低
さ
で
あ
る
。
そ

の
研
究
業
績
の
総
量
で
も
、
福
澤
諭
吉
（1835

〜1901

）
一
人
の
も
の
に
も
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
。

明
治
時
代
の
思
想
研
究
を
主
導
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
従
来
、
主
に
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
も
と
も
と
西
洋
哲
学
専
攻
出
身
の
研
究
者

に
よ
く
見
ら
れ
る
方
法
で
、
西
洋
哲
学
の
受
容
度
か
ら
明
治
の
各
思
想
家
の
「
理
解
」
の
度
合
い
を
分
析
、
評
価
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
日
本
思
想
研
究
者
に
多
い
、
明
治
の
時
代
背
景
や
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
た
ち
の
社
会
と
の
関
わ
り
を
重
視
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

ま
ず
西
洋
哲
学
専
攻
の
研
究
者
に
よ
る
明
治
思
想
研
究
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
ま
ず
そ
の
研
究
対
象
の
思
想
家
が
い
か
に
西
洋
思
想

の
影
響
を
受
け
た
か
に
注
目
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
叙
述
す
る
思
想
内
容
も
、
そ
の
対
象
の
思
想
家
の
思
想
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、

そ
の
思
想
家
が
受
容
し
た
西
洋
思
想
の
特
質
が
中
心
に
な
っ
て
く
る
。
問
題
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
明
治
知
識
人
た
ち
が
西
洋
思
想

を
受
容
す
る
前
の
伝
統
思
想
の
役
割
を
過
小
評
価
し
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る
。

古
典
的
な
研
究
か
ら
の
例
と
し
て
、
も
と
も
と
西
洋
哲
学
の
研
究
を
志
し
た
丸
山
眞
男
（1914

〜1996

）
が
一
九
四
二
年
に
発
表
し
た

福
澤
思
想
研
究
を
見
る
と
、
丸
山
は
断
定
的
に
「
学
問
対
象
と
し
て
の
儒
教
の
ご
と
き
は
、
到
底
そ
の
論
理
的
精
緻
と
体
系
的
整
序
性
に

於
い
て
近
代
科
学
の
前
に
堪
え
得
な
い
か
ら
さ
ほ
ど
問
題
に
す
る
に
た
り
な
い
」
と
喝
破
し
て
い
る）

9
（

。
周
知
の
よ
う
に
、
丸
山
は
二
十
世

紀
後
半
の
徳
川
思
想
研
究
に
圧
倒
的
な
影
響
を
与
え
た
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
に
お
け
る
例
の
よ
う
に）

10
（

、
儒
学
思
想
（
丸
山
に
よ
れ

ば
朱
子
学
）
の
構
造
的
特
質
は
江
戸
時
代
の
主
に
古
学
派
に
よ
る
思
索
を
経
て
「
解
体
」
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
た

め
、
明
治
時
代
の
儒
学
と
い
う
の
は
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
「
視
座
構
造
」（
丸
山
語
）
と
い
う
形
で
し
か
そ
の
思
想
的
役
割
を
発
揮
で
き

な
い
の
で
あ
る）

11
（

。

近
年
の
研
究
で
も
う
一
つ
だ
け
例
を
見
る
と
、「
明
治
以
来
日
本
人
は
何
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
来
た
か
」
と
い
う
副
題
を
附
し
た
濱

田
恂
子
の
『
近
・
現
代
日
本
哲
学
思
想
史
』（
二
〇
〇
六
年
）
も
、「
明
治
時
代
の
初
期
に
は
儒
学
は
す
で
に
説
得
力
を
失
い
、
も
は
や

人
々
に
と
っ
て
精
神
的
支
柱
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
」
と
し
、
あ
た
か
も
明
治
時
期
に
お
け
る
西
洋
思
想
の
受
容
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
儒

教
が
全
く
作
用
し
て
い
な
か
っ
た
か
の
如
く
捉
え
て
い
る）

12
（

。

続
い
て
主
に
日
本
思
想
史
そ
の
も
の
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に
よ
る
明
治
思
想
研
究
の
状
況
を
見
る
と
、
個
別
の
例
は
挙
げ
な
い
が
、

明
治
の
政
治
・
社
会
事
件
の
諸
相
や
、
研
究
対
象
の
出
自
、
階
級
、
政
治
社
会
背
景
等
を
そ
の
思
想
展
開
の
軸
と
見
て
、
そ
れ
ら
与
件
に

対
す
る
思
想
家
の
反
応
、
あ
る
い
は
対
応
の
連
続
や
変
化
を
そ
の
思
想
家
の
思
想
的
特
徴
と
し
て
描
写
す
る
傾
向
が
強
い
。
も
ち
ろ
ん
、

江
戸
時
代
や
明
治
時
代
の
思
想
研
究
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
が
生
き
た
時
代
背
景
を
重
視
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
二
十
世
紀
後
半
期
に
お
け
る
日
本
思
想
史
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
明
治
思
想
研
究
の
著
書
の
多
く
は
、
時
代
背
景
を
重
視
す

る
あ
ま
り
、
結
果
と
し
て
は
、
上
記
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
じ
よ
う
に
、
儒
教
的
世
界
観
か
ら
来
る
も
の
の
見
方
、
価
値
観
、
そ
れ
に
問
題

や
議
論
の
立
て
方
が
、
明
治
の
知
識
人
等
の
学
問
に
も
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
意
を
向
け
な
い
傾

佐藤將之
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向
に
あ
っ
た）

13
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
批
判
的
観
点
も
実
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
公

平
な
態
度
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
筆
者
が
知
る
範
囲
で
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
に
な
さ
れ
た
渡
辺
和
靖
の
研
究
は

明
治
知
識
人
の
西
洋
思
想
受
容
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
儒
教
思
想
の
影
響
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
試
み
で
あ
っ
た
。
渡
辺
は
明
治
知
識
人
た
ち

の
儒
学
思
想
へ
の
受
け
入
れ
の
度
合
い
が
世
代
間
で
異
な
っ
て
い
た
事
実
に
注
目
し
、
ま
さ
に
そ
の
違
い
こ
そ
が
、
そ
の
思
索
に
お
け
る

儒
学
と
西
洋
思
想
と
の
間
の
葛
藤
方
式
へ
の
差
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る）
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ま
た
、
近
年
で
は
井
上
克
人
が
渡
辺

の
研
究
も
参
考
に
し
つ
つ
、
明
治
哲
学
の
底
流
に
あ
る
「
宋
学
的
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
」
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
指
摘
し
た）

15
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海
外
の
研
究
で

は
、
キ
リ
・
パ
ラ
モ
ア
（K

iri Param
ore

）
の
最
近
の
著
作
で
も
、
儒
教
の
中
に
も
と
も
と
あ
っ
た
普
遍
主
義
、
平
等
主
義
、
反
資
本
主

義
的
要
素
こ
そ
が
、
西
洋
思
想
の
パ
ラ
レ
ル
な
思
想
部
分
の
受
け
入
れ
を
可
能
に
し
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る）
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た
だ
し
、
井
上
の
研
究
に

せ
よ
パ
ラ
モ
ア
の
研
究
に
せ
よ
、「
儒
教
的
要
素
」
の
説
明
は
江
戸
期
ま
で
の
儒
教
内
容
を
そ
の
ま
ま
叙
述
す
る
に
と
ど
ま
り
、
本
稿
が

述
べ
る
よ
う
な
明
治
儒
教
の
内
容
的
特
色
、
つ
ま
り
明
治
と
い
う
時
代
が
儒
教
あ
る
い
は
儒
学
を
「
中
国
哲
学
」
あ
る
い
は
「
東
洋
哲

学
」
と
い
う
新
た
な
知
的
領
域
へ
と
変
質
さ
せ
た
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
注
意
を
は
ら
っ
て
い
な
い）
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以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
明
治
の
儒
教
、
あ
る
い
は
経
学
は
、
丸
山
が
言
っ
た
よ
う
な
「
近
代
科
学
の
前
に
堪
え
得
な
い
」
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
濱
田
の
言
う
よ
う
な
「
す
で
に
説
得
力
を
失
」
な
っ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、「
近
代
科
学
」
を
統
括
す

る
も
の
と
明
治
人
の
眼
に
映
っ
た
哲
学
と
い
う
新
た
な
学
術
方
法
を
得
て
、「
中
国
哲
学
」
や
「
東
洋
哲
学
」
と
い
う
学
術
領
域
へ
と
変

質
し
、
再
生
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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で
は
、
我
々
が
「
中
國
哲
学
」
或
い
は
「
東
洋
哲
学
」
と
よ
ぶ
学
術
領
域
は
、
明
治
時
代
の
知
識
人
た
ち
の
西
洋
哲
学
受
容
の
プ
ロ
セ

ス
に
お
い
て
、
内
面
的
に
は
ど
の
よ
う
な
思
考
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
起
こ
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
時
期
と

場
所
を
限
定
し
て
、
そ
れ
を
具
体
的
な
歴
史
的
事
実
と
し
て
描
写
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
治
二
〇
年
代
、
あ
る
い
は
一
八
八
〇
〜
九
〇
年
代

の
二
十
年
前
後
の
期
間
を
中
心
と
す
る
東
京
大
学
（
と
そ
れ
に
続
く
帝
国
大
学
）
に
お
い
て
誕
生
し
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
明
治

初
期
に
お
け
る
東
京
大
学
設
立
の
経
緯
と
初
期
の
文
学
部
の
制
度
や
人
事
を
め
ぐ
る
変
遷
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
説
明
が
あ
る
の
で
こ
こ

で
は
省
略
す
る）
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筆
者
の
関
心
は
、
設
立
期
の
東
京
大
学
に
お
い
て
「
中
国
哲
学
」
と
い
う
領
域
周
辺
の
人
や
制
度
が
ど
の
よ
う
に
動
い

た
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
追
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
実
際
に
教
壇
に
立
っ
た
人
た
ち
が
、
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
中
国
哲
学
」
に
関

す
る
講
義
や
著
述
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
た
の
か
を
知
り
、
そ
の
意
義
を
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
の
卑
見
が
及
ぶ
範
囲
で
「
中
国
哲
学
」
と
い
う
学
術
領
域
の
誕
生
と
そ
の
形
成
と
い
う
テ
ー
マ
と
関
連
し
て
、
そ
の
モ
メ
ン
ト
と

見
な
せ
る
の
は
主
に
以
下
の
四
点
で
あ
ろ
う
。
一
つ
目
は
、
ア
メ
リ
カ
人
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（Ernest Francisco Fenollosa, 1853

〜1908

）
が

一
八
八
二
年
一
二
月
か
ら
一
八
八
三
年
一
〇
月
ま
で
講
じ
た
「
哲
学
」
か
あ
る
い
は
「
社
会
学
」
の
授
業
に
お
い
て
「
中
国
哲
学
の
発

展
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
講
義
を
行
っ
た
こ
と
。
二
つ
目
は
、
東
京
大
学
設
立
時
代
に
そ
の
綜
理
で
あ
っ
た
加
藤
弘
之
（1836

〜1916

）
が

一
七
八
〇
年
（
明
治
一
三
年
）「
哲
学
専
攻
」
の
第
一
期
の
卒
業
性
で
あ
る
井
上
哲
次
郎
（1956

〜1944

）
を
任
用
す
る
際
、
主
要
な
任
務

と
し
て
井
上
に
『
東
洋
哲
学
史
』
を
編
輯
さ
せ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
哲
次
郎
も
そ
の
要
望
に
応
え
、
そ
の
内
容
の
講
義
を
実
際
に
行
っ
た
。

三
つ
目
と
し
て
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
哲
次
郎
の
後
に
、
伝
統
漢
学
の
立
場
か
ら
「
支
那
哲
学
」
の
講
義
を
行
っ
た
島
田
重
礼
（1838

〜1898

）

ら
も
お
り
、
後
述
の
よ
う
に
島
田
の
講
義
に
よ
っ
て
始
め
て
中
国
哲
学
の
通
史
全
体
が
講
述
さ
れ
た
。
そ
し
て
四
つ
目
は
、
明
治
一
〇
年

代
当
時
で
は
ま
だ
学
生
で
あ
っ
た
井
上
円
了
（1858

〜1919

）
や
瀧
川
亀
太
郎
（1865

〜1946

）
ら
が
、
そ
の
頃
か
ら
明
治
二
〇
年
代
を
中

心
に
各
種
論
考
を
公
刊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
東
洋
哲
学
」
研
究
領
域
形
成
の
先
駆
的
役
割
を
担
っ
た
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
以
下
で
は
、
東
京
大
学
創
設
期
に
「
中
国
哲
学
」
と
い
う
学
術
領
域
の
形
成
に
お
い
て
「
哲
学
」
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を

担
っ
た
の
か
の
一
端
を
フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
井
上
哲
次
郎
、
そ
し
て
島
田
重
礼
の
役
割
を
中
心
に
、
概
略
的
に
述
べ
て
見
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
東
京
大
学
は
一
八
七
七
年
（
明
治
一
〇
年
）
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
第
二
年
（
即
ち
一
八
七
八
年
）
に
文
学
部
が
「
哲
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学
史
学
政
治
学
科
」
と
「
和
漢
文
学
科
」
に
分
か
れ
た
。
当
時
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
る
と
「
哲
学
」
は
「
哲
学
史
学
政
治
学
科
」
の
課

程
に
お
け
る
必
修
科
目
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
実
質
内
容
に
我
々
が
思
い
描
く
よ
う
な
「
中
国
哲
学
」
の
内
容
が

ど
の
よ
う
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た
だ
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
年
）
度
の
「
東
京
大
学
法
理
文
三

学
部
一
覧
」
に
お
け
る
記
載
に
よ
れ
ば
、
當
時
、
東
京
大
学
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
中
国
哲
学
」
の
内
容
を
学
生
に
提
供
し
て
い
た
と
い
う

方
針
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
る）
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筆
者
が
目
下
知
り
得
た
限
り
で
、
創
立
時
期
の
東
京
大
学
に
お
い
て
（
当
時
の
）「
哲
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
あ
る
い
は
「
哲
学
的

問
題
」
を
意
識
し
つ
つ
孔
孟
思
想
や
諸
子
百
家
思
想
、
そ
れ
に
経
学
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て
講
義
さ
れ
た
科
目
と
し
て
は
以
下
の
三
つ

が
確
認
出
来
る）
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⑴
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
一
八
八
二
年
一
二
月
か
ら
一
八
八
三
年
一
〇
月
ま
で
講
じ
た
「
哲
学
」
か
あ
る
い
は
「
社
会
学
」

の
授
業
に
お
い
て
口
授
し
た
「
中
国
哲
学
の
発
展
」
に
関
す
る
講
義
。
⑵
東
京
大
学
哲
学
科
の
第
一
期
卒
業
生
で
あ
る
井
上
哲
次
郎
が

一
八
八
二
年
の
冬
か
ら
一
八
八
三
年
の
秋
に
開
講
し
た
「
東
洋
哲
学
史）
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⑶
島
田
重
礼
が
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
九
月
か
ら
一

八
八
六
年
の
春
に
講
義
し
た
「
支
那
哲
学
」。

次
に
具
体
的
な
講
義
の
内
容
に
目
を
向
け
て
行
こ
う
。
以
上
三
者
の
う
ち
、
ま
ず
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は

一
八
七
八
年
（
明
治
一
一
年
）
八
月
に
來
日
し
、
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
年
）
七
月
三
〇
日
ま
で
の
八
年
間
に
わ
た
っ
て
哲
学
、
哲
学
史
、

理
財
学
（
経
済
学
）、
政
治
学
、
論
理
学
の
五
科
目
を
教
授
し
た
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
自
身
は
専
門
に
い
わ
ゆ
る
東
洋
哲
学
を
主
題
と
す
る
教

科
を
講
義
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
講
義
の
受
講
生
の
一
人
で
あ
る
井
上
円
了
が
記
録
し
た
「
哲
学
」
あ
る
い
は
「
社

會
學
」
の
講
義
ノ
ー
ト
（
一
八
八
二
年
一
二
月
か
ら
一
八
八
三
年
一
〇
月
の
間
の
も
の
と
推
察
さ
れ
る
）
を
見
る
と
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
「
中

国
哲
学
の
發
展
」
と
名
付
け
た
小
テ
ー
マ
の
講
義
を
し
て
い
た
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る）
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そ
の
講
義
の
分
量
自
体
は
少
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
幸
い
そ
の
内
容
が
記
録
さ
れ
残
っ
て
い
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
講
義
の
中
で
「If w

e can unite the doctrine of Spencer’
s Evolution &

 H
egel’ s Philosophy, w

e w
ill have a com

plete philosoph
）
23
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」
と
主
張
し
、
哲
学
と
実
際
の
社
会
は
お
互
い
密
接
に

影
響
を
与
え
な
が
ら
発
展
す
る
と
い
う
弁
証
法
的
歴
史
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
中
国
の
古
代
哲
学
も
「
正
│

反
│

合
」
の
弁
証

過
程
を
経
て
展
開
し
た
の
だ
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
理
論
的
枠
組
み
に
よ
り
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
戦
国
諸
子
の
思
想
傾
向
を
三
つ
の
学

派
と
し
て
理
解
し
た
。
た
だ
こ
の
「
三
つ
の
学
派
」
に
対
し
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
は
固
有
の
名
称
を
与
え
て
お
ら
ず
、「
第
一
」、「
第
二
」
お

よ
び
「
第
三
」
と
い
う
数
字
に
よ
る
分
類
の
み
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
内
容
を
見
る
に
、「
第
一
学
派
」
は
儒
家
の
哲
学

者
を
主
と
し
、
孔
子
、
孟
子
、
荀
子
お
よ
び
揚
雄
が
、「
第
二
学
派
」
に
は
老
子
、
荘
子
、
列
子
等
の
い
わ
ゆ
る
道
家
と
韓
非
子
が
、
そ

し
て
「
第
三
学
派
」
に
は
楊
朱
と
墨
子
が
属
し
て
い
る
。

次
に
井
上
哲
次
郎
の
「
東
洋
哲
学
史
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
講
義
は
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
の
冬
よ
り
翌
年
一
八
八
三

年
（
明
治
一
六
年
）
六
月
ま
で
続
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
哲
次
郎
は
そ
の
さ
ら
に
翌
年
で
あ
る
一
八
八
四
年
の
二
月
に
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遊
学
に
向
け
て
出
発
す
る
。
こ
の
講
義
は
東
京
大
学
で
正
式
に
「
哲
学
」
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
経
た
人
材
に
よ
っ
て
教
授
さ

れ
た
「
東
洋
哲
学
史
」
と
題
さ
れ
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
科
目
名
に
は
「
東
洋
」
を
冠
し
て
い
る
が
、
実
際
に
教
授
さ
れ
た
内
容
は
中

国
古
代
哲
学
で
あ
る
点
に
も
留
意
し
た
い
。
こ
の
講
義
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
二
種
類
の
ノ
ー
ト
が
現
存
し
て
い
る）
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そ
れ
ら
現
存
し
て
い
る
二
種
の
講
義
ノ
ー
ト
の
内
容
を
総
合
し
て
こ
の
講
義
内
容
の
特
色
を
み
る
と
、
ま
ず
そ
の
総
論
的
な
部
分
に
お

い
て
、
哲
次
郎
は
中
国
哲
学
の
歴
史
を
五
期
に
分
け
て
お
り
、
そ
の
中
で
東
周
か
ら
秦
朝
ま
で
を
「
第
二
期
」
と
し
、「
思
弁
」
的
な
性

格
を
こ
の
時
代
の
哲
学
発
展
の
特
色
と
す
る
。
こ
の
時
期
の
思
想
活
動
に
つ
い
て
、
哲
次
郎
は
「
孔
子
は
仁
を
說
き
、
孟
子
は
仁
義
と
性

善
を
說
き
、
荀
子
は
性
悪
を
說
き
、
老
莊
は
虛
無
怙
譫
を
說
き
、
楊
墨
は
一
家
之
說
を
起
こ
す
…
…
」
と
説
明
す
る
。
哲
次
郎
は
戦
国
時

期
の
主
要
思
想
家
の
名
前
を
列
挙
し
た
あ
と
、
そ
れ
ら
の
主
張
が
西
洋
哲
学
の
ど
の
部
分
に
対
応
す
る
か
を
列
挙
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の

単
元
の
最
後
で
は
再
び
戦
国
諸
子
の
主
要
な
主
張
を
「
孔
子
↓
利
他
主
義
」、「
楊
子
↓
自
利
主
義
」、「
墨
子
↓
兼
愛
主
義
」、「
老
荘
↓
放

任
主
義
」、「
申
韓
↓
干
涉
主
義
」、「
管
商
↓
功
利
主
義
」
な
ど
六
種
の
「
主
義
」
に
分
類
し
て
い
る）
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東
京
大
学
に
お
い
て
三
番
目
に
中
国
哲
学
を
講
義
し
た
學
者
と
し
て
は
島
田
重
礼
が
い
る
。
島
田
は
年
齢
的
に
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
井
上

哲
次
郎
よ
り
や
や
上
の
世
代
に
属
し
、
明
治
維
新
以
降
に
は
漢
学
者
と
し
て
す
で
に
自
ら
開
い
た
私
塾
で
子
弟
を
教
育
し
て
い
た
。
当
然
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
や
井
上
哲
次
郎
の
よ
う
に
「
哲
学
」
を
「
正
規
に
」
学
ん
だ
経
験
は
な
い
。
島
田
は
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
年
）
よ
り
東
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京
大
学
文
学
部
に
て
教
え
始
め
、
翌
々
年
の
明
治
一
四
年
に
教
授
に
任
命
さ
れ
て
い
る）

26
（

。
島
田
が
い
わ
ゆ
る
「
支
那
哲
学
」
を
教
授
し
た

の
は
、
井
上
哲
次
郎
が
日
本
を
離
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
と
も
重
な
り
、
一
八
八
四
│
一
八
八
五
年
（
明
治
一
七
│
一

八
年
）
の
「
東
洋
哲
学
」
で
は
『
荘
子
』
に
つ
い
て
講
義
し
た
と
い
う）

27
（

。
し
か
し
、
よ
り
着
目
す
べ
き
は
翌
年
一
八
八
五
年
か
ら
二
年
に

わ
た
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
費
や
し
て
、
井
上
哲
次
郎
が
一
八
八
三
│
八
四
年
度
に
行
っ
た
よ
う
な
中
国
哲
学
の
通
史
の
講
義
を
行
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
円
了
ノ
ー
ト
や
高
嶺
ノ
ー
ト
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
哲
次
郎
の
「
東
洋
哲
学
史
」
講
義
は
前
漢
末
年
の
揚
雄
部
分
で
終
わ
っ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
島
田
の
「
支
那
哲
学
」
講
義
の
範
囲
は
清
朝
時
期
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
具
体
的
に
講
義
の
内
容
を
見
る
と
、
島
田

は
講
義
の
最
初
に
「
仁
」、「
義
」、「
忠
信
」、「
孝
悌
」
等
中
国
哲
学
の
主
要
徳
目
に
つ
い
て
講
述
し
た
。
そ
し
て
翌
年
の
一
八
八
六
年
二

月
一
〇
日
か
ら
は
戦
国
時
代
の
諸
子
百
家
の
思
想
内
容
の
解
説
に
入
る
。
一
八
八
七
年
に
入
る
と
漢
代
思
想
の
解
説
を
し
、
同
年
六
月
に

は
清
代
思
想
の
講
説
に
及
ぶ
。
つ
ま
り
島
田
の
「
支
那
哲
学
」
の
講
義
の
内
容
は
、
厳
密
に
言
え
ば
「
哲
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
も
の

と
は
言
え
な
い
が
、
当
時
東
ア
ジ
ア
の
近
代
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
、
講
義
名
に
「
哲
学
」
と
い
う
術
語
を
冠
し
て
古
代
か
ら
近
代
ま

で
の
中
国
思
想
の
内
容
を
通
史
と
し
て
提
供
し
た
最
初
の
講
義
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
は
東
京
大
学
の
創
設
期
、
す
な
わ
ち
一
八
八
二
│
八
五
年
（
明
治
一
五
│
一
八
年
）
前
後
に
現
在
で
言
う
中
国
哲
学
に
関
連
し
た

内
容
が
ど
の
よ
う
に
講
義
さ
れ
た
か
と
い
う
状
況
の
概
観
で
あ
る
が
、
明
治
時
期
に
お
け
る
中
国
哲
学
と
い
う
学
術
領
域
の
形
成
過
程
に

お
い
て
、
実
は
講
義
者
で
あ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
井
上
哲
次
郎
、
島
田
重
礼
の
三
人
の
他
に
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
が
も

う
一
人
い
る
。
そ
れ
は
そ
の
三
人
す
べ
て
の
授
業
を
受
講
し
た
井
上
円
了
で
あ
る
。
筆
者
が
知
る
限
り
、
井
上
円
了
は
、
哲
学
と
い
う
デ

ィ
シ
プ
リ
ン
を
身
に
つ
け
た
上
で
中
国
哲
学
／
倫
理
に
関
す
る
（
翻
訳
で
は
な
い
自
ら
の
）
著
述
を
実
際
に
出
版
し
た
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
最
初
の
知
識
人
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
論
述
は
『
哲
学
要
領
』（
一
八
八
六
年
＝
明
治
二
〇
年
）
に
お
け
る
「
第
三
段：

支
那
哲
学
」
部
分
、

『
倫
理
通
論
』（
一
八
八
六
年
＝
明
治
一
九
年
）
に
お
け
る
第
一
篇
第
一
六
章
、
第
一
七
章
の
「
中
国
古
代
の
倫
理
」
に
関
連
し
た
説
明
、

『
純
正
哲
学
講
義
』（
一
八
九
一
│
九
二
年
＝
明
治
二
五
│
二
六
年
）
の
「
東
洋
哲
学
」
部
分
「
支
那
哲
学
」
関
連
部
分
に
見
ら
れ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
井
上
円
了
の
中
国
哲
学
史
の
説
明
は
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
哲
次
郎
の
理
解
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
詳

細
に
比
較
す
る
と
、
ま
ず
井
上
哲
次
郎
の
中
国
哲
学
に
対
す
る
説
明
が
西
洋
哲
学
中
と
の
カ
ウ
ン
タ
パ
ー
ト
と
の
類
比
に
留
ま
り
、
ま
た

島
田
重
礼
の
説
明
も
思
想
家
の
名
を
冠
し
た
各
文
献
の
叙
述
的
説
明
に
留
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
円
了
の
中
国
哲
学
へ
説
明
が
「
儒

家
」（
孔
子
）
哲
學
と
「
道
家
」（
老
子
）
哲
学
に
お
け
る
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
考
察
を
主
軸
と
し
て
、
個
別
の
思
想
家
の
思
想
特
徴
が

丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
さ
ら
に
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
か
ら
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
「
弁
証
法
」
に
よ
っ
て
中
国
哲
学
の
展
開
を

説
明
す
る
中
で
、
個
別
思
想
間
の
関
係
や
そ
こ
か
ら
の
展
開
が
よ
り
無
理
な
く
把
握
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
円
了
の
「
中
国
哲
学
」
に

関
す
る
記
述
は
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
、
井
上
哲
次
郎
、
島
田
重
礼
の
見
解
を
総
合
し
て
、
そ
れ
ら
の
見
解
を
一
歩
進
め
て
体
系
的
に
把
握
し
た

観
が
あ
る
。

円
了
が
こ
う
し
た
著
述
を
著
し
た
時
期
と
同
じ
く
、
東
京
大
学
出
身
者
で
、
哲
学
を
意
識
し
な
が
ら
諸
子
百
家
の
思
想
内
容
に
関
し
て

多
く
の
著
述
を
発
表
し
た
瀧
川
亀
太
郎
や
、
講
義
録
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
哲
学
的
観
点
を
意
識
し
て
老
荘
思
想
の
特
色
を
論
じ
た
講

義
録
を
発
表
し
た
内
田
周
平
（1854

〜1944

）
の
存
在
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
が）
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、
我
々
が
中
国
思
想
分
野
と
み
な
す
諸
文
献
の
内

容
を
当
時
に
お
い
て
比
較
的
完
成
度
の
高
い
哲
学
史
と
し
て
最
初
に
叙
述
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
は
井
上
円
了
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
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で
は
明
治
時
期
に
お
け
る
「
哲
学
」
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
、
あ
る
い
は
学
術
体
系
の
移
入
に
よ
っ
て
、「
中
国
哲
学
」
あ
る
い
は

「
東
洋
哲
学
」
は
ど
の
よ
う
な
探
求
内
容
を
中
心
と
す
る
学
術
領
域
を
形
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
明
治
の
知
識
人
た
ち
が

「
哲
学
」
と
い
う
分
析
手
段
を
用
い
て
、
伝
統
思
想
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
具
体
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
見
て
み
た

い
。
筆
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
明
治
の
知
識
人
た
ち
が
こ
の
時
期
、
最
初
に
注
目
し
た
主
要
な
テ
ー
マ
は
二
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ

目
は
「
性
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
思
想
伝
統
の
中
で
「
性
」
と
い
う
概
念
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
朱
子
学
の
代
名
詞
（
＝
性
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理
学
）
に
な
る
ほ
ど
の
核
心
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
時
期
に
な
る
と
、「
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
」
つ
ま
り
「philosophy

」
と
い
う
概
念
の

移
入
に
と
も
な
い
、
当
時
の
啓
蒙
知
識
人
、
伝
統
知
識
人
を
問
わ
ず
、「
性
」
と
い
う
概
念
に
「
哲
学
」
と
何
か
関
連
す
る
可
能
性
を
嗅

ぎ
取
っ
た
。
啓
蒙
知
識
人
で
は
西
村
茂
樹
（1828

〜1902

）
が）

29
（

、
そ
の
後
、
明
治
二
〇
年
代
に
な
る
と
、
陽
明
学
者
の
三
島
毅
（1831

〜

1919

）
が）

30
（

、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
還
し
た
井
上
哲
次
郎
な
ど）

31
（

、
当
時
、
新
旧
に
わ
た
る
世
代
の
明
治
の
思
想
家
た
ち
が
注
目
し
始

め
た
。
や
が
て
「ethics

」
と
い
う
概
念
の
受
容
と
「
倫
理
学
」
と
い
う
学
問
領
域
の
形
成
も
あ
い
ま
っ
て
、「
仁
」、「
義
」、「
礼
」、「
智
」、

「
孝
」、「
忠
」、「
誠
」
な
ど
の
儒
学
の
「
徳
目
」
も
、「
支
那
哲
学
」
の
核
心
的
価
値
を
占
め
る
「
倫
理
観
念
」
と
し
て
再
定
義
さ
れ
て
い

っ
た
。

二
つ
目
は
「
孔
子
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
徳
川
時
代
の
官
学
は
儒
学
で
あ
り
、
当
時
で
は
江
戸
城
の
北

側
、
現
在
の
御
茶
ノ
水
駅
付
近
に
あ
る
湯
島
聖
堂
（
＝
昌
平
坂
学
問
所
）
に
は
孔
子
が
祀
ら
れ
、
幕
府
主
催
で
定
期
的
に
「
釋せ
き
て
ん奠

」
と
呼

ば
れ
る
孔
子
に
対
す
る
祭
祀
が
行
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
孔
子
は
徳
川
体
制
が
奉
ず
る
聖
人
で
あ
っ
た
。
明
治
維
新
を
迎
え
る
と
「
釋
奠
」

は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
「
跡
地
」
に
は
、
文
部
省
、
高
等
師
範
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
な
ど
の
機
関
が
置
か
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
明
治

の
官
僚
や
知
識
人
た
ち
が
孔
子
を
崇
尊
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
全
く
な
い
。
湯
島
聖
堂
に
お
け
る
「
釋
奠
」
は
、
の
ち
嘉
納

治
五
郎
（1860

〜1938

）
等
の
努
力
に
よ
り
、
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
年
）
に
大
盛
況
の
中
で
復
活
す
る
が
、
実
は
そ
の
間
に
明
治
の
知

識
人
た
ち
が
、
新
旧
世
代
を
問
わ
ず
膨
大
な
量
の
孔
子
に
関
す
る
言
論
、
研
究
を
発
表
し
て
い
た
と
い
う
状
況
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い）

32
（

。

井
上
円
了
な
ど
は
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
年
）
か
ら
、
独
自
に
孔
子
を
祀
る
活
動
を
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
明
治
中
期
か
ら
大
正
期

の
日
本
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
に
劣
ら
ず
孔
子
が
強
く
意
識
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
明
治
知
識
人
た
ち
に
よ
る
あ
ま
り
に
も
膨
大
な
量
の
孔
子
論
や
孔
子
を
憲
章
す
る
言
論
や
行
動
内
容
に
つ
い
て
の
全
体
像

を
示
す
こ
と
は
現
在
の
筆
者
の
能
力
を
遥
か
に
超
え
る
が
、
本
稿
に
関
連
す
る
意
義
に
つ
い
て
の
み
若
干
の
指
摘
を
し
て
お
く
と
、「
哲

学
」
と
い
う
分
析
の
切
り
口
を
獲
得
し
た
明
治
の
知
識
人
た
ち
が
明
治
中
期
以
降
、「
哲
学
」
あ
る
い
は
「
倫
理
学
」
を
導
入
し
た
孔
子

に
関
す
る
「
研
究
」
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
孔
子
の
イ
メ
ー
ジ
を
徳
川
時
代
に
お
け
る
「
経
学
の
祖
述
者
」
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る

「
儒
学
の
聖
人
」
か
ら
人
類
の
普
遍
的
な
道
徳
、
あ
る
い
は
倫
理
的
価
値
を
実
践
す
る
「
哲
学
者
」、
あ
る
い
は
（
西
欧
や
イ
ン
ド
に
対
す

る
）
支
那
に
お
け
る
哲
学
の
創
始
者
と
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
再
構
築
し
て
い
く）

33
（

。
そ
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
の
「
完
成
」
を

象
徴
す
る
の
が
、
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
年
）
に
お
け
る
蟹
江
義
丸
（1872

〜1904

）『
孔
子
研
究
』
の
出
版
で
あ
っ
た）

34
（

。
大
正
以
降
、

日
本
の
学
術
や
教
育
行
政
を
リ
ー
ド
し
た
服
部
宇
之
吉
（1867

〜1939

）
や
新
渡
戸
稲
造
（1862

〜1933

）
な
ど
が
抱
い
て
い
た
孔
子
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
経
学
の
聖
人
と
し
て
の
み
の
孔
子
で
は
な
く
、
井
上
円
了
や
蟹
江
義
丸
等
が
描
い
た
人
類
普
遍
の
道
徳
実
践
者
で
あ
る
哲
学

者
孔
子
な
の
で
あ
っ
た
。

썡
쎦
쎡
쎂

「
中
国
哲
学
」
と
い
う
学
術
領
域
は
明
治
時
期
の
日
本
に
お
い
て
誕
生
し
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
思
想
史
上
の
重
要
性
と
い
う
の
は
、

明
治
前
半
期
、
創
立
ま
も
な
い
東
京
大
学
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
」
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
当

時
「
漢
学
」
や
「
東
洋
思
想
」
を
専
攻
と
す
る
若
い
知
識
人
た
ち
に
西
洋
哲
学
の
知
識
が
普
及
し
、
そ
れ
に
対
す
る
理
解
が
た
だ
単
に
深

化
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
若
い
教
師
や
学
生
た
ち
が
「
哲
学
」
に
よ
っ
て
中
国
古
代
の
経
書
や
諸
子
百
家

を
め
ぐ
る
文
献
の
内
容
や
意
義
を
新
し
く
構
築
、
あ
る
い
は
展
開
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
当
時
「
支
那
哲

学
」、
あ
る
い
は
よ
り
広
義
に
「
東
洋
哲
学
」
と
呼
ば
れ
た
中
国
哲
学
と
い
う
学
術
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
は
、
近
代
国
家
建
設
と
い
う
歴
史
的
・

制
度
的
要
請
を
背
景
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
伝
統
思
想
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
を
研
究
、
議
論
す
る
学
術
的
枠
組
み
と
し
て
、
日
本
の
知
識
人

ば
か
り
で
な
く
、
清
末
か
ら
民
国
初
期
に
活
躍
し
た
中
国
啓
蒙
知
識
人
た
ち
の
自
国
文
化
や
思
想
へ
の
再
認
識
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を

与
え
た
。

ま
た
そ
の
一
方
で
、
明
治
初
期
の
東
京
大
学
、
ま
た
そ
の
後
継
機
関
で
あ
る
明
治
中
期
の
帝
国
大
学
で
哲
学
教
育
を
受
け
た
知
識
人
た

ち
の
中
の
多
く
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
幼
少
期
か
ら
青
年
期
と
い
う
大
学
入
学
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
す
で
に
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
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て
確
立
さ
れ
た
漢
学
教
育
を
受
け
て
お
り
、
彼
ら
が
大
学
を
卒
業
し
た
あ
と
ま
で
も
、
変
わ
る
こ
と
な
く
「
経
学
的
め
が
ね
」
で
新
た
な

知
識
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
て
摂
取
し
て
い
た
と
い
う
状
況
も
過
小
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
明
治
時
期
を
代
表
し
た
知
識
人
た

ち
は
「
ヒ
ロ
ソ
ヒ
ー
」
の
受
容
に
よ
っ
て
西
洋
的
価
値
を
そ
の
ま
ま
身
に
つ
け
て
い
っ
た
と
い
う
よ
り
、
彼
ら
が
「
哲
学
」
の
習
得
に
よ

っ
て
、
む
し
ろ
元
か
ら
あ
っ
た
漢
学
・
経
学
的
世
界
観
、
あ
る
い
は
価
値
観
を
不
断
に
補
強
し
て
い
た
可
能
性
さ
え
否
定
で
き
な
い
の
で

あ
る）

35
（

。
そ
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
中
国
古
代
の
い
わ
ゆ
る
「
戦
国
諸
子
」
の
文
献
内
容
も
、
孔
子
、
孟
子
、
荀
子
、
老
子
、
荘
子
、
韓

非
子
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
の
著
者
と
さ
れ
る
思
想
家
の
名
を
冠
し
た
「
誰
々
の
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
う
し

て
「
戦
国
諸
子
」
も
中
国
古
代
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
「
哲
学
者
」
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

時
代
は
明
治
末
年
か
ら
大
正
時
期
に
至
り
、「
修
身
論
・
修
養
論
」、「
国
民
道
徳
論
」、
あ
る
い
は
「
孔
子
教）

36
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」
な
ど
の
学
術
領
域
や
思

想
・
教
育
活
動
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
次
々
と
勃
興
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
思
潮
は
い
わ
ゆ
る
漢
学
や
経
学
な
ど
の
徳
川
思
想
か
ら

直
接
に
発
展
、
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
明
治
時
期
を
つ
う
じ
て
大
学
と
い
う
場
に
お
い
て
「
哲
学
」
と
い
う
知
的
訓
練
を
受
け
た

当
時
の
若
い
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
の
漢
学
的
・
経
学
的
世
界
観
や
価
値
観
を
「
哲
学
的
に
」
反
省
、
咀
嚼
し
、
そ
れ

ら
を
主
体
的
に
変
質
し
て
再
生
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

付
記
：
本
稿
は
博
報
堂
教
育
財
団
に
よ
る
第
一
四
回
「
日
本
研
究
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
」
助
成
（
二
〇
一
九
年
九
月
〜
二
〇
二
〇
年
八
月
）
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
関
係
各
位
に
心
よ
り
の
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

注（
1
） 　

赤
塚
忠
「
序
論
」、
赤
塚
忠
ほ
か
編
『
中
国
思
想
文
化
叢
書
2　

思
想
概
論
』
大
修
館
書
店
、
一
九
六
八
年
、
一
│
三
〇
頁
。
お
よ
び
坂
出

祥
伸
「
中
国
哲
学
研
究
の
回
顧
と
展
望

│
通
史
を
中
心
と
し
て
」『
東
西
シ
ノ
ロ
ギ
ー
事
情
』
東
方
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
七
│
九
四
頁
。

（
2
） 　

李
梁
『
近
代
日
本
中
国
学
に
お
け
る
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

│
服
部
宇
之
吉
と
近
代
中
国
学
』
富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
小
林
節
太

郎
記
念
基
金
会
一
九
九
二
年
研
究
助
成
論
文
、
一
九
九
三
年
。

（
3
） 　

梅
約
翰
「
明
治
学
術
資
源
、
論
理
学
與
中
国
哲
学
的
雛
形
」、
景
海
峰
編
『
拾
薪
集：

「
中
国
哲
学
」
建
構
的
当
代
反
思
與
未
來
前
瞻
』
北
京

大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
一
〇
六
│
一
一
六
頁
。
石
百
睿
「
早
期
現
代
東
亜
学
術
裡
的
東
西
哲
学
交
織
與
〝
中
国
哲
学
〞
的
誕
生
」、
同
書
、

一
三
一
│
一
四
四
頁
。
漢
学
史
的
視
点
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
集
に
は
、
陳
瑋
芬
の
「
由
東
京
大
学
〝
漢
学
〞
相
関
学
科
的
建
立
和
変
遷

看
近
代
日
本
的
学
術
転
型
」（
一
一
七
│
一
三
〇
頁
）
と
い
う
論
考
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 　

桑
兵
「
近
代
〝
中
国
哲
学
〞
発
源
」『
学
術
研
究
』、
二
〇
一
〇
年
第
一
一
期
、
一
│
一
一
頁
。

（
5
） 　

桑
兵
「
近
代
『
中
国
哲
学
』
の
起
源
」
村
上
衛
訳
、
狭
間
直
樹
・
石
川
禎
浩
共
編
『
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
翻
訳
概
念
の
展
開

│
京
都

大
学
人
文
科
学
研
究
所
附
属
現
代
中
国
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
報
告
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
、
一
四
三
│
一
六
六
頁
。

（
6
） 　

陳
威
鴏
「
中
国
哲
学
史
通
史
写
作
的
発
展

│
從
中
日
交
流
的
視
角
談
起
」、
鍾
彩
鈞
編
『
中
国
哲
学
史
書
写
的
理
論
与
実
践
』
中
研
院
中

国
文
哲
研
究
所
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
、
一
四
〇
│
一
九
四
頁
。

（
7
） 　

曹
峰
「
對
內
田
周
平
的
重
新
認
識
」『
台
湾
東
亜
文
明
研
究
学
刊
』
第
一
三
卷
第
二
期
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
）、
七
五
│
九
九
頁
。
内
田
周

平
の
評
価
に
つ
い
て
、
曹
氏
が
示
唆
を
受
け
た
研
究
は
以
下
の
二
つ

│
李
慶
『
日
本
漢
学
史
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
と
藤

井
倫
明
「
被
遺
忘
的
漢
学
家：

近
代
日
本
崎
門
朱
子
学
者
內
田
周
平
」『
中
正
大
学
中
文
学
術
年
刊
』
二
〇
一
一
年
第
一
期
、
五
三
│
八
二
頁
。

た
だ
し
曹
峰
ら
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
内
田
周
平
が
日
本
で
最
初
の
「
中
国
哲
学
史
」
関
連
著
作
の
出
版
者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
筆

者
の
見
解
は
後
文
で
述
べ
る
。

（
8
） 　

筆
者
の
知
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
、
例
え
ば
、
呉
鵬
『
京
都
中
国
学
派
の
『
論
語
』
研
究
』（
長
崎
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
一
二
年
）、
胡

珍
子
『
狩
野
直
喜
の
生
涯
・
学
術
思
想

│
近
代
日
本
京
都
支
那
先
駆
者
』（
関
西
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
一
五
年
）、
水
野
博
太
『
大
学
と
漢

学

│
東
京
帝
国
大
学
と
そ
の
前
身
校
に
お
け
る
漢
学
お
よ
び
「
支
那
哲
学
」
の
展
開
に
つ
い
て
』（
東
京
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
二
一
年
）、

胡
潁
芝
『
漱
石
の
「
向
う
側
」
か
ら
晩
年
の
「
則
天
去
私
」
へ

│
東
洋
思
想
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
』（
お
茶
の
水
女
子
大
学
博
士
論
文
、

二
〇
二
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
胡
潁
芝
は
そ
の
中
で
夏
目
漱
石
が
井
上
哲
次
郎
の
「
比
較
宗
教
及
東
洋
哲
学
」
と
い
う
授
業
の
た
め
に
執
筆
し

た
「
老
子
の
哲
学
」
と
い
う
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
を
分
析
し
て
い
る
。

（
9
） 　

丸
山
眞
男
「
福
澤
諭
吉
の
儒
教
批
判
」『
福
澤
諭
吉
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

（
10
） 　

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
二
年
。

（
11
） 　

丸
山
眞
男
「
福
澤
諭
吉
の
儒
教
批
判
」、
八
頁
。
こ
の
よ
う
な
見
解
と
似
た
例
と
し
て
、
高
坂
史
朗
は
西
周
が
西
洋
の
学
術
体
系
か
ら
「
帰

納
法
」
と
い
う
推
論
方
式
を
移
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
思
想
は
儒
学
的
な
推
理
方
式
か
ら
離
脱
し
た
と
し
、
ま
だ
そ
こ
か
ら
離
脱
し
て
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い
な
い
中
国
近
代
の
思
想
状
況
と
は
対
照
的
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
高
坂
史
朗
「
儒
教
か
ら
哲
学
へ
」、
藤
田
正
勝
・
卞
崇
道
・
高
坂
史
朗
共

編
『
東
ア
ジ
ア
と
哲
学
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
七
│
二
二
四
頁
。

（
12
） 　

濱
田
恂
子
『
近
・
現
代
日
本
哲
学
思
想
史

│
明
治
以
来
日
本
人
は
何
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
来
た
か
』
関
東
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

六
年
、
四
六
頁
。

（
13
） 　

近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
、
日
本
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
儒
学
的
特
質
が
強
ま
っ
た
と
主
張
す
る
研
究
者
も
い
る
。
例
え
ば
宋
学

の
論
理
構
造
の
特
色
に
注
目
し
た
小
倉
紀
蔵
は
、
明
治
時
代
以
降
こ
そ
「
朱
子
学
的
思
維
」
が
日
本
社
会
に
浸
透
し
、
そ
の
「
理
」
秩
序
の
頂

点
に
立
つ
天
皇
を
中
心
と
し
た
日
本
近
代
思
想
構
造
が
完
成
し
た
と
し
て
い
る
。
小
倉
紀
蔵
『
朱
子
学
化
す
る
日
本
近
代
』
藤
原
書
店
、
二
〇

一
二
年
。

（
14
） 　

渡
辺
和
靖
『
明
治
思
想
史

│
儒
教
的
伝
統
と
近
代
認
識
論
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
八
年
。

（
15
） 　

井
上
克
人
『
西
田
幾
多
郎
と
明
治
の
精
神
』
関
西
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
。

（
16
） 　K

iri Param
ore:Japanese Confucianism

: A
 Cultural H

istory （Cam
bridge:Cam

bridge U
niversity Press, 2016

）, pp. 118‒140

。

（
17
） 　

こ
の
点
に
関
し
て
、
山
村
奨
に
よ
る
研
究
は
、
陽
明
学
が
明
治
時
代
に
入
っ
て
「
隆
盛
し
て
い
く
さ
ま
」
を
活
写
し
て
い
る
。
山
村
奨
『
近

代
日
本
と
変
容
す
る
陽
明
学
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
九
年
。
た
だ
山
村
の
研
究
に
は
明
治
に
お
け
る
「
哲
学
の
移
入
」
と
い
う
視
角
が

ほ
と
ん
ど
な
い
。

（
18
） 　

笠
松
和
也
の
執
筆
に
よ
る
「
戦
前
の
東
大
哲
学
科
と
『
哲
学
雑
誌
』」
の
一
文
は
、
東
京
大
学
の
設
立
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
期
ま
で
の
講

座
制
度
、
人
事
動
態
、
研
究
内
容
（
特
に
そ
の
『
哲
学
雑
誌
』
と
の
関
係
に
お
い
て
）
の
展
開
過
程
を
丁
寧
に
跡
づ
け
て
い
る
。
こ
の
論
文
は

国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
東
京
大
学
草
創
期
周
辺
「2014‒2018

」
年
度
多
分
野
交
流
演
習
「
東
京
大
学
草
創
期
授
業
再
現
」
報
告
集
』（
東
京
大

学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
、
二
〇
一
九
年
）
の
一
二
│
八
五
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
東
京
大
学
哲
学
研
究
室
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
そ
の
「
研
究
成
果
報
告
」
項
目
（http://w

w
w
.l.u-tokyo.ac.jp/philosophy/seika.htm

l

）
を
参
照
。

（
19
） 　

哲
學
ハ
分
ケ
テ
東
洋
及
ビ
西
洋
の
二
ト
ス
﹇
…
﹈
東
洋
哲
學
ノ
沿
革
ヲ
論
ス
ル
ニ
ハ
支
那
哲
學
ト
印
度
哲
學
ト
ヲ
以
テ
至
要
ナ
ル
モ
ノ
ト
ス
。

﹇
…
﹈
支
那
後
世
ノ
哲
學
ハ
大
抵
秦
漢
帝
國
以
上
ノ
哲
學
ニ
本
ツ
ク
ヲ
以
テ
先
ツ
孔
老
孟
荘
楊
墨
等
ノ
學
学
ヨ
リ
始
メ
、
或
イ
ハ
其
是
非
ヲ
論

ジ
或
ヒ
ハ
其
得
失
ヲ
辨
シ
或
ヒ
ハ
其
関
係
伝
統
及
ビ
流
派
等
ヲ
論
証
辨
明
シ
、
以
テ
暫
時
ニ
東
洋
一
般
ノ
哲
學
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ノ
方
ヲ
ナ
ス
モ

ノ
ナ
リ
。

（
20
） 　

経
書
や
諸
子
百
家
の
内
容
に
つ
い
て
の
講
義
な
ら
、
中
村
正
直
（1832

〜1991
）
に
よ
る
も
の
も
含
ま
れ
え
よ
う
。
桑
兵
が
中
村
正
直
の
講

義
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
て
い
る
。
桑
兵
「
近
代
『
中
国
哲
学
』
の
起
源
」（
一
四
六
│
一
四
七
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
21
） 　

井
上
哲
次
郎
は
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）
三
月
に
東
京
大
学
の
助
教
授
に
就
任
し
た
が
、
在
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
年
）
年
に
は
ド

イ
ツ
で
の
留
学
に
向
け
て
日
本
を
出
発
し
、
帰
国
す
る
の
は
そ
れ
か
ら
六
年
後
の
一
八
九
〇
年
で
あ
る
。

（
22
） 　

井
上
円
了
に
よ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
講
義
の
該
当
部
分
の
筆
記
に
つ
い
て
は
、
柴
田
隆
行
とRainer Schulzer

が
そ
の
テ
ク
ス
ト
と
日
本
語
へ
の

翻
訳
を
提
供
し
て
い
る
。「
井
上
円
了
『
稿
錄
』
の
日
本
語
訳
」
柴
田
隆
行
・Rainer Schulzer

訳
、『
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
一
九
号

（
二
〇
一
〇
年
）、
一
三
九
│
一
四
〇
頁
お
よ
び
一
四
五
│
一
五
三
頁
。

（
23
） 　

杉
原
四
郎
「
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
東
京
大
学
講
義

│
阪
谷
芳
郎
の
筆
記
ノ
ー
ト
を
中
心
と
し
て
」『
季
刊
社
會
思
想
』
二
│
四
號
、
一
九
七
二
年
、

一
九
二
頁
。

（
24
） 　

一
つ
は
、
東
洋
大
学
に
保
存
さ
れ
て
い
る
井
上
円
了
が
記
録
し
た
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
井
上
円
了
は
こ
の
講
義
を
実
際
に
聴
講
し
た
。
こ
の
筆

記
本
に
は
、
そ
の
表
紙
に
「
東
洋
哲
学
史
」、「
井
上
哲
次
郎
氏
口
述
」、「
井
上
圓
了
」
等
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
金
沢

大
学
附
属
図
書
館
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
「
高
嶺
三
吉
遺
稿
」
に
含
ま
れ
て
い
る
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
水
野
博
太
「『
高
嶺
三
吉
遺
稿
』
中
の
井
上

哲
次
郎
『
東
洋
哲
学
史
』
講
義
」『
東
京
大
学
文
書
館
紀
要
』
第
三
六
號
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
二
〇
│
四
九
頁
。

（
25
） 　

水
野
博
太
「『
高
嶺
三
吉
遺
稿
』
中
の
井
上
哲
次
郎
『
東
洋
哲
学
史
』
講
義
」、
二
八
│
三
〇
頁
。

（
26
） 　

萩
原
善
太
郎
「
文
学
博
士
島
田
重
礼
君
小
伝
」『
帝
国
博
士
列
伝
』
敬
業
社
、
一
八
九
三
年
五
月
、
四
七
│
五
一
頁
。

（
27
） 　

三
浦
節
夫
『
井
上
円
了

│
日
本
近
代
の
先
駆
者
の
生
涯
と
思
想
』
教
育
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
、
九
七
頁
。

（
28
） 　

内
田
の
『
老
荘
学
講
義
』
の
出
版
状
況
に
つ
い
て
は
、
胡
穎
芝
が
「『
老
荘
学
講
義
』
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）

年
の
版
本
と
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
の
版
本
が
あ
り
、
お
よ
そ
四
〇
頁
で
あ
る
一
年
生
向
け
の
講
義
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
点
も
参

照
さ
れ
た
い
。
胡
穎
芝
『
漱
石
の
「
向
う
側
」
か
ら
晩
年
の
「
則
天
去
私
」
へ

│
東
洋
思
想
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
』、
一
八
四
頁
。

（
29
） 　

西
村
茂
樹
「
性
善
說
」『
東
京
學
士
会
院
雜
誌
』
第
三
編
第
六
冊
、
一
八
八
〇
年
、
五
│
一
五
頁
、
の
ち
『
西
村
茂
樹
全
集
』
第
二
巻
（
一

九
七
六
年
復
刊
版
、
六
七
│
七
二
頁
）
に
収
録
。

（
30
） 　

三
島
毅
「
性
の
說
」『
東
京
學
士
会
院
雜
誌
』
第
一
六
編
第
一
冊
、
一
八
九
四
年
、
一
│
二
九
頁
。

（
31
） 　

哲
次
郎
の
中
国
哲
学
史
に
お
け
る
「
性
論
」
に
対
す
る
見
解
は
、
一
八
八
九
年
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
か
れ
た
「
万
国
東
洋
学
会
」
に
お
い

て “D
ie Streitfrage der chinesischen Philosophen über die m

enschliche N
atur”

と
い
う
主
題
で
講
演
し
た
も
の
を
日
本
語
に
翻
訳
し

て
『
哲
學
會
雜
誌
』
か
ら
発
表
し
た
。
井
上
哲
次
郎
「
性
善
惡
論
」『
哲
学
会
雑
誌
』、
第
四
七
号
お
よ
び
第
四
八
号
（
一
八
九
一
年
）。
こ
の

論
文
は
島
薗
進
編
『
井
上
哲
次
郎
集
』（
第
九
巻
、
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
32
） 　

工
藤
卓
司
は
、
明
治
時
代
に
孔
子
を
テ
ー
マ
と
し
て
書
か
れ
た
三
十
人
余
り
に
よ
る
著
作
の
内
容
を
丹
念
に
精
査
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
孔
子
観
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の
特
徴
を
分
類
し
て
い
る
。
工
藤
卓
司
「
明
治
中
期
的
孔
子
研
究
」『
林
慶
彰
教
授
七
秩
華
誕
寿
慶
論
文
集
』（
万
卷
楼
図
書
公
司
、
二
〇
一
八

年
）、
三
九
五
│
四
三
四
頁
。

（
33
） 　

筆
者
は
か
つ
て
、
井
上
円
了
の
思
想
家
と
し
て
の
生
涯
に
お
い
て
、
儒
学
に
お
け
る
「
聖
人
」
で
あ
っ
た
孔
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
次
第
に
普

遍
倫
理
を
実
践
す
る
「
哲
学
者
」
と
し
て
の
孔
子
の
イ
メ
ー
ジ
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
ト
レ
ー
ス
し
た
。
以
下
の
拙
文
を
参
照
さ
れ

た
い
。
佐
藤
将
之
「
井
上
円
了
の
思
想
と
行
動
に
お
け
る
孔
子
へ
の
崇
尊
」『
国
際
井
上
円
了
研
究
』
第
六
號
、
二
〇
一
八
年
八
月
、
一
七
六

│
二
〇
〇
頁
。

（
34
） 　

蟹
江
義
丸
『
孔
子
研
究
』（
金
港
堂
、
一
九
〇
四
年
）
の
内
容
は
、
梁
啓
超
（1873

〜1929

）
や
王
国
維
（1877

〜1927

）
に
よ
っ
て
注
目
、

翻
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
当
時
青
年
だ
っ
た
銭
穆
（1895

〜1990

）
ら
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
工
藤
卓
司
や
末
岡
宏
の
指

摘
が
あ
る
。
工
藤
卓
司
「
蟹
江
義
丸
与
《
孔
子
研
究
》」『
經
学
史
研
究
的
回
顧
与
展
望

│
林
慶
彰
教
授
栄
退
紀
念
論
文
集　

下
冊
』（
万
巻

楼
図
書
公
司
、
二
〇
二
〇
年
）、
一
四
七
七
│
一
五
二
一
頁
、
お
よ
び
末
岡
宏
「
蟹
江
義
丸
に
つ
い
て
」『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
七
〇

号
、
二
〇
一
九
年
、
六
五
│
八
五
頁
。

（
35
） 　

前
掲
書
に
お
け
る
パ
ラ
モ
ラ
氏
の
視
点
は
、
儒
教
の
そ
う
し
た
側
面
に
注
目
し
て
、
日
本
儒
教
史
を
読
み
直
し
た
も
の
と
も
言
え
る
。

（
36
） 　

金
培
懿
は
「
孔
子
教
」
の
起
源
に
関
し
て
、
そ
れ
は
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
年
）
に
発
布
さ
れ
た
「
教
育
勅
語
」
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て

い
る
。
金
培
懿
「
儒
学
之
新
生
抑
或
変
異

│
近
代
日
本
之
孔
子
教
運
動
」『
日
本
儒
学
之
社
会
実
践
』（
万
卷
楼
、
二
〇
一
九
年
）、
二
五
七

│
三
一
三
頁
。
し
か
し
な
が
ら
「
教
育
勅
語
」
に
は
孔
子
は
登
場
し
な
い
し
、
本
稿
に
述
べ
た
よ
う
な
明
治
・
大
正
時
期
に
お
け
る
「
孔
子
」

論
隆
盛
の
脈
絡
で
考
え
れ
ば
、
明
治
か
ら
大
正
時
期
の
日
本
に
お
い
て
「
孔
子
」
へ
の
祭
祀
が
復
活
し
て
い
っ
た
の
は
、「
勅
語
」
に
よ
る
直

接
的
な
影
響
と
い
う
よ
り
は
、
井
上
円
了
の
例
の
よ
う
に
、
明
治
の
知
識
人
た
ち
が
孔
子
に
対
し
て
も
と
も
と
崇
尊
や
親
し
み
の
情
を
持
っ
て

お
り
、
そ
れ
を
実
際
に
形
と
し
て
顕
わ
し
た
い
か
ら
「
祭
孔
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
復
活
さ
せ
た
と
考
え
た
方
が
実
情
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。

儒
教
を
媒
介
と
す
る

ヨーロッパ
・
日
本
・
中
国
の
近
代
化
につい
て

井
川
義
次

東
亜
諸
国
は
、
近
代
西
欧
哲
学
を
い
か
に
受
容
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
既
存
の
思
想
枠
組
み
を
も
っ
て
ど
の
よ
う
に
主
体
的
に
咀
嚼
し

た
の
か
。
ア
ジ
ア
の
西
欧
化
・
近
代
化
の
研
究
に
は
、
こ
う
し
た
側
面
か
ら
の
考
察
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
異
文
化
受
容

の
点
に
お
い
て
言
う
な
ら
ば
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
に
よ
る
欧
米
世
界
へ
の
情
報
送
達
の
結
果
、
儒
教
が
近
代
理
性
重
視
の
哲
学
者
た
ち

に
認
識
さ
れ
、
ひ
い
て
は
受
容
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
る
中
国
哲
学
受
容
で
あ
る
。
だ
と

す
れ
ば
人
間
的
活
動
運
動
と
し
て
の
哲
学
の
運
動
と
い
う
も
の
を
公
平
な
形
で
見
る
た
め
に
は
、
西
か
ら
東
へ
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
文

献
情
報
を
通
じ
た
東
洋
哲
学
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
漸
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
も
必
要
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
論
文
は
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ら
に
よ
る
中
国
思
想
情
報
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
理
性
の
形
成
に
お
い
て
中
国
思
想
の
関
与
が
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
実
相
を
当
時
の
文
献
資

料
に
即
し
て
、
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
試
み
で
あ
る
。
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