
女
子
大
國
文
 
第
百
四
十
二
号
 
平
成
二
十
年

一
月
三
十
日

近

世

中

期

に

お

け

る
儒

書

唐

音

音

読

論

平
賀
中
南
を
中
心
と
し
て

湯

沢

質

幸

0

目

 
的

1

 
近
世
中
期

の
儒
者
平
賀
中
南

は
、
特
定

の
師

に

つ
い
た
こ
と
が
な

か

っ
た
。

し
か
し
、

こ
と
唐
音

に

つ
い
て
は
、
そ

の
儒
学
入
門
書

『
学
問

捷
径
』

(『
日
新
堂
学
範
』
)

に
お
い
て
、
古
文
辞
学
派

の
祖
荻
生
祖
篠

や
そ

の
高
弟
太
宰
春
台

が
提
唱

し
た
唐
音
音
読
論
を
引

き
継
ぎ
、
そ
し

て
、

そ
れ
を
さ

ら
に
発
展
さ

せ
た
。
彼

の
唐
音
音
読
論

の
最
大

の
特
色

は
、
漢
詩
文
作
成

お
け

る
唐
音
音
読

の
必
要
性
を
強
調

し
た
点

に
あ
る
。

そ

れ
は
当
時
既

に
提
出

さ
れ

て
い
た
漢
詩
文
作
成

に
お
け
る
唐
音
不
要

論
に
対
す

る
反
論
と

い
う
側
面

を
持

っ
て

い
る
が
、

こ
こ
で
不
思
議

に
思

わ
れ
る

の
は
、
唐
音
音
読
論

の
出
発
点

で
あ
る
儒
書
読
書

に
関

し
て
不
要
論

へ
の
反
論

は
お
ろ
か
そ

の
紹
介

も
な

い
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
点

に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 あ
ユ
 

つ
い
て
は
、
『
学
問
捷
径
』

は
漢
詩
文
作
成
法

に

つ
い
て
か
な
り
詳

し
く
論

じ
て

い
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
は
作
成
法
重
視

の

一
環

と
し
て
、
漢

詩
文

作
成

に
お
け
る
唐
音

の
こ
と
を
重
点
的

に
述

べ
た
結
果

に
す
ぎ

な

い
と
解
す

べ
き
な

の
か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し
、

こ
の
書

は
入
門
書

で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぐほ
 
 

あ
る
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
儒
学

の
第

一
歩

で
あ
る
読
書

の
仕
方

に

つ
い
て
も
詳

し
く
述

べ
て
い
る
。
ま
た
、
わ
ず

か
な
が
ら
も
儒
書
唐
音

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論



音
読

を
主
張

し
て
い
る
所

も
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
当
時

も
し
儒
書
唐
音
不
要
論
が
出

さ
れ
て

い
た

の
な
ら
、
作
成

に
お
け

る
の
と
同
様

に
、

そ
れ

に
対
す

る
反
論

を
行

っ
て
も
よ
か

つ
た

の
で
な

い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
ち
な

み
に
、
周
知

の
よ
う

に
近
世
儒
学
界

に
あ

つ
て
唐
音
音
読

は
、
ほ
と
ん
ど
古
文
辞
学
派

に
お

い
て
の
み
行

わ
れ
た
だ
け
で
あ

っ
た
。

こ
の
事
実

か
ら
知

ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
た
後

ほ
ど
紹
介

す
る
よ
う
に
、

十
八
世
紀
中
後
期
、
儒
書
唐
音
音
読

不
要
論
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。

こ
こ
に
、
な
ぜ

『学
問
捷
径

』
に
儒
書
唐
音
音
読
不
要
論
に
触
れ

た
所

が
見

い
だ
さ

れ
な

い
の
か
と

い
う
疑
問
が
生

じ

て
く
る
。
本
稿

は
、
以
下

こ
の
疑
問

を
解

く

べ
く
、
ま
ず

は
近
世
中
期

の
儒
者

に
お
け
る

儒
書
唐
音
音
読
論

と
不
要
論

と
を
整

理
し
、
そ

の
結
果

を
音
読

の

一
般
的
な
あ
り
方
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
吟
味

し
て
、
不
要
論

へ
の
反
論
無

の
理
由

を
追

っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
加
え
て
は
近
世
中
期
に
お
け

る
儒
書
唐
音
音
読
論

と
訓
読

と

の
あ
り
よ
う

に

つ
い
て
も
若

干
考

え
て
み
る
。

 

な

お
、
各

人

の
音
読

論
に

つ
い
て
は
、
初

め
に
中
南

を
、
次

い
で
祖
挾

と
文
雄
、

そ
の
後

そ

の
他

の
儒
者

を
音
読
論
者

11
雨
森
芳
州

・
秋
山

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
ヨ
 

玉
山

と
、
不
要
論
者

11
江
村
北
海

・
村
士
玉
水
と

に
分

け
て
見

て
い
く

こ
と
に
す
る
。

*
引

用
文

 
 
①
漢
文

は
原
則

と
し
て
訓
読

し
た
も

の
を
掲
げ

る
。
合
符
や
声
点
な
ど

は
省
略
す
る
。
特

に
こ
と
わ
ら
な

い
も

の
は
湯
沢
。

 
 
②
句
読
点
や
濁
点
等

は
原
文

に
従

い

つ
つ
、
湯
沢
が
適
宜
変
え
ま
た
施

し
た
。
な
お

(
)
内

は
湯
沢
。

1

儒
書
唐
音
音
読
論

-
平
賀
中
南

(
一
七

二
二
～
九
三
)

一
七
六

二

(安
永
八
)
年
刊

『
学
問
捷
径
』
三
巻

の
下
巻
冒
頭
に
お

い
て
、
中
南

は
儒
書
唐
音
音
読

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

カ
ラ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ン
 
 
 

シ
ヨ
モ
ツ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ケ
フ
ヲ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケ
フ
カ
フ

a
漢

ノ
文

ヲ

学

ブ

ニ

ハ
先

ヅ

唐

音

ヲ
学

ブ

ヲ
要

ト

ス
。

唐

音

ニ

テ
書

籍

ヲ
読

ミ
漢

語

胸

臆

(左

注

ム
ネ

ノ
ウ

チ

)
二
挾

治

(
同

シ

ミ

ワ

タ

ル

、
)

 

 

 

 

 

 

 

カ
ク
 
 
ノ
ゾ
 
 
 
 
シ
ゼ
ン
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
テ
ン
タ
フ
サ
ク
チ

ス

レ

バ

、

文

章

ヲ

書

二
臨

ン
デ

自

然

二
発

出

シ

テ
唐

人

ト

異

ナ

ル
事

ナ

シ
。

和

語

ニ
テ

書

ケ

バ

善

ク

心

ヲ
用

ル
者

ハ
顛

倒

錯

置

等

ノ
事

ハ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア
ン
バ
イ
サ
ト

ア

ラ

ザ

レ

ド

モ
、

助

字

二
至

テ
其

安

排

覚

リ

ガ

タ

シ
。

下

一
オ

2



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
 

 

a
は
、

つ
ま

る

と

こ
ろ
彼

が
唐

音

音

読

に
関

し
て

こ
の
書

で
も

つ
と
も
強

く
訴

え

か
け

た

か

っ
た

、
漢
詩

文

作

成

に
お

け

る
そ

の
必

要
性

を

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

シ
ヨ
モ
ツ

述

べ
る

も

の

で
あ

る

が

、

「唐

音

ニ
テ
書

籍

ヲ
読

ミ

…
唐
人

ト
異

ナ

ル
事

ナ

シ
」

か
ら

、
彼

が
、

唐
音

音

読

は
中

国

人

と

同

じ

よ
う

に
漢

詩

文

を
心

に
染

み
渡

る
が

よ
う

に
読

み
味

わ

う
、

つ
ま

り
真

に
理

解

す

る

た

め

に
は
必

須

の
も

の
で
あ

る
と

し
て

い
た

こ
と

が

う

か
が

わ

れ

る
。

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

キ
ミ
ア
イ

 

a
に

は
、
唐

音

音

読

を

す

れ

ば

「意

思

」

が

つ
か

め
る
と

す

る
次

の

一
文

が
続

く
。

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

キ
ミ
ア
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ジ
ユク

 

b
其

外

字

句

ノ
ウ

チ

三
言

フ

三
言

ハ
レ

ヌ
意

思

ア

リ
。

コ
レ

ハ
唐

音

二
熟

セ

シ
人

ナ

ラ
ネ

バ
知

ル
事

能

ハ
ズ
。

下

一
オ

 

キ
ミ
ア
イ

 

「意

思

」
と

は
今

言

う

ニ

ュ
ア

ン

ス
の
意

と
解

さ

れ

る
。

 

b

の
後

に
お

い
て

も
漢

詩

文

作

成

を
念

頭

に
置

い
て
、

唐
音

の
学

習

や
中

国

語
会

話

の

こ
と
な

ど

に
言

及

し

つ

つ
、

「
(唐

音

に
熟

達

す

る

に

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
ツ
イ
ヤ

は
)
許

多

ノ
年

月

ノ
工
夫

ヲ
費

ス
ト

イ

ペ
ド

モ
、
此
業

(唐

音

に
熟

達

し
た
上

で
漢

詩
文

の
作
成

を
行

う

こ
と

は
)
至
極

最
上

ノ
良

法

ナ

リ

(下

一
ウ
)
」

と
述

べ
る
。

そ

し

て
、

さ

ら

に
次

の
よ

う

に
言

う
。

 
 

 

ス
ウ
イ
ン

 

c
又
字

音

(唐

音

)

ノ
正

シ

キ
事

ハ
得

ズ

ト

モ
四
書

五
経

等

ヲ

(唐

音

で
)

ナ

ラ

ヒ
受

レ
バ
、
大

低

文
字

モ
読

マ
レ
知

ラ

メ
。

字

ハ
反
切

ニ

 
 

 
 

 

 
ワ
ヅ
カ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ニ
フ
ン

 
 

テ
読

レ
テ
僅

ノ
功

ニ
テ

モ
其

ノ
形
似

ヲ
得

テ

モ
、
其

ノ
業

ハ
成

就

ス

ル
ナ

リ
。

シ
カ

ア

レ
バ
何

分
唐

音

ガ

ヨ
シ
。

此

ノ
按

排

ハ
唐

音

ヲ
知

 
 

ル

モ
ノ

ニ
ア
ラ
ザ

レ
バ
知

ル
事

ア

タ

ハ
ズ

。
下

一
ウ

 
唐
音

音

読

は
漢
字

の
習
得

に

も
大

い

に
役

立

つ
と

し
て

い
る
。

 

こ
れ

ま

で

の
考

察

を

ま
と
め

る
と

、
次

の
よ
う

に

な
る

。

 
 

 
中

南

は
、
儒

書

唐

音

音
読

は
中

国

人

と

同
様

に
、

ニ

ュ
ア

ン

ス
を

も
含

め
儒

書

を

よ

く
理
解

し
心

に
感

じ
と

る
上

で
必

須

の
も

の

で
あ

 
 

 

る
、

ま

た
漢

字

学

習

に
も
役

立

つ
と

見

て

い
た
。

2

儒
書
唐
音
音
読
論

-
古
文
辞
学
派
ー

3

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論



 

2
-
1
 

荻
生
徊
裸

(
一
六
六
六
～

一
七

二
八
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ら
 

 
近
世
儒
者

に
お
い
て
儒
書
唐
音
音
読
論
を
最
初
に
主
張

し
た
祖
挾

は
、

い
ろ
い
ろ
な
書

の
中

で
儒
学
学
習

に
お
け

る
唐
音
音
読

の
必
要
性

を

述

べ
て

い
る
。

こ
こ
で
は
、
彼
が

そ
の
読
書
法
を
端
的

に
示
し

て
い
る
儒
学

入
門
書

一
七

一
四

(正
徳

四
)
年
刊

『
訳
文
笙
蹄
』

「題
言
十
則
」

を
中
心

と
し
て
彼

の
論

を
見

て

い
く

こ
と

に
す

る
。

 

2
-
1
-
1
 

「題
言
十
則
」
第

二
項

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

め
ん
ぼ
く

 

a
学

者

の
先
務

は
、

唯

だ
其

の
華

人

の
言

語

に
就

き

て
、
其

の
本
来

の
面

目

を
識

ら

ん

こ
と
を

要
す
。

(
戸

川
芳

郎

訓
読

、
以
下

同
)

 
 
 
五

四
八
頁

 

こ
の
、
読
書

の
目
的

を
述

べ
る
文

に
は
華
音

11
唐
音

と

い
う
語

は
現
れ

て
い
な

い
。

し
か
し
、
周
知

の
よ
う
に
、
ま
た
本
稿

で
も
後

ほ
ど
改

め

て
紹

介
す

る
よ
う

に
祖
徐

は
こ
の
書
以
前

か
ら
唐
音
音
読
論
者

で
あ

っ
た

こ
と
や
、

「華
人

の
言
語
」
と
は
実
際

に
は
そ
れ
で

っ
づ
ら
れ
た

儒
書

を
指

し
て

い
る
こ
と
、

一
般

に
外
国
語

の
文
献

を
読

む
場
合
最
初

に
音
読

(声
を
上
げ

て
読

む

こ
と
)
を
す

る
こ
と
が
多

い
こ
と
な
ど
を

踏

ま
え

つ
つ
、
儒
書

を
声

を
上
げ

て
読

む
場
面

を
想
定

し
て
み
る
と
、

こ
こ
に
お
け
る

「華

人

の
言
語

に
就

」
く
と
は
、

「華
人
」
が

そ
う
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

め
ん
ぼ
く

る
よ
う

に
唐
音
音
読

す
る

こ
と
を
意
味
す

る
と
し
か
解
釈

の
し
よ
う
が
な

い
。

一
方

「其

の
本
来

の
面

目
を
識
」
る
と
は
、
儒
書

の
意
味
内
容

を
真

に
理
解

し
把
握

す
る

こ
と
と
解

さ
れ
る
。

 

以
上

、
唐
音

に
即

し
て
み
る
と
、

a
は
、
儒
者

に
と

っ
て
何

よ
り
も
大
切
な

こ
と
は
、
儒
書

を
唐
音

で
音
読
し

て
そ

の
内
容

を
正
確

に
と
ら

え

る
こ
と

で
あ
る
と

い
う

こ
と
を
述

べ
る
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。

 

さ

て

a
を
含

む

一
段
落

の
後

に
は
、

「読
書

の
法
」

に

つ
い
て
述

べ
る

一
連

の
文
が
続

く
。

 

b
其

の
、
順
逆

に
廻
環

し
て
、
然
う
し
て
後

に
読

む
べ
き
を
観

る
と
き
は
、
即
ち
其

の
上
下
位
置
、
体
段

の
同

じ
か
ら
ざ

る
こ
と
を
知

る
な

 
 
り
。
五

四
八
頁

4



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

て
ん
せ
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ジ
ヨ
セ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
し
こ

 

こ
れ

を

皮

切

り

に
、
訓

読

の
場

合

「転

声

(左

注

ス
テ
ガ

ナ
)
」

を
加

え

る

こ
と
、
「助

声

(左

注

テ

ニ
ヲ

ハ
)
を

用

ゐ

る

こ
と
彼

(原
漢

文

)

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
や
 
 
い 
え
ん

よ

り
多

き

こ
と

」
、

ま

た

「也

・ 

・焉

の
類

」

そ

の
他

に
関

わ

っ
て
、

儒
書

の
読

み
方

に

お
け

る
日
中

間

の
齪

酷

を
縷

々
指

摘

す

る
。

そ

し

て
、

い
ず

れ

に

し

て
も
漢

文

と
訓
読

文

と

の
間

の
最
大

の
違

い
は
、

や

は

り

「上

下

位

置

、
体

段
脈

勢

」

の
相

違

に
あ

る
と

す

る
。

こ

の
よ

う
な
相

違

の
列
挙

は
、

も

と

よ

り
訓

読

の
害

の
あ

げ

っ
ら

い
そ

の
も

の
で
あ

る
。

し

か
し
な

が

ら
、

彼

は
結

局

日
本

は
訓
読

に

よ
ら
ざ

る
を

え

な

い
と

し

て
、

こ

の
項

を
終

え

る
。

 

以
上

、
第

二
項

は
儒

書

読
書

に

お

け

る
唐

音

音

読

に

つ
い
て
直

接

述

べ

る
も

の
で

は
な

い
が

、
祖

挾

が
儒
書

唐

音

音
読

は
漢
文

本

来

の

「上

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

め
ん
ぼ
く

下

位

置

」
「体

段

脈

勢

」
等

に

の

っ
と

っ
て

「其

の
本

来

の
面

目

を
識

」
る
上

で
欠

か

せ
な

い
も

の
で
あ

る
と
見

て

い
た

こ
と
を
物

語

っ
て

い
る
。

 

2
-
1
-
2
 

「
題

言
十

則

」
第

五
項

 

「学

問

之
法

」
と

し

て
従

来
行

わ

れ

て
き

た

「講

を
悪

む

」
こ
と
、
そ

し

て

そ

の
理

由

と

な

る

「講

」
に
お

け

る
十

の
害

を
述

べ
た
後

、
そ

の

「十

 

 

 
 

 

 

 
 

 

じ
せ
い

害

を

母

と
為

し
、

百

弊
撃

生

す

」
と

し

て
、

周
知

の
次

の
文

を
掲

げ

る
。

 

 

 
 

 

 

か
つ
 
 
 
 
 
た
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 き
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
わ
お
ん

 

c
故

に
予

れ
嘗

て
蒙

生

の
為

に
学

問

の
法

を

定

む

。
先

づ
崎

陽
之

学

を
為

し
、
教

ふ

る

に
俗

語

を

以

て
し
、
諦

す

る

に
華

音

を

以

て
し
、

訳

 

 

 
 

 

 

 
 

 

り
 
ご
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ぜ
つ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
で

 

 

す

る

に
此

の
方

の
僅

語

を
以

て

し

て
、
絶

し

て
和

訓
廻

環

の
読

み

を
作

さ

し

め
ず

。

…
崎

陽
之

学

既

に
成

り

て
、

乃
ち
始

め

て
中

華

人

た

 

 

 
 

 

 

し
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 せ
う
せ
う
 
 け
い
 
 
し
 
 
 し
 
 
し
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ご
と

 

 

る

を
得

。

而

う

し
て
後

に
梢

梢

に
経

・
子

・
史

・
集

四
部

の
書

を
読

ま

ば

、
勢

ひ
破

竹

の
如

け

ん
。

是

れ
最
上

乗

な

り
。

五
五

五

頁

 

「華

音

」

即

唐

音

に
焦

点

を

当

て

る
と

、

c
は
彼

が

、

日
本

人

が
儒

学

を
学

ぶ

に

は
、

ま
ず

は
唐

音

を
完

全

に
身

に

つ
け
中

国

人

同

様

に
な

る

こ
と

が

必
要

に

し

て
不

可

欠

で
あ

る

と
、

す

な

わ

ち

、
読

書

に

は
中

国
人

が

行

っ
て

い
る
唐

音
音

読

を
取

り
入

れ

る

べ
き

で
あ

る

と
考

え

て

い
た

こ
と

を

示

す

も

の
で
あ

る

こ
と

が

お

の
ず

と
知

ら

れ

る
。
な

お
、

こ

の
よ
う

な
彼

の
考

え
方

は
、

2
-
1
-
1

a
を
具
体

化

し

た
も

の
と

解

釈

す

る

こ
と

も

も

ち

ろ

ん
可

能

で
あ

る
。

た
だ

し
、

c
に
は
即
座

に

d
が

続

く

。

 

 

 
 

 

 

き
や
う
 
 
 
 
よ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 る

ふ
 
 
 
 
 
 
 か
ん
き
や
う
 
 
 
 
 
 
 た

 

d
然

れ

ど

も

崎

陽

の
学

、
世

に
未

だ
甚

し
く

は
流

布

せ
ず

。
故

に
寒

郷

縁

無

き
者

の
為

め

に
、
定

め

て
第

二
等

の
法

を
為

す
。

五
五

六
頁

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論

5



 

「第

二
等

の
法

」

に

つ
い
て

は

こ

の
後
説

明

が
加

え

ら

れ

て

い
る
が

、

言

う

ま

で
も

な

く

こ

の

「法

」

と

は
訓

読

を
前

提

と

し
た
学

習

法

以

外

の
何

も

の
で
も
な

い
。

 

c
d
に

は
、
唐

音

音

読

の
効

用

が
文

面

に
明

示

さ

れ

て

い
る
わ

け

で
な

い
。

し

か

し
な

が

ら
、

a
を
踏

ま
え

る
と

そ

の
底

流

に

は
、
祖

挾

の

次

の
よ

う

な
見

方

が

あ

つ
た

と

し

か
考
え

ら

れ
な

い
。

 

 

漢

文

は
、

も
と

も

と
中

国

の
言

語

に
基

づ

い
て
中

国
人

が
作

つ
た

も

の
で
あ

る
、

し
た

が

つ
て
、

日
本

人

が
漢
文

を
真

に
理
解

す

る

た
め

 

 

に

は
、
何

は
と

も

あ

れ
儒

書

唐

音
音

読

を
重

ね

に
重

ね

て
中
国

人

と
同

じ

よ
う

に
読

解

で
き

る

よ
う

に
な

ら

ね
ば

な

ら

な

い
。

す
な

わ

ち
、

 

 

儒

書

唐
音

音

読

は
漢
文

解

読

に

お

い

て
必
要

不

可
欠

な

も

の
で
あ

る
。

 

2
-
1
-
3

「
題

言
十

則

」
第

六

項

「読

書

」

の
仕
方

を
述

べ

る
中

で
、
次

の
よ
う

に
言

う
。

 

 

 

 
 

ど
く
し
よ
う
 
わ
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
よ
う
と
う
 
 
 
 
 
 ふ
 
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 せ
い

 

e

一
た

び
読

諦

に
渉

れ

ば

、
便

ち
和

訓
と

廻
環

顛

倒

と

あ

り
。
若

し
或

い
は
従

頭

直

下

、
浮

屠

の
経

を
念

ず

る
が
如

き
も

、
亦

た
此

の
方

生

 

 
ら
い

 

 
来

の
語

音

に
非

ざ

れ
ば

、

必

ず
思

惟

を
煩

は
す
。

五

五
九

頁

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
せ
い
ら
い

 

こ

こ

に
は
唐

音

と

い
う
語

は
現

れ

て

い
な

い
。

し
か

し
、
漢

文

を
読

む
時

に
用

い
る

べ
き

「生
来

の
語
音

」

と

は
、
彼

に

お
け

る

し
か

る

べ

き

中

国

音

即

唐

音

以
外

に

は
な

い
。

し
た
が

っ
て
、

こ

の

一
文

は
、

正

統

な

唐
音

で
音

読

し
な

け

れ
ば

、
仏

教

の

「思

惟

」

は
成

就

し
な

い
、

そ
れ

は
儒

書

に

お

い

て
も

同

じ

で
あ

る
と

い
う

こ
と

を
述

べ
る

も

の
と
解

せ

ら

れ

る
。

 

2
-
1
-
4
 

答
蹄

以
外

の
書

 

『
茎

蹄

』

以
外

の
書

に
も

儒
書

唐

音

音
読

に
関

わ

る
言

及

は
少

な

か

ら
ず

見

い
だ
さ

れ

る
が

、

そ

の
多

く

は

『
篁

蹄

』

と
内

容
的

に
同

じ

か
、

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 な
 
 

そ

の

一
部

を
述

べ
る
も

の

で
あ

る
。

 

2
1
1
1
5
 

徊

徐

の
唐

音

音

読

論

6



 

既

に
述

べ
た

と

こ
ろ
か

ら
明

ら

か

な

よ
う

に
、
但

挾

の
儒

書

唐
音

音

読

論

最
大

の
根

拠

は
、
漢

文

は
も

と
も

と

は
中

国
人

の
も

の

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に

あ

る
。

そ

し

て
、

そ
れ

に
基

づ

い
て
徊

挾

は
、
だ

か
ら
彼

ら
と

同

じ

よ
う

に
儒

書

は
唐

音

で
読

ま
な

け

れ
ば

そ

の
真

の
理
解

に
達

す

る

こ
と

は

で

き
な

い
、

た
だ

し
そ

の
唐

音

は
正

し

い
も

の
で
な

く

て

は
な

ら

な

い
と

い
う
、
極

め

て
簡

明

な
論

理

を
展
開

し

て

い

る
。

 

2
-
2
 

太

宰

春

台

(
一
六

八

〇
～

一
七

四
七

)

 

徊

挾

門

の
儒

者
太

宰
春

台

は
、
一
七

二
八

(享

保

十

三
)
年

刊

『
倭

読

要
領

』
に

お

い
て
繰

り
返

し
唐

音

音
読

の
こ
と

に

つ
い

て
述

べ

て

い
る
。

 

2
-
2
1
1

「倭

読

ノ
総

説

」

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ヨ
シ
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 ヨ
ミ

 

a
凡

中

華

ノ
書

ヲ
読

ム

ハ
。
中

華

ノ
音

ヲ
以

テ
。

上

ヨ
リ
順
下

二
読

テ
。
其

義

ヲ
得

ル
ヲ
善

ト

ス
レ
ド

モ
、

吾
国

ノ
人

ニ
シ
テ
。
華

音

ノ
読

 

 

 
 

 

 

 

ヨ
ウ
イ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヤ
ム
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
ミ

 

 

ヲ
習

フ

コ
ト
容

易

ナ

ラ
ネ

バ
。

已

コ
ト

ヲ
得

ズ

シ
テ
。
倭

語

ノ
読

ヲ
ナ

ス
ナ

リ
。

然

レ
バ
文

義

ヲ
ダ

ニ
失

ハ
ズ

ハ
。

其

読
法

ハ
人

人

ノ
心

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

タ
テ

 

 

ニ
任

ス
ベ

シ
。

何

ゾ

必

シ

モ
門

戸

ヲ
立

テ
。

一
家

ノ
法

ヲ
定

ン
ヤ
。
上

ニ
オ

 

春

台

が

読
書

に
お

い
て
も

つ
と

も
大

切

に

し

て

い
た

こ
と

は

「義

・
文
義

」

の
正
確

な
把
握

で
あ

る

こ
と
、

そ
し

て
、

そ

の
た

め

に
は
、

そ

の
書

は
中

国

の
書

で
あ

る
か
ら

中

国

の
音

つ
ま

り

は

「華

音

」

11
唐

音

で
も

つ
て
音

読

す

る

の
が
最

良

の
方

法

で
あ

る
と

し
て

い
た

こ
と
が
知

ら

れ

る
。

た

だ

し
、
彼

は
、

一
方

で
は
最
良

の
唐

音

音
読

で
な

く
訓

読

に
よ

っ
て

「文

義

」
を

正

し

く
と

ら
え

ら

れ
な

い
わ

け

で

は
な

い
と

も

述

べ

て

い

る
。

こ
れ

は
、
訓

読

も

「文
義

」

の
正

確

な
把

握

の

一
手

段

と
な

り

う

る

こ
と

、
す

な
わ

ち
訓

読

の
正
当

化

を

は

つ
き

り

と
述

べ

て

い

る
点

に
お

い

て
看

過

で
き
な

い
。

ち
な

み

に
、

そ

の
訓
読

の
し
か

る

べ
き
仕

方

を
述

べ

て

い
る

の
が

、

こ

の
書

『
倭
読

要

領

』

に

ほ
か
な

ら

な

い
。

 

 

 
 

 

 

 

 

ヨ
ミ

2
-
2
-
2

「顛

倒

ノ
読

文

義

ヲ
害

ス

ル
説

」

 

b
今

吾

国

ノ
人

。

中

華

ノ
書

ヲ
以

テ
。
此

方

ノ
語

ト
ナ

シ
テ
。
顛

倒

シ
テ
読

ム
故

二
。

文

義

ヲ
害

ス
ル

コ
ト
多

シ
。
上

十

一
オ

 

b
は

a
と
同

じ

く

、唐

音

音

読

に
よ

ら

ね
ば

「文
義

」

は
正

し
く

と

ら

え
ら

れ
な

い

こ
と
を
述

べ

て

い
る
。
注

意

し
た

い

の
は
、
訓
読

は

「文

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論

7



義

ヲ
害

ス

ル

コ
ト
多

シ
」

と

し

て

い
る

こ
と

、

す
な

わ

ち
、

a
と

同
様

、

「文

義

」

を
害

さ

な

い
場

合

も
あ

る
と

し

て

い
る

こ
と

で
あ

る
。

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ゲ

 

c
今

ノ
学

者

。
幼

ヨ
リ
顛

倒

ノ
読

ヲ
習

テ
。

華

語

ヲ
解

セ
ザ

ル
故

二
。

只

カ

ク

ノ
如

ク

(顛

倒

し

て
)
読

テ
。
其

義

通
ズ

ト
オ

モ

ヒ
テ
。
倭

 
 

 

ハナ
ハダ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ
ヨ
ソ

 
 
読

ノ

甚

義

理

ヲ
害

ス

ル

コ
ト

ヲ
知

ラ

ズ
。

凡

言

語

ノ
道

。

中

華

ト
吾

国

ト
大

二
異

ナ

リ
。

中

華

ノ
書

ハ
。

中

華

ノ
人

ノ
言

語

ナ

ル

ヲ
。

 
 

日
本

ノ
人

ノ
言

語

ニ
テ

コ
レ
ヲ
読

メ

バ
。

日
本

ノ
人

ノ
言

語

二
異

ナ

ル

コ
ト
無

シ
。
上

十

ニ
ウ

 
「義

」

「義

理

」

の
理

解

に

お
け

る
訓
読

の
害

を
指

摘

す

る
と
と

も

に
、
儒

書

は
も

と

も
と

は
中

国

人

の
も

の
だ

か
ら
唐

音
音

読

す

べ
き

こ
と

を

こ

こ

で
も
述

べ

て

い
る
。

 

な

お
、

b
や

c
と

同
様

に
、
文

意

把
握

に
お

い
て
訓
読

の
害

を
指

摘

し
た

り
唐

音
音

読

す

べ
き

こ
と

を

を
述

べ
た

り
す

る
言

及

は
外

に
も
あ

(注

7
)

る
。

 

2
-
2
-
3
 

春
台

の
儒
書
唐
音
音
読
論

以
上
春
台

は
要
す
る
に
、

も
と
も
と
儒
書

は
中

国
人

の
も

の
だ

か
ら
正

し
く
文
意

を
把
握
す

る
た
め
に
は
唐
音
音
読

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

と

し
て

い
る
。

 
 
 
 

3
 

儒
書
唐
音
音
読
論

-
非
古
文
辞
学
派
ー

 

3
-
1
 

雨
森
芳
州

(
一
六
⊥
ハ
八
～

一
七
五
五
)

 
朱

子
学
者
芳
州
は
、
中

国
語
さ
ら

に
は
朝
鮮
語

に
も
堪
能

で
あ

つ
た
。
彼

は

一
七
八
⊥
ハ

(天
明
六
)
年
刊

『
橘
窓
茶
話
』

で
唐
音
音
読

に

つ

 
 
 
 
 
 
 
 な
 
 

い
て
明
言

し
て

い
る
。

 

a
書

ハ
直
読

ヨ
リ
善

ハ
莫

シ
。
否

レ
バ
則

チ
字
義

ノ
精
粗
詞
路

ノ
逆
順
、
何

二
由

リ
テ
カ
知

ル

コ
ト

ヲ
得

ン
。
讐

ヘ
バ
、

一
個

ノ
助
辞

ノ
如

 
 

シ
。
我
国
人

ハ
則

チ
目
記

ス
ル
ノ
ミ
。
韓
人

ハ
則

チ
之

ヲ
兼

ル

ニ
、

口
諦

ヲ
以

テ
ス
。
直
読

ス
ル
ガ
故

ナ
リ
。
之

ヲ
較

レ
バ
、
我
国
人
ト

8



 

 
差

ヘ
リ
。
四
〇
四
頁

 

「助
辞

」
を
例

と
し
な
が
ら
、
唐
音
音
読

を
し
な

い
と

「字
義

ノ
精
粗
詞
路

ノ
逆
順
」
を
知

る
こ
と
が
で
き
な

い
と
す

る
。

 

3
-
2
 

秋
山
玉
山

(
一
七

〇
二
～
六

四
)

 

玉
山

は
唐
音
音

読
を
取

り
入

れ
な
か

っ
た
官
学
林
門
下

で
あ

り
な
が
ら
、

こ
と
唐
音
音
読

に

つ
い
て
は
古
文
辞
学
派
に
共
鳴

し
た
朱
子
学
者

で
あ

っ
た
。

一
七
五
五

(宝
暦
五
)
年
成

の

『
時
習
館
学
規
』

の
第
⊥ハ
項

に
お

い
て
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

 

a
書

ハ
背
諦

ヲ
須

フ
ベ
シ
。
訥

ハ
華
音

ヲ
須

フ
ベ
シ
。
否
ラ
ズ

ン
バ
則
チ
四
声
明

ラ
カ
ナ
ラ
ズ
。
同
訓
相

ヒ
混
ズ
。
字
位
或

ヒ

バ
易

ル
。
語

 

 
助
或

ハ
脱

ス
。
以

テ
文
辞

ノ
用

二
供

ス
ル

ニ
足

ラ
ズ
。
和
読

ノ
随

ナ
リ
。
故

二
書

ハ
必
ズ
背
諦

ス
ベ

シ
。
諦

ス
ル

ニ
ハ
必

ズ
華
音

ヲ

モ
ツ

 

 
テ

ス
。

而

シ
テ
後
斉
楚
合

シ
、
彼

ト
是

一
ト
ナ

ル
。
是
荘
嶽

ノ
間

ヲ
処

ス
ル
ノ
術
ナ
リ
。
漢
語
師

ヲ
立

ツ
ベ

シ
。

二
〇
四
頁

 
儒
書
唐
音
音
読

を
し
な

い
と

「
四
声

」
以
下

に
述

べ
る
よ
う
な
不
都
合
が
生

じ
、
「文
辞
」
の
正

し
い
読
解
が

で
き
な

い
、
す
な
わ
ち
、
音
読

は

「文

辞

」

の
正

し

い
理
解

に
不
可
欠

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

 

な
お
、
同
書
内

の

「時
習
館
学
規
科
條
大
意

」

「漢
語
師

」

の
項

で
も
同
様

の
こ
と
を
述

べ
、

そ

の
後
、
し
か
し
な
が
ら

「漢

語
師

」
が
見

つ
か
ら
な

い
の
で
、
「先
姑

ク
和
音

ニ
テ
、
頭
従

リ
直
下
背
諦
セ

シ
ム
。
庶
ク

ハ
コ
レ
ヲ
文
辞

ヲ
措

ク

ニ
、
脱
誤
顛
倒

ナ
カ
ラ

ン

コ
ト
ヲ

(
二

}
○

頁

)
」
と
言

う
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
彼

は
そ

の
次

の
項

「教
授
正
業
」

の
中

で

「背
書

ハ
、
華
音

ヲ
用

ユ
。
今

シ
バ

ラ
ク
和
音

ヲ
以

テ
、
頭
従

リ
直
下
読

ス
。

コ
レ
其
挾
治

ヲ
致

ス
ナ
リ
。
是

ヲ
正
業
ト

ス

(二

一
一
頁
)
」
と
述

べ
て
い
る
。
和
音
音
読

の
提

唱
は
彼
以
外

に
は
知

ら
れ
て

い
な

い
が
、
漢
字
音

に
よ
る
直
読

に
こ
れ

ほ
ど

ま
で
こ
だ
わ

っ
た
人
物

は
外

に

い
な
か

っ
た

の
で
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

4
-
-

4

儒
書
唐
音
音
読
不
要
論

江
村
北
海

(
一
七

一
三
～

一
七

八
八
)

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論

9



 
朱

子
学
者
北
海

は
、

一
七
八
三

(天
明

三
)
年

刊

『
授
業
編

』
に
お

い
て
、

「唐
音
」
と

い
う

一
項
を
立

て
て
、
他

に
類

を
見
な

い
ほ
ど
詳

し
く
儒
学

に
お
け
る
唐
音

に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

 

4
-
1
-
1
 

儒
書
唐
音
音
読
論

の
紐
介

(
1
)

「余
唐

音

ヲ
学

バ
ズ
。
其
事

モ
ト

ヨ
リ
不
案
内

ナ
リ
。
サ

レ
ド

モ
、
此

二
其

ノ
標
目

ヲ
ア
ゲ

テ
、
論
弁

ス
ル
ノ
主
意

ハ
」
と

い
う
書

き
出

し

の
も
と

で
、
北
海
は
ま
ず
次

の
よ
う
に
述

べ
る
。

 

a
世

ノ
唐
音

二
通
ジ
タ

ル
人

ハ
、
唐
音

ヲ
知
ラ
ザ

レ
バ
、

タ
ト

へ
文
芸

二
名
高

ク
テ

モ
、
靴

ヲ

ペ
ダ

テ
㌻
カ

ユ
キ
ヲ
掻

ク

ニ
似

テ
、
畢
寛
吾

 
 
邦
ギ

リ
ノ
文
芸

ニ
テ
、

一
詩

一
文
、

モ

ロ
コ
シ
人

ノ
人

ヘ
シ
メ
シ
難

シ
。
サ

レ
バ
文
芸

二
志

ス
人

ハ
、

モ
ツ
ト

モ
唐
音

ヲ
学
ブ

ベ
シ
ト
云

 
 

フ
。
六

一
二
頁

 

こ
れ

は
、

一
見
、
漢
詩
文
作
成

に
お
け
る
唐
音
音
読
に

つ
い
て
述

べ
て
い
る
だ

け

の
も

の
の
よ
う

に
見
え
る
。

し
か

し
、

「靴

ヲ

ヘ
ダ

テ
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 あ
 

カ

ユ
キ

ヲ
掻

ク

ニ
似

テ
」
は
祖
篠

や
春
台

の
儒
書
唐
音
音
読
論

を
踏
ま
え
た
も

の
と
見
ら
れ
る
こ
と
や
、

a
に
続

い
て
紹
介

さ
れ

て
い
る
、
次

の
b

(唐
音
不
要
論

)

の

「眼

ア
リ
テ
書

ヲ
読

ミ
」
な
ど

か
ら
、
儒

書
唐
音
音
読
論

に
も
関
わ
る
も

の
で
も
あ
る
と
解
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、

唐

音
音
読

を

し
な

い
と
漢
詩
文

の
理
解
や
鑑
賞

に
お
い
て
隔
靴
掻
痒

の
思

い
を
す
る
と

い
う

こ
と
、
言

い
換

え
れ
ば
、
唐
音
音
読
を
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
初
め

て
漢
詩
文

を
真

に
理
解

し
鑑
賞
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な

る
と

い
う

こ
と
を
述

べ
'て
い
る
も

の
と
解
さ
れ
る
。

 

b
又
唐
音

ヲ
知

ラ

ヌ
人

ハ
、
眼

ア
リ
テ
書

ヲ
読

ミ
、
心

ア
リ
テ
前
刀裁

ス
。
眼
ト
心

ト
相
謀

リ
テ
、
学
業

ハ
成
就

ス
ル
事

ニ
テ
、
音

ノ
異
同

ハ

 
 

ア
ヅ

カ

ル
事
ナ

シ
ト
云
。
六

一
二
頁

 

こ
の
よ
う

に
不
要
論

を
紹
介

し
、
そ
し
て
、
賛
否
両
論

に
関
し
て

「両
方
ト

モ

一
理

ハ
ア
レ
ド
モ
、

イ

ハ
ゴ
互

二
過
激

ア
リ
テ
、
至
公

ノ
論

ト

ハ
云

ベ
カ
ラ
ズ
。
故

二
余
其

ニ
ツ
ヲ
折
衷

シ
テ
、
此

二
論
列

ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
結
ぶ
。

 

4
1
1
-
2
 

儒
書
唐
音
音
読
論

の
紹
介

(
2
)

10



 

a
b
の
後

で
、
よ
り
具
体
的

に
唐
音
音
読

の
効
用
を
述

べ
て
い
る
論

の
紹
介

を
行

つ
て

い
る
。
私
に
ま
と
め

る
と
次

の
よ
う

に
な

る
。

①

オ

ノ

マ
ト
ペ

 

c
近
時
唐
音

ヲ
主

張

ス
ル
人

ノ
説

ニ
ハ
、
凡

ソ
文
字

ニ
ハ
、
形
容

字
ト

テ
、
物

ノ
音

ヲ
カ
タ
ド
リ
タ

ル
字

ア
リ
。
華

人

ハ
其
音

ヲ
聞

キ
テ
、

 
 
其
音

ニ
ヨ
ク
協

ヒ
タ

ル
字

ヲ
ア
テ
ガ

ヒ
タ

ル
物

ニ
テ
、
其
字

ニ
ハ
何

ノ
義

モ
ナ

シ
。

ソ
レ
ヲ
和
読

シ
テ
、
其
字
義

二
拘

ル
ナ
ド

ハ
、

ワ
ケ

 
 

モ
ナ
キ
事

ナ
リ
。

タ
ト

ヘ
バ
、
侃
玉
鋳

々

ノ
註

二
、
鋳
々

ハ
金
玉

ノ
声
ナ
リ
ト
、
何

ト
侃
玉

ノ
鳴

ル
音

ガ
サ
ウ

く

ト
イ

フ
ガ
、
唐
音

ニ

 

 

 

ツ
ア
ン
く

 

 

テ

ハ
鋳

々
ナ

リ

。

(同

様

例

列

挙

)

コ
レ
ラ

(オ

ノ

マ
ト

ペ

の
漢

語

を
)

唐

音

ニ
テ
カ

ク

ノ
ゴ

ト

ク

ニ
ョ
メ
バ

、
此

ノ
邦

ニ
テ

イ

フ
ト

ス

 

 

コ
シ

モ

(右

注

「少

」
)

カ

ワ
ラ
ズ

。
甚

ダ

趣

ア
リ
。
⊥
ハ
=

二
頁

 

こ

の
後

、

「和

読

」

で
は

オ

ノ

マ
ト

ペ

の
漢

語

の
音
的

印

象

は
分

か

ら
な

い
と

い
う
旨

の
こ
と

を
具
体

例

に
沿

い
な

が

ら
述

べ

て

い
る
。

②

喜

怒

哀

楽

の
情

 

d
タ

ダ

形

容

ノ
字

音

ノ

ミ

ニ
限

ラ
ズ

。
他

ノ
文

字

皆

カ

ク

ノ
如

シ
。
華

音

ニ
テ

ハ
、
歓

バ

シ
キ

ト

コ

ロ

バ
喜

バ

シ
ク
、
哀

シ

キ
ト

コ

ロ

バ

 

 

カ
ナ

シ
キ
味

ピ

ア
リ

テ
、

其
趣

自

然

ト
深

長

ナ

リ
。

ソ

レ
ヲ
供

離

ノ
音

ニ
テ
読
デ

ハ
、
何

ノ
セ

ン

モ
ナ

キ
事

ナ

リ
。

(以

下

具
体

例

列
挙

)

 

 
六

一
四
頁

③

暗

諦

 

e
又
華

人

ハ
、

ヨ
ム
ト

コ
ロ
ノ
書

、
多

ク

ソ

ラ

ニ
テ
記
憶

ス
。

何

故

ナ

レ
バ
、
華

音

ニ
テ
直

読

ス

レ
バ

ナ

リ
。
此

方

ニ
テ

モ
、
和

訓

ナ
ガ

ラ

 

 

モ
直

読

ス

レ
バ
、
愚

鈍

ナ

ル
僧

尼

モ
、

ヨ
ク
仏

経

ヲ
記

憶

ス
ル

ニ
テ
知

ル
ベ

シ
。
此

方

ノ
学

者

、
和

訓

ニ
テ
、
例

ノ
顛
倒

シ
テ

ヨ
ム
故

二
、

 
 
煩
蕪

迂
遠

ニ
シ
テ
記

シ
ガ
タ

シ
。
タ

マ
く

四
書

ナ
ド

ヲ
暗
諦

ス
ル
人
ア
リ
テ

モ
、
試

二
筆

ヲ
授
ケ

テ
写
サ

シ
ム

ル

ニ
、
字
座
倒
置

シ
テ
、

 
 
助
字

多

ク
タ
ガ

フ
。
然

ル

ニ
華
音

二
通
ズ

レ
バ
、
文
章

ヲ
書

ク

ニ
位
置
倒

ゼ
ズ
。
語
脈
顛
ゼ
ズ
。

サ

レ
バ
、
華
音

ヲ

マ
ナ
ブ

ハ
、
此
邦

ノ

 
 
学
者

ノ
先
務

ナ

ル
ベ
シ
。
六

一
五
頁

 
 
近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論

11



 
①
②

は
、
漢
詩
文

に
お
け
る
オ
ノ

マ
ト

ペ
や
感
情
表
現

は
唐
音
音
読

に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

そ
の

「趣

」
や
文
学
的
な
効
果
な
ど
は
分

か
ら
な

い
と
す

る
主
張
を
、
③

は
唐
音
音
読

は
漢
文
暗
唱
上
有

用
で
あ

る
と
す

る
主
張
を
そ
れ
ぞ
れ
紹
介

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後

に

こ
れ
ら

の
当

然

の
帰
結

を
紹
介
す

る
。
そ
れ
は
内
容
的

に
は

a
で
紹
介

さ
れ
て
い
る
説
と
同

じ
で
、
漢
詩
文
解
義
上
唐
音
音
読

は
必

須
で
あ

る
と
す
る
も

の

で
あ

る
。

 

f
華

音

ヲ
知

ラ
ザ

レ
バ
、
当
今
名
高

ノ
大
儒
ト
イ

ヘ
ド

モ
、
詩
文

ノ
誤
謬

ヲ

マ
ヌ
カ

ル
』
事

ア
タ
ワ
ズ
ト
、

コ
レ
世

二
唐
音

ヲ
主
張

ス
ル
人

 
 

ノ
説

、
大
段
右
体

ノ
事

ニ
シ
テ
、
イ
カ

ニ
モ
理

ハ
左
様
ナ

ル
ベ

シ
。
六

一
五
頁

 

な
お
、
儒
書
唐
音
音
読

に
は
関
わ
ら
な

い
の
で
省
略

し
た
が
、
②

と
③

の
間

に
は
、
唐
音
音
読

を
し
な

い
と
日
本
製

の
中
国
風
姓
名

の
当
否

が
分

か
ら
な

い
と
す
る
主
張

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、

こ
れ
も
ま
た
①
②
③

の
場
合

と
同
じ
く
、

f
で
紹
介

さ
れ
て
い
る
説

の
根
拠

の

一
つ
と
な

っ
て
い
る
。

 

4
1
1
-
3
 

北
海
説

 

f
に
続

い
て
、

一
方

の
唐
音
不
要
説

に
も

そ
れ
な
り
に

「
一
理
」
が
あ
る
が
、

「其
弁

ノ
長

キ
ヲ
以

テ
、
略

」
す
と
述

べ
、

「要

ス
ル

ニ
双
方

一
理

ハ
ア

レ
ド

モ
、

タ
ガ

ヒ

ニ
過
激
ナ
キ

コ
ト

ア
タ

ワ
ズ

シ
テ
、
公
論

ト
云
ガ

タ
シ
」
と
、

4
1
1
-
1
の
末
尾

で
紹
介

し
た

の
と
同
様

の
総

括

を
行
う
。

そ
し
て
、
最
後

に
自
説
を
述

べ
る
。

 

4
-
1
-
3
-
1
 
肯
定
論

 

彼

の
説

の
結
論

は
先

に
述

べ
た
通

り
で
あ

る
が
、
彼
が
唐
音
音
読

を
理
由
も
な
く
退
け

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
こ
と

は
既

に
紹
介

し
た
彼

の

言
及
や
、
自
説
開
陳

の
冒
頭

の
次

の

一
文
な
ど
に
明
ら
か

で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
ロ
コシ

 

9
余

ガ
意

ヲ
云

ハ
ゴ
、
凡

ソ
学
業

ハ
、
漢
土

ノ
人

二
倣

フ
事

ナ

レ
バ
、
唐
音

二
通
ズ

ル
ポ
ド
ノ
事

ハ
ナ

シ
。
然

レ
ド

モ
、
幼
稚

ノ

コ
ロ
バ
、

 
 
何

ノ
ワ
キ

マ
エ
ナ
ケ

レ
バ
、
自
己

二
発
起

ス
ベ
キ

ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
成
長

シ
テ
モ
、
是

ヲ
学
ブ
因
縁

モ
ナ

ク
イ
ト

マ
モ
ナ
ク
、
余

ガ
ゴ
ト
ク

12



 
 
不
案
内

ナ

ル
者

ハ
、
唐
音

ヲ
知

ラ

ヌ

ハ
、
残
念

ナ
ル

コ
ト

}
思

ヒ
、
是

ヲ
知

ラ
ヌ

ユ

へ
、
学
業

ニ
ア
ヤ

マ
リ

ノ
多

カ
ラ
ン
事

ヲ
思

フ
テ
、

 
 
文
字

ノ
位
置

ヨ
リ
、
何
彼

ニ
ツ
ケ
テ
、
ナ

ル
タ
ケ
心
ヲ
ツ
ケ
、
唐
音

二
通
ジ

タ

ル
人

ノ
席

ニ
ア
リ
テ
、
其
説
話

ヲ
キ
カ
バ
、
タ
ト

へ
一
ツ

 
 

ニ
ツ
ナ
リ
ト

モ
、
'
聞

テ
益

ヲ
得

ル
ヤ
ウ

ニ
ス
ベ
シ
。
余
ガ
知
ラ
ザ

ル
ヲ
以
テ
、
其

コ
ト
、ハ
益

ナ

シ
ト
云
ベ
カ
ラ
ズ
。
六

一
五
頁

 

一
読

の
内

に
、
彼

は
理
屈
抜

き
に
、
儒
学
儒
書

は
も
と
も
と
中
国

の
も

の
な

の
だ
か
ら
、
そ

の
読
書

に
唐
音

を
使

用
す

る

の
は
当
然

で
あ
る
、

儒
書
を
唐
音
音
読
す

る
こ
と
に
よ

つ
て

「学
業

ニ
ア
ヤ

マ
リ
」
が
な
く
な
る
と
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
。

 

4
-
1
-
3
1
2
 

不
要
論

 

以
上

の
よ
う

に
音
読
論

は
必
要

で
あ

る
こ
と
を

ひ
と
わ
た
り
認
め
た
上

で
、
北
海

は
さ
ら
に
自
説

を
開
陳

し
て

い
く
。

 

h
唐
音

二
通
ジ

タ

ル
人

ハ
、
是

ヲ
以

テ
自

己

ノ
タ

シ
ナ
ミ
ト

シ
、
是

ヲ
知

ラ
ヌ
人

ノ
中

ニ
テ
、
益

モ
ナ
キ

ニ
、

ミ
ダ

リ

ニ
唐
音

ヲ
用

ヒ
ヌ
ガ

 
 

ヨ
シ
。

ア

マ
タ

ノ
人

ノ
中

二
、

一
両
人
唐
音

二
通
ジ

タ
ル
人

ア
リ
テ
、
其
人

ト
互

二
唐
話

ヲ
以
テ
往
復

ス
ル
ナ
ド

ハ
、
傍
人

へ
対

シ
テ
大

 
 

二
無
礼

ナ
リ
。
余
ガ
知

ル
ト

コ
ロ
ニ
モ
、
此

ノ
ク
セ

ア
ル
人

ア
リ
。
六

一
五
頁

 

i
唐
音

ハ
イ
カ

ニ
モ
オ
ボ

エ
タ
キ

モ
ノ
ナ

レ
ド

モ
、
中

々
容
易

ニ
ナ

ラ
ヒ
得

ベ
キ

ニ
非
ズ
。
幼
稚

ノ
時

ヨ
リ
、
コ
レ
ヲ
学
ブ

ニ
ア
ラ
ザ

レ
バ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ま
ま
 

 
 
ト
テ

モ
用

二
立

ツ
唐
韻

ニ
ハ
ナ
リ
ガ
タ

シ
。
既

二
其
時

ヲ
過

ナ
バ
、

一
向
中
年

ニ
モ
及
ビ
、
学
業
成
就

ノ
後
、
指

ヲ
染

テ
大
段

ヲ
会
得

シ
、

 
 
学
業

ノ
タ

ス
ケ
ト

ス
ル

ハ
格
別
ナ
リ
。
六

一
五
頁

 

・」
ナ

マ
ナ

カ
弱
冠
前
後
、
読
書

二
精

ヲ
専

ニ
ス
ル
比
、
唐
音

二
従
事

ス
レ
バ
、
諺

ニ
イ

フ

一
モ
取

ラ
ズ
、

ニ

モ
取
ラ
ズ
ト
云

二
至

ル
。
余
ガ

 
 
知

レ
ル
人
、
此

二
座

シ
テ
常

ニ
ソ
ノ
事

ヲ
云
テ
後
悔

ス
。
此
ト

コ
ロ
ト
ク
ト

(右
注

「篤

」
)
考

フ
ベ
シ
。
六

一
六
頁

 

こ
こ
で
は
そ

の
紹
介

は
略

し
た
が
、

h
～
ー
に

つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
後

で
先
人

の
挿
話
や
教
え
な
ど
を
交
え
な
が
ら
さ
ら

に
説

明
を
加

え

て
い
る
。

 
心
構

え
を
述

べ
た

h
は
さ

て
お
く
と
、
幼
児
期

か
ら
学
ば
な

い
と
唐
音

に
通

じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
す

る
ー
と
、
唐
音
学

習
は
場
合

に
よ

っ

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論
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て
は
か
え

つ
て

「学
業

」

の
妨
げ

に
な

る
と
す
る

ー
は
、
不
要
論

の
根
本
的
な
論
拠
そ

の
も

の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。

 
ま
ず
、

i
の
場
合
、
例

え
ば
玉
山
が
言

つ
て
い
る
よ
う

に

(
3
-
2
)
、
唐
音

の
師

を
得

が
た

い
こ
の
時
代
、
幼
児

の
時

か
ら
唐
音

を
学

べ

る
環
境

に
い
た
儒
者
な

ど
ほ
と
ん
ど

い
な
か

っ
た
に
違

い
な

い
。

し
か
し
、
北
海

は
幼
児

の
時

か
ら
学
ば
な
け
れ
ば
儒
学

に
役
立

つ
ほ
ど

の
唐

音
力
を
身

に

つ
け

る
こ
と
は
で
き
な

い
と
す

る
。

つ
ま
り
、

i
は
、
文
字
通

り
例
外
的

な
儒
者
が
唐
音
を

「学
業

」
に
生

か
す

こ
と
が

で
き
る

だ
け

で
あ

る
、

し
た
が

つ
て
現
実

の
日
本
儒
学

に
お

い
て
唐
音

は
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な

い
と

い
う
こ
と
を
言
う
も

の
と
解
さ
れ

る
。

 
次

に
ー

の
場
合

、
唐
音

を
学

ば
な

い
者

の

「読
書
」

は
当
然
訓
読

に
よ
る
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
か
ら
、

こ
の

一
文

は
少
な
く
と
も

「弱
冠
前

後
」

に
お
い
て
は
訓
読

が
唐
音
音
読

に
優
先
す
る

こ
と
を
述

べ
て

い
る
も

の
と

し
か
考

え
ら
れ
な

い
。

そ
し

て
、
そ

の
頃
は

「読
書

二
精

ヲ
専

ニ
ス
ル
」
時

で
あ

る
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら

し
て
、
・」
は

つ
ま
る
と

こ
ろ
、
読
書

に
際

し
て
も

っ
と
も
大
切
な

の
は
確
実

な
訓
読
力

を
身

に

つ

け

る
こ
と

で
あ

る
、

そ

の
点

に
お

い
て
唐
音
音
読

は
必
ず

し
も
必
要

で
な

い
と
主
張

し
て
い
る

一
文

で
あ
る
と
解

さ
れ
る
。

 
と

こ
ろ
で
、

i
ー
を
踏

ま
え

る
と

h
は
、
儒
学

に
役
だ
た
せ
る
こ
と
は
容
易

で
な

い
唐
音
な
ど
、
な

ま
じ
学
ば
な

い
方

が
よ

い
と
す
る
意

を

含

む
も

の
と
言
え
な

い
で
も
な

い
。

す
な
わ
ち
、
無
礼
な
振
舞

を
儒
者

に
さ

せ
な

い
と

い
う
点

に
お

い
て
、

こ
れ
も
ま
た
不
要
論

を
述

べ
て
い

る
も

の
と
解
釈

で
き
な

い
で
も
な

い
。

 

4
-
1
-
4
 

北
海

の
儒
書
唐
音
音
読
論

 

9
に
端
的

に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
北
海

は
根
本
的
理
念
的

に
は
唐

音
絶
対
主
義
者

で
あ
り
、
儒
書
唐
音
音
読
論
を
是

と
し
て
い
た
も

の
の
、

現
実
的

に
は
不
要
論

を
唱

え
て

い
た
儒
者

だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 

4
-
2
 
村
士

玉
水

(
一
七

二
八
1
七
六
)

 
朱
子
学
者
玉
水

は
、

一
七
⊥ハ
ニ

(宝
暦
十

二
)
年
序

・
刊
年
未
詳

の
儒
学
入
門
書

『
幼
学
階
』

で
、

一
項
を
設
け

て
極
め

て
明
快

に
儒
書
唐

音
音
読
不
要
論

を
述

べ
て

い
る
。
ま
ず
そ

の
冒
頭

に
お

い
て
不
要
論
と

い
う
よ
り
も
否
定
論
を
展

開
し
て
い
る
。
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a
或

人

ノ
説

二
、
唐
音

ニ
テ
読
習

ヘ
バ
直

二
唐

ノ
読
方

ノ
通

リ

ニ
テ
、
音
響

三
ア
モ
大
抵
通
ジ
此
方

ノ
訓

ノ
誤

ル
事
分
明

ニ
シ
ラ

ル
}
ト
云

 
 
者

ア
リ
。
唐
音

知

ラ
ヌ
人

ヨ
リ
見

レ
バ
ナ

ル
ポ
ド
サ

モ
ア
ル
ベ
キ
ト
思

ハ
ル
レ
ド
、
大

二
僻
言

ナ
リ
。
其

ノ
証
拠

ニ
ハ
、
唐

ノ
人

ニ
ハ
文

 
 
義

ノ
ト
リ
ソ

コ
ナ
イ

ァ
ル

マ
ジ

キ

ハ
ヅ
ナ

レ
ド

モ
、
唐
人
文
義

ヲ
誤

レ
バ
此
亦

ア
テ

ニ
ナ
リ
難

シ
。
真

ノ
唐
人
ト
成
タ

ラ
バ
大
益

モ
ア

ル

 
 

ベ
ケ

レ
ド

モ
、

一
通
リ
覚

エ
タ

ル
バ
カ
リ

ニ
テ

ハ
、
文
義

ノ
助

ケ
ト

モ
ナ
リ
難

ク
、

ス
グ
読

二
読
下

シ
テ
カ
ラ
ガ
上
下

二
反

ル
意

ニ
テ

ス

 
 

マ
サ
ゴ

レ
バ

ス
メ
ザ

ル

ユ

へ
学

ビ

シ
益

ナ
キ
事
也
。
故

二
唐
音

ヲ
学
ブ
暇

ニ
テ
上
下

工
反

ル
趣

ニ
テ
考

ル
方
、
本
意

ヲ
得

ル

ニ
似

タ
リ
。

 
 
前
六

オ

否
定

の
根
拠

と

し
て
村
士

は
、
そ
れ
を
行
う
中

国
人
で
も

「文
義

の
ト
リ

ソ

コ
ナ
イ
」
が
な

い
わ
け

で
な

い
こ
と
、
唐
音

を

「
一
通

リ
覚

エ

タ

ル
バ
カ
リ
」

で
は
何

に
も
な

ら
な

い
こ
と
を
指
摘

し
、
な
ま
じ
唐
音

を
学
ぶ

よ
り
は
訓
読

で
も

つ
て
し

つ
か
り
と
儒
書

の

「文
義
」
を
と
る

よ
う
心
が
け
た
方

が
よ

い
と

し
て
い
る
。

 

a
の
後
、
さ
ら

に
次

の
よ
う

に
続

け
る
。

 

b
音
声

ノ
妙

四
方

通
ゼ
ザ

ル
事

ナ
キ
故
、
語
気
音
響

ノ
和
語

二
的
当

ス
ル
事
、
近
世

ノ
四
書

ノ
末
書
等

ヲ
考

テ
シ
ル
ベ
シ
。
況

ヤ
唐
音

ノ
巨

 
 
 
 
 
 
 
ツ
ウ
ジ

 
 
壁

ハ
長
崎

ノ
訳
者

ニ
シ
ク

ハ
ナ

シ
。
然

二
訳
者
十
ガ
五
六

モ
学

ビ

ヱ
ラ

レ
ヌ
ト
云
。
其
余

ノ
者

ハ
十
ガ

一
ニ

モ
学
ビ
得
ガ
タ

シ
。

ソ
レ

ニ

 
 
テ
書

バ
カ
リ
唐
音

二
読

タ
リ
ト
テ
各
別

ニ
ラ
チ

ア
ク

ベ
キ
事
ト

モ
ミ

ヘ
ズ
。
既

二
訳
者

二
書

ヲ
解
サ

セ
テ
ミ
ル

ニ
古
書

ハ
通
ゼ
ズ
。
唯
通

 
 
用

ノ
俗
話

等

ヲ
取
捌

ク

ノ
ミ
ナ

レ
バ
無
益

ナ

ル
事
知

ベ
シ
。
且
唐
音

ヲ
知

リ
文
義

ヲ
誤

ラ

ヌ
ト
云
人

ノ
文
字
取
捌

ヲ
ミ

ル

ニ
甚

シ
キ
誤

リ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
テ
ガ
ナ

 
 
見

ユ
レ
バ
、
唐
音

ノ
無
益

ナ

ル
事
明

ナ
リ
。
但
和
語

ニ
テ
本
書

ヲ
誤

ラ
ザ

ル
様

二
学

バ
ゴ
、
本
意
漸

ク
明

ナ

ル
ベ
シ
。
此
方
儒
書

ノ
対
訳

 
 
ヲ
見

ル

ニ
本
意

ヲ
シ
ラ
ザ

ル
読
方
甚
多

シ
。
学
者
疎
略

ニ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
六
オ

 
中
国
語
と
日
本

語
は

「語
気
音
響
」

に
お

い
て
通

じ
て

い
る
。

そ
れ
は

「近
世

ノ
四
書

ノ
末
書
等

」
に
お

い
て
日
本
人
が
日
本
語

で
し

つ
か

り
と
理
解

し
て

い
る
こ
と
に
明
ら

か
で
あ
る
。
唐
音

に
通

じ
て
い
る
日
本

人

「訳
者
」
な
ら
さ
ら
に
完
全

に
儒
書
解
読
が

で
き

る
は
ず

で
あ
る

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論
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が
、
彼

は
そ
れ
が

よ
く
で
き
な

い
。

ま
た
唐
音

に
通

じ
て
い
て
儒
書

の
内
容
把
握

に
自
信
が
あ

る
と
自
負

し
て
い
る
儒
者

の

「文
字

取
捌

ヲ
ミ

ル

ニ
」
至

っ
て
は
、
実

は

「甚

シ
キ
誤
リ
」
が
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
結
論
と
し
て
は
儒
書
唐
音
音
読

は
無
用

で
あ
る
と
す

る
。
な
お
、

b
は

一
貫

し
て
儒
書
解
読

の
こ
と
を
論
じ

て
い
る
こ
と

か
ら
、

「文
字
取
捌
」

と
は
儒
書
読
書

に
際

し

て
の
漢
字
漢
文

の
解
読

と

い
う
意
を
表

し
て

い
る
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。

 

以
上

、

村
士

は
儒

書

の
内

容

把

握

を
軸

と

し

て
唐

音
音

読

を
真

っ
向

か
ら
否

定

し
、

そ

れ

は
訓

読

で
十

分

で
あ

る
と

し

て

い
る
。

5

中
南
に
お
け
る
不
要
論

へ
の
反
論
無
の
理
由

 

5
-
1

想
定

さ
れ
る
理
由

 

こ
れ
ま
で
儒
書
唐
音
音
読

に

つ
い
て
各
書

の
言
及
を

一
通

り
見

て
き
た
。

こ
こ
で
当
初

の
疑
問
、
な
ぜ
中
南

に
は
儒
書
唐
音
音
読
不
要
論

へ

の
反
論

は
お
ろ
か
単

な
る
言
及
さ
え
な

い
の
か

に
立
ち
返

っ
て
み
る
と
、

こ
れ
に
関

し
て
は
次

の
二

つ
の
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。

 
 
不
要
論
未
知
説

11
中
南

は
不
要
論

の
存
在
を
知

ら
な

か

っ
た
。

 
 
不
要
論
無
視
説

B
中
南

は
不
要
論

の
こ
と

は
知

っ
て

い
た
。
し
か
し
、
取
り
上
げ
よ
う
と
も
、
取

り
上
げ

て
反
論
し
よ
う
と
は
思
わ
な

か

っ
た
。

 

5
-
2
 

不
要
論
未
知
説

 

こ
の
説

は
、
次

の
三
点

を
重
ね
合

わ
せ
る
と
成
立

し
そ
う
に
な

い
。
す
な
わ
ち
、
必
要
論
提
出
直
後

か
ら
出
さ
れ

て
い
た
に
違

い
な

い
不
要

論

を
、
儒
学
界

の

一
員
と
し
て
、
加

え
て
取

り
分

け
唐
音

に
関
心

の
深
か

っ
た
中
南
が
知

ら
な

か

つ
た
な
ど
と

い
う

こ
と
は
あ
り
え
な

い
か
ら

で
あ
る
。

①
前
述

の
よ
う
に
、
近
世
儒
学
各
派

に
お
い
て
儒
書
唐
音
音
読

を
主
張

し
た

の
は

一
つ
古
文
辞
学
派

だ
け
で
あ

っ
た
。

し
か
も
、

そ
れ

は
中
期

 
中

に
儒
学
界

か
ら
ほ
と

ん
ど
姿

を
消
し
て
し
ま

っ
た
。

こ
れ
は
、
当
初

か
ら
儒
者

の
圧
倒
的
多
数

が
必
ず
し
も
唐
音
音
読

に
賛
成

し
て
い
な
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か

っ
た

こ
と
、
当
然
当
初

か
ら
少

な
か
ら
ず

の
儒
者

が
そ
れ

へ
の
反
論
や
欠
点

の
指
摘

な
ど
を
行

つ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆

し
て
い

 

る
。

②
儒

学

に
お
け
る
唐
音
音
読
論

は
、
儒
書
唐
音
音
読
論

か
ら
始

ま
る
。
そ
し
て
そ
の
後
漢
詩
文
作
成

に
お
け
る
唐
音
音
読
論

へ
と
進

ん
で
い
く
。

 

そ

の
中

で
、
中
南

は
後
者

に
関

わ
る
不
要
論

へ
の
反
論

を
大

々
的

に
行

っ
て
い
る

(湯
沢

二
〇
〇
七
)
。

こ
れ

は
、
彼

が
儒
書
唐
音
音
読

の

 
是
非

が
論

じ
ら
れ
始

め
た
時

よ
り
後

に

い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

③

そ

の
著
書

の
出
版
時

は
と
も
か
く
と
し
て
、
北
海
や
村
士
な
ど
は
中
南

と
ほ
ぼ
同
時
代

の
儒
者

で
あ
る
。
ま
た
中
南

よ
り

一
世
代
前

の
、
春

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
い
 

 
台
と
並
ぶ
狙
棟

の
高
弟
服
部
南
郭

は
、
儒
書
唐
音
音
読

に
対
し

て
消
極
的

で
あ

つ
た
と
見
ら
れ
る
。

 

5
-
3
 

不
要
論
無
視
説

 
未
知
説

が
成

り
立

た
な

い
と
す
る
と
、
問
題
は
、

で
は
彼

に
あ

つ
て
不
要
論
を
取
り
上
げ
な
か

っ
た
、
な

い
し
無
視

し
た
理
由

は
何

か
、
と

い
う
点

に
絞

ら
れ

て
く
る
。
必
要
論
者
中
南
が
無
用
論
を
無
視

し
、
反
論
を
行
わ
な
か

っ
た
理
由

は
、
必
要
論
自
体

の
中

に
、
あ
る

い
は
逆

に

不
要
論

の
中

に
見

い
だ
さ
れ

る
は
ず

で
あ

る
。
そ

こ
で
、

ま
ず
は
前
節
ま

で
見

て
き
た
両
論

の
主
張
と
そ

の
根
拠
を
整

理
し
て
お
く

こ
と
に
し

た

い
。

 

5
-
4
-
1

必
要
論

の
整

理

 

5
-
4
-
1
1
1
 

儒
書
儒
学
誕
生

の
地

 
祖
彼

以
下

の
必

要
論
を
見

る
と
、
即
座

に
そ

の
根
拠

は
、
春
台

(
2
-
2
-
1

a
)

の
言
葉

に
よ
れ
ば

「凡
中
華

ノ
書

ヲ
読

ム

ハ
。
中
華

ノ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ヨ
シ

音

ヲ
以

テ
。
上

ヨ
リ
順
下

二
読

テ
。
其
義

ヲ
得

ル
ヲ
善
ト

ス
」
と

い
う

こ
と

に
、
す
な
わ
ち
、
儒
書
儒
学

は
も
と
も
と
中
国

の
も

の
だ

か
ら
、

中
国
人

が
そ
う
す

る
よ
う
に
中
国

の
音

11
唐
音

で
読

み
、

そ
し
て
そ

の
意

を
把
握
す
る

の
が
当
然

で
あ

る
と
す
る
所

に
あ

っ
た

こ
と
が
知
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
ん
ぼ
く

る
。
言
葉

を
換

え
れ
ば
、

そ
も
そ
も

「学
者

の
先
務

は
唯
だ
其

の
華

人

の
言
語

に
就
き

て
、
其

の
本
来

の
面
目
を
識

」
る

こ
と

(祖
挾

2
-
1

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論
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-
1

a
)

に
あ

る

の
だ

か
ら
、

そ

の
た
め

の
第

一
歩

で
あ

る
声

を
上
げ

て
書
物

を
読

む
と

い
う
段
階

に
お

い
て
は
、

「先

ヅ
唐
音

ヲ
学

ブ

ヲ
要

ト

ス

(中
南

1

a
)
」
る

こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

 
ち
な

み
に
、

一
般

に
外

国
語

の
書
物
を
声
を
上
げ

て
読

む
時

に
は
、
そ

の
外
国
語

の
音
を
用

い
て
頭

の
方

か
ら
末
尾
に
向

つ
て
行

う

の
が
普

通

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
、
外
国
文
献

の
通
例

の
読

み
方

を
振

り
返

っ
て
み
る
と
、
儒
書
唐
音
音
読
論

は
、
あ
え

て
主
張

す
る
必
要

の
な

い
こ

と
を
主

張

し
て
い
る
か

の
よ
う
に
映

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
訓
読

の
み
で
学
業

を
行
う

こ
と
が
言

わ
ば
血
と
な
り
肉

と
な

っ
て
い
た
時
代

に
あ

っ

て
、
唐
音
音
読
論

を
展
開
す

る
に
は
、
何

よ
り
も
先

に
、
儒
書

は
も
と
も
と
中
国
生
ま
れ

の
も

の
で
あ

る
と

い
う
原
点

の
確
認
を
行

わ
な
け
れ

ば
な
ら
な

か

つ
た

の
で
あ
る
。

 
と

こ
ろ
で
、
儒
書

は
中

国
生

ま
れ
と

い
う

こ
と
は
、
だ
れ
し
も
否
定

で
き
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
例

え
ば
玉
山

の
よ
う
に
文
面

に
お

い
て
そ

れ
と
明
言

し
て
い
な

く
て
も
、
賛
成
論
者

で
あ
れ
ば
だ
れ
し
も
こ

の
よ
う
な
認
識
を
出
発
点
と
し
て
、
そ

の
音
読
論
を
展
開

し
て
い
た
に
違

い

な

い
。

 

5
-
4
-
1
-
2

文
義
把
握

 
声
を
上
げ

て
読

む
こ
と

で
、
読
書

は
終
わ
り
と

い
う
わ
け
で
は
な

い
。
最
終
目
標
は
あ
く
ま

で
も
、
そ
れ
を

(も
)
通
し
て
儒
学

の

「本
来

 
め
んぼ
く

の
面
目

を
識
」

る
こ
と

(祖
棟

2
-
1
-
1

a
)
、
中
国
人
が
書

い
た
儒
書

の

「其
義

ヲ
得

ル
」

こ
と

(春
台

2
-
2
-
1

a
)
に
あ

る
。
既
に
紹

介

し
た
、
祖
孫

が
、
書
物

を
唐
音
音
読
す
れ
ば

「順
逆

」

の
こ
と
な
ど
日
中
間

の
齪
飴
を
知
る

こ
と
が

で
き

る
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど

は
、

そ

れ
が
正
確

な
文
義
把
握
と

い
う
最
終
目
標
達
成

の

一
助
に
な

る
と

い
う
こ
と
を
言
う
が
た
め

の
発
言

に
ほ
か
な
ら
な

い
。
ま
た
、
春
台
や
芳
州

が
唐
音
音
読

を
す
れ
ば

「助
辞

」
や

「四
声

」

の
こ
と
な
ど
が
よ
く
分

か
り
、

「文
義
」

「字
義

」
を
正
し
く
理
解

で
き
る
と
し
て

い
る
こ
と
な

ど
も
、
す

べ
て
そ

の
最
終
目
標

が
文
意
把
握
、
正

し

い
解
義

に
あ

っ
た

こ
と
を
反
映
し

て
い
る
。

そ

の
ほ
か
、
北
海

の
指
摘

し
た
、

オ
ノ

マ
ト

ペ
や
喜

怒
哀
楽

の
情

の
理
解
や
味
わ

い
、
あ

る
い
は
暗
唱
な
ど

に
唐
音
音
読

が
寄
与
す
る
と

し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
同
様

で
あ
る
。
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 あ
 
 

 

一
方

、
唐
音

が
漢
字
学
習
や
中
国
風
姓
名

の
判
断
あ
る

い
は

「
モ

ッ
タ
イ
」
が
あ

る
こ
と
な
ど
に
お

い
て
役
立

つ
と

い
う
主
張
は
、
各
書

の

儒
書
唐
音
音
読
論

に
お

い
て
最
初

の
方

で
取

り
上
げ
ら
れ
て

い
な

い
こ
と
、
唐
音
論

に
お
け
る
本
格
的
な
議
論
す
な
わ
ち
解
義

に
関

わ
る
も

の

の
対
象

と
な

つ
て
い
る
と
は
認
め
が
た

い
こ
と
、

ま
た
そ
れ
自
体
が
断
片
的

で
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
文
義
把
握

に
比

べ
る
と
周
辺
的
第

二
義

的

な
根
拠

と
さ
れ

て
い
た
の
で
な

い
か
と
思

わ
れ
る
。

 

5
1
4
1
1
-
3

儒
書
唐
音
音
読
論

の
根
拠

 

以
上

を
ま
と
め

る
と
、
儒
書
唐
音
音
読
論

は
、
そ

の
根
拠

を

一
つ
は
儒
学
儒
書

は
中
国
が
発
祥

の
地

で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
、
も
う

一
つ
は
、

そ
れ
と
関
わ

っ
て
、
儒
学

の
最
終
目
標

は
儒
書

の
文
意

の
正
確
な
把
握

と

い
う

こ
と
に
置

い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 

5
-
4
-
2
 

不
要
論

の
整
理

 

不
要

論

の
根
拠

は
何

か
。
北
海

の
、
儒
者
と

し
て
の
心
構

え
に
関
す
る
感
情
的

と
も
思
わ
れ
る
発
言
な
ど
は
と
も
か
く
と
す

る
と
、
こ
と
必

要
論
者

の
根

拠

で
あ

り
出
発
点

で
も
あ
る
、
儒
書

は
中
国

の
も

の
と
す
る

こ
と

に
対

し
て
は
、
も
ち

ろ
ん
北
海
、
玉
水
両
者

に
も
反
論
が
な

い
。

た
だ

し
、

し
た
が

っ
て
日
本
人
も
中

国
人
と
同
様

に
唐
音

で
読

む
べ
き

で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
北
海

は
根
本
的

に
は
そ
れ
を
是
認
し

て
い
る

の
に
対

し
て
、
玉
水

は
日
中
両
語
間

に
は
音
声
的

に
あ

い
通

じ
る
所
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
う
必
要

は
な

い
と

し
て
い
る
わ
け

で
あ

る
。

で
は
文
意
把

握

に
お

い
て
は
ど
う
な

の
か
。

こ
の
点

に

つ
い
て
、
北
海

は
そ
れ
と
明

言
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
彼

の
発
言
、

取

り
分

け

4
-
-
-
3
-
2
ー
か
ら
、
読
解

に
唐
音

が
必
要
な
場
合

は
そ
れ

に
通
暁
し

て
い
る
者

に
聞
く
と

い
う
含

み
に
お

い
て
、
彼

は
訓
読

で

十
分
可
能

で
あ
る
と

し
て
い
た
と
認

め
ら
れ

る
。

一
方
、
村
士
も
、
日
中
語
共
通
論

の
も
と
で
、
唐
音
音
読
を
す

る
中
国
人
自
体
必
ず

し
も
儒

書
を
正

し
く
読
解

で
き

て
い
る
わ

け

で
は
な

い
こ
と
、
同
様

に
日
本
人
通
訳

は
儒
書

に
通
じ
て

い
な

い
こ
と
な

ど
を
挙
げ

て
、
結

局
訓
読

で
十

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 な
む
 

分

で
あ

る
と
し
て

い
る
わ
け

で
あ
る
。

 
読
書

の
最
終
目
的

は
内
容
把
握

に
尽
き

る
こ
と
を
顧
み

っ
つ
以
上

の
考
察

を
踏

ま
え
る
と
、
、
不
要
論

は
、
文
意

の
正
確
な
把
握

は
訓
読

で

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論

19



十
分

可
能

で
あ
る
と

い
う
認
識

に
最
大

の
根
拠

を
置

い
て
い
た
、
な
お
そ
れ
に
に
関
わ

つ
て
は
日
中
音
声
共
通
説

を
唱
え
る
も
の
も

い
た
と

い

う

こ
と

に
な
ろ
う
。

 

5
1
5
 

中
南

に
お
け
る
不
要
論

(
へ
の
反
論

)
無

の
理
由

 
唐
音
音
読

は
漢
字
学
習

に
も
役
立

つ
と
す
る
と

い
う
付
加
的

な
発
言

は
さ

て
お
く
と
、
中
南

は
徊
棟
や
春
台
達

と
同
様

、
儒
書

は
中
国
生

ま

れ
な

の
だ
か
ら
日
本

人
も
中
国
人
と
同
様

に
唐
音

で
直
読
す

る
の
が
当
然

で
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
う

し
て
こ
そ

ニ
ュ
ア

ン
ス
な
ど
も
含
め

て
そ

の
内
容

を
よ
く
把
握

で
き

る
と
し
て

い
た

こ
と
に
疑
問

の
余
地

は
な

い
。

こ
の
こ
と
と
、

そ
の
多
少
精
粗

は
不
明

で
あ
る
が
彼

は
不
要
論

の
存

在
を
知

っ
て
い
た

に
違

い
な

い
こ
と
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
彼

が
不
要
論

へ
の
反
論

は
お
ろ
か
言
及
も
し
な
か

つ
た
理
由

は
、
彼

に
お

い
て

は
既

に
要
不
要

の
議
論

は
完
全

に
決
着

し
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
不
要
論

は
無
視

し
て
も
差

し
支
え
な

い
も

の
と
な

っ
て
い
た

の
で
な

い
か
と

言
わ
ざ

る
を
え
な
く
な

っ
て
く
る
。

そ
し

て
、
無
視

の
理
由

は
、

こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
こ
と
か
ら

お
の
ず
と
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
儒
書

は

中
国
文
献

で
あ
る
と

い
う
所

に
あ

っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
書

が
申
国
生
ま
れ
と

い
う

こ
と

は
絶
対
不
動

で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
北
海
も

根
底

に
お

い
て
音
読
を
是
認

せ
ざ

る
を
え
な
か

つ
た

し
、
玉
水

は
日
中
音
声
共
通
説

を
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
ま
た
、
そ

の
よ
う
な

意
見

の
存
在

を
中
南
が
知

っ
て

い
た

の
が
ど
う
か
分

か
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
北
海

の
紹
介

し
た
不
要
論

「唐
音

ヲ
知

ラ

ヌ
人

ハ
、
眼

ア
リ

テ
書

ヲ
読

ミ
、
心

ア
リ
テ
勇
裁

ス
。
眼
ト
心
ト
相
謀
リ
テ
州
学
業

ハ
成
就

ス
ル
事

ニ
テ
、
音

ノ
異
同

ハ
ア
ヅ

カ

ル
事

ナ

シ
ト
云

フ

(
4
-
1
-
1
b
)
」

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 あ
ヨ

を

も

っ
て
し
て
も
、

こ
の
事
実

を
否
定
し
さ
る

こ
と

は
で
き
な

い
。

ち
な

み
に
、
祖
棟
春
台
玉
山

ま
た
芳
州
等
、
他

の
儒
書
唐
音
音
読
論
者

に

あ

つ
て
も
不
要
論

の
紹
介
や

そ
れ

へ
の
反
論

が
な

い
こ
と
や
、
近
世

の
有
力
な
儒
者

の
発
言

の
中

に
も
不
要
論
が
見

い
だ

せ
な

い
こ
と
な
ど
も
、

彼
ら
が
等

し
く
儒
書

は
中
国
生

ま
れ
と

い
う

こ
と
を
絶
対
不
動

と
見

て
い
た
か
ら

で
あ
る
に
違

い
な

い
。

ま
た
、
読
書

の
最
終
目
的

で
あ
る
内

容
把
握

の
こ
と
も
、
当
然
不
要
論
無
視

の
理
由

と
な

っ
て
い
た
は
ず

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
彼

は
、
中
国
生
ま
れ

の
書
を
読

ん
で
理
解
す
る
に

は
唐
音

が
不
可
欠

で
あ

る
と
信

じ
て

い
た
に
違

い
な

い
。
ち
な

み
に
、
中
国
人
や
通
訳
が
儒
書
を
正

し
く
読
め
る
わ
け

で
は
な

い
と

い
う
指
摘
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が
不
要
論

者

か
ら
な

さ
れ

て
い
る
が

(
4
-
2

a
b
)
、
唐
音
音
読

が
儒
書

の
理
解

に
害

を
も
た
ら
す

と

い

っ
た
説

は
だ
れ

か
ら
も
出
さ
れ

て

い
な

い
。

 

た
だ

し
、
既

に
見

て
き
た
よ
う

に
、
述

べ
方

は

い
ろ
い
ろ
で
あ

る
が
、
唐
音
音
読

の
先
達

で
あ
る
祖
練
や
春
台
等

で
さ
え
早
々

に
、
唐
音
音

読

は
最
上

の
読
書
法

で
あ

る
け
れ
ど
も
現
実
的

に
は
訓
読
を
取

る
よ
り
仕
方

が
な

い
、
し
か
る
べ
く
訓
読
す
れ
ば
儒
書

の
内
容

を
正

し
く
把
握

で
き

る
、
控
え

め
に
言
え
ば
把
握

で
き
な

い
で
も
な

い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
次
節

の
結
論

の
先
取

り
と
な

る
が
、
中
南

に
お
け

る
実
際

の
読
書

も
訓
読

を
基
調
と
す
る
も

の
で
あ

つ
た
と

い
う

こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
ら
先
人
と
中
南

と
を
重
ね
合

わ
せ
る
と
、

こ
れ
ま

た
徊
練
や
春
台
な

ど
に
依

り

つ
つ
彼

は
、
内
容
把
握

は
本
来
唐
音
音
読

に
お

い
て
な
さ
ね
ば
な
ら
な

い
と
言

い
な
が
ら
も
、

し
か
る

べ
き
方
法

に
よ
れ
ば

そ
れ
は
訓
読

に
よ

っ
て
も
十
分
可
能

で
あ

る
と
し
て
い
た
も

の
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
音

の
、
内
容
把
握
上

の
役
割

と

い
う

こ
と

も
彼

に
お
け

る
不
要
論
無
視

の
理
由

の

一
つ
と
な

つ
て
は
い
た
が
、
儒
書
誕
生

の
地

は
中
国
と

い
う
無

二
絶
対

の
理
由

に
比

べ
る
と

そ
れ

は
副
次
的
付
随
的
な
理
由

に
す
ぎ
な

か

つ
た
と
言
う

べ
き
な

の
か
も
し
れ
な

い
。

 
以
上
、
中
南

は
、
祖
棟

や
春
台
な
ど

に
な

ら

っ
て
、
内
容

把
握

は
訓
読

に
よ

っ
て
行
え
な

い
で
も
な

い
と
し
な
が
ら
も
、
儒
書

は
中
国
生
ま

れ
だ

か
ら
唐
音

音
読

を
通

し

て
そ

の
内
容

の
正
確

な
把
握
を
行
う

べ
き

で
あ
る
、

こ
れ
は
不
動

の
原
理
で
あ

る
、

し
た
が

っ
て
、
も
は
や
儒
書

唐
音
音
読

不
要
論

へ
の
反
論

は
お
ろ
か
言
及
す
ら
行

う
必
要

は
な

い
と
見

て

い
た

の
で
あ

り
、
そ

の
結
果
が

『
学
問
捷
径
』

に
現
れ

て
い
る
の

で
あ

る
と
考
え
ら
れ

る
。
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6

付

論

i
今
後
の
唐
音
音
読
研
究
に
向
け
て
ー

本
稿

の
結
論

は
既

に
前
節

で
述

べ
た
。
本
節

で
は
、
そ
れ
を
踏

ま
え
な
が
ら
今
後

に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論

の
研
究

に
向

け
て
、
中
南

に

お
け
る
唐
音
音
読
論
と
実
際

の
読
書
法
と

の
関
係

を
か
い
ま
見

て
お
き
た
い
。

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論



 

6
1
1
 

実

際

の
読

書

法

中

南

が
儒

書

唐

音

音

読

を
絶

対

と

し

て

い
た
と

し

て
も

、

そ

れ

が

そ

の
ま

ま
実

際

の
読
書

に
お

い
て
行

わ

れ

て

い
た

と

い
う
保

証

は
な

い
。

な
ぜ

な

ら
、

彼

の
発

言

の
中

に
読

書

法

に

お

い
て
唐

音

音

読

と
相

対

立

す

る
訓

読

を

退

け

る
言

及
を

、

そ

れ
と

見

い
だ

す

こ
と
が

で
き

る
わ

け

で
は
な

い
か
ら

で
あ

る
。

ま

た

、

も

と
よ

り
彼

が
確

固

た

る
伝

統

に
支

え

ら

れ

た
訓
読

を
、

早

々

に
廃

止

し
た

な
ど

と

い
う

こ
と

も
想
定

し
が

た

い
か

ら

で
あ

る
。

 

6
1
1
1
1
 

唐

音

音
読

と
訓

読

と

の
関

係

(
1
)

 

中

南

は
、

い

っ
た

い
実

際

の
読

書

を
ど

の
よ
う

に
行

つ
て

い
た

の
で
あ

ろ

う

か
、

ま

た
行

う

べ
き

と

し

て

い
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

こ
の
実

践

上

の
問

い
に
関

し

て
、
彼

に
直

接

述

べ

る
所

は
な

い
。

し

か

し
な

が

ら
、

『
捷

径

』

は
入
門

書

で
あ

る
。

し
た

が

つ
て
、

関
連

す

る
言
及

は
随

所

に
見

い
だ
さ

れ

る
。

そ

の
中

で
読

書

法

に

つ
い
て
述

べ
た

『
捷

径

』

上
巻

冒

頭

、

つ
ま

り

『
捷
径

』
冒

頭
部

分

は
看

過

で
き
な

い
。

そ

の
第

一
項

は
次

の
よ
う

な
言

葉

か
ら
始

ま

る
。

 

 

 

 

 

 

 

 

カ

ラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 バ
イ

 
チ
カ
ラ

 
ツ
イ
ヤ

 

 

 

 
 カ
タ

 

a
我

ガ

日
本

人

ノ
唐

山

ノ
学

問

ス

ル

ハ
、

唐

人

ヨ
リ

モ

一
倍

ノ
工
夫

ヲ
費

ス
事

ニ
テ
甚
難

キ
事

ナ

リ
。

何

ン
ト

ナ

レ
バ
唐

山

ノ
書

ノ
文

理

モ

 

 

ワ
カ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ム
テ
ン
モ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヨ
マ

 
 
分

レ
字
義

モ
詳

ニ
ナ
リ
。
無
点
物

サ
ラ

く

ト
読

ル
＼
ヤ
ウ

ニ
ナ

ル
、
是
学
問

ノ
半
功
ナ

リ
。

カ
ヤ
ウ

ニ
ナ
リ

テ
唐

人

ノ
無
学

ノ
人
ト
平

 

 

等

ナ

リ

。

唐

ノ
人

無

学

ト

イ

ヘ
ド

モ
後

世

ノ
書

ハ
看

ル

ニ
随

テ

通

ズ

ル
ナ

リ

。

ナ

ヲ

日

本

人

和

学

セ

ヌ
人

モ
平

家

物

語

太

平

記

ノ
類

ヲ
読

 

 

ガ

ゴ

ト

シ
。

古

書

ハ
註

釈

ア

レ

バ

通

ズ

ル
ナ

リ

。

ナ

ヲ

日
本

人

ノ
源

氏

物

語

伊

勢

物

語

ナ

ド
抄

サ

ヘ
ア

レ

バ

通

ズ

ル

ガ

ゴ

ト

シ
。

故

二
先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モ
チ
ロ
ン
ワ
ク
ン
テ
ン
ツ
キ

 

 

ヅ

無

学

唐

人

ニ
ナ

ラ

ネ

バ
所

詮

学

問

ハ
成

就

セ

ヌ
ト

心

得

ベ

シ
。

勿

論

和

訓

点

付

ニ
テ
読

デ

通

ズ

ル

ヤ

ウ

ニ
覚

ル

モ

ノ

ア

ラ

ン
。

ソ

レ

ハ

 

 

 

 

 

ヒ
ガ
ゴ
ト
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 カ
ゲ

エ 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
タ
チ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ジ
モ
ク
ピ
コ
フ
 
 
ワ
カ
 
 
 
 
 
 イ
ロ

 

 

大

ナ

ル
僻

事

ナ

リ

。

和

訓

ニ
テ
通

ズ

ル

ハ
讐

ヘ
バ

影

画

ノ
人

形

ヲ

見

ル
ガ

ゴ

ト

ク

、

象

ハ
ア

レ

ド

モ
耳

目
鼻

ロ

モ
分

レ
ネ

バ

色

ツ

ヤ

ハ
ナ

 

 

ヲ

サ

ラ

ナ

リ

。

上

一
オ

ウ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ム
テ
ン
モ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
マ

 

「学
問

ノ
半
功

」
す
な
わ
ち

「無
学
唐
人

」
に
達
す

る
た
め
に
は
、

「無
点
物
サ

ラ
く

ト
読

ル
ン
ヤ
ウ

ニ
ナ
」
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
す
る
。
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ム
テ
ン
モ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 ワ
ク
ン
テ
ン
ツ
キ

「無

点

物

」

と

は

「和

訓

点
付

」

で
な

い
も

の
に
違

い
な

い
。

そ
れ

を

「サ

ラ

ノ
＼

ト
」
読

む
時

に
唐

音

を

用

い
る

の
か
、
訓

読

に

よ

る

の

か

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ム
テ
ン
モ
ノ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ワ
ク
ンテ
ン
ツ
キ

は
、
文

面

か

ら

は
よ

く
分

か
ら

な

い
。

た

だ

し
、
少

な

く

と

も

「無

点

物

」

に
至

る
以
前

の
読
書

は

「和

訓

点
付

」

11
訓
読

だ

っ
た

に
違

い
な

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

テ
ン
ツ
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ム
テ
ン
モ
ノ
 
 
 
ワ
ク
ン
テ
ン
ツ
キ

い
。

な

ぜ

な

ら

、

学

習

者

が

「点

付

」

を
読

ん

で

い
な
け

れ

ば

、
彼

に
お

い
て

「無

点

物

」

「和

訓
点

付

」

の
可

否

や

そ
れ

に

よ

る
読
書

の
是

非

な

ど

は
話

題

に
な

る

は
ず

が

な

い
か
ら

で
あ

る
。

 

 
 

 

 
ワ
ク
ン
テ
ン
ツ
キ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
ゲ
ヱ

 

な

お

、

「和

訓

点

付

ニ
テ
読

デ

通

ズ

ル
ヤ
ウ

ニ
覚

ル

モ
ノ
」

が

い
る
が

、
訓

読

に

よ

る
読

書

は

「影

画

」

を
見

て

い
る
よ
う

な

も

の
だ

と

し

て

い
る
。

残

念

な

が
ら

、

こ

こ
か
ら

も
中

南

が

い
ず

れ

の
方
法

を
選
択

し

て

い
た

の
か
、

う

か

が

い
知

る
こ
と

は

で
き

そ

う

に
な

い
。

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ハ 
ル
 
レ 
 
ナ
ラ
ン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 シ
メ

 

さ

て
、
a
に
次

い
で
、
「或

恐

是

同

郷

」

と

い
う
句

を
掲

げ

て
そ

の
文

意

の
穿
墾

を
行

い
、
「凡

ソ
盛

唐

ノ
絶
句

助

辞

ノ
働

キ

ニ
テ
深

意

ヲ
見

ス
。

 

 
 

 

 

ウ
ト

故

二
字

義

二
疎

ケ

レ
バ
盛

唐

ノ
妙

処

ハ
シ

ル
事

ア
タ

ハ
ズ
。

(ニ
ォ

)
」

と
述

べ
る
。

そ

の
後

も
同

用
例

を

二

つ
あ
げ

て
、

そ
れ

に
説

明

を
加

え

な

が

ら

、

読

書

に

お

い
て
は

ま
ず

「影

絵

」

の
読

書

か
ら
抜

け
出

て

「無

学

唐

人

」

に
な

ら

ね
ば

な

ら
な

い
、

そ

の
た

め

に

は

「
(原

漢

文

の
)

字

義

」

や

「文

理

」

を

明

ら

か

に
す

る

こ
と

が
必

要

で
あ

る
と
す

る
。
中

南

の
こ
れ

ら

の
言

及

は
、
次

の
三
点

か

ら
彼

が
読
書

に
関

し

て
は
訓

読

を
前

提

と

し

て

い
た

こ
と

を
示

し

て

い
る

も

の
と

解
さ

れ

る
。

 

 

①

同

用
例

も
含

め

て

こ
こ

で
挙

げ

ら

れ

て

い

る
実
例

は
、

す

べ

て
訓

点
付

き

で
あ

る

こ
と

。

 

 

②

日
本

儒

者

の
場

合

、
儒

書

の
意
味

内

容

の
把

握

は
結

局

日
本

語

に
よ

っ
て
行

わ

れ

る

こ
と

に
な

る
が

、

そ

の
際

伝

統

あ

る
訓

読

が

 

 

 
 

切

行

わ

れ
な

い
な

ど
と

は
考

え

ら

れ
な

い

こ
と
。

 

 

③

a
以

降

、

絶

え

て
唐
音

と

い
う

語

が
現

れ

て

い
な

い

こ
と
。

唐

音

音

読

を
前

提

と

し

て

い
る

の
な

ら
、
例

え
ば

「無

学

唐

人

」
と

の

 

 
 

関

わ

り

に
お

い
て
唐

音

や
唐

音

音

読

の
こ
と

が
少

し
は
触

れ

ら

れ

て

い
て
も

よ

い

の
で

は
な

い
か
と

思
わ

れ

る

こ
と
。

 

こ
れ

ま

で

の
分

析

は

い
ず

れ

も

、
本

文

第

一
項

は
唐
音

音

読

で
な

く
訓

読

を
前

提

と

し
た
言

及

で
あ

る
と

見

た
方

が
無

理

が
な

い
こ
と
を

示

し

て

い
る
。

こ

の
点

に

つ
い
て

『
捷

径

』

の
他

の
部

分

に
眼

を
転

じ

て
み

る
と

、
こ

の
書

に

は

こ

の
よ

う

な
見
方

を
支
持

す

る
言
及

こ
そ
あ

れ
、

近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論
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否
定
す

る
も

の
は
見

い
だ

せ
な

い
こ
と
を
知

る
。

一
例

を
あ
げ

て
み
る
。

 

6
1
1
-
2
 

唐
音
音
読

と
訓
読
と

の
関
係

(
2
)

 
上
巻
第

二
項
冒
頭
は
、
第

一
項
末
尾

(上

三
オ
)

の
、
〈以
下

に
お

い
て
は

「無
学
唐
人
」
と
な

り
そ
し
て
そ
れ
を
乗

り
越

え
る
た
め
の

「学

ビ
ヤ
ウ

ノ
次
第

ヲ
示
」
す
〉

と

い
う
予
告
を
受
け

て
、

「素
読
」

に

つ
い
て
述

べ
て

い
る
が
、
中
南

は
こ
こ
で
、
七
、
八
才

ま
で
、
最
大
限
十
才

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ク
ト
ウ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヲ
シ

ま

で
の
弟

子
に
行
う
素
読

に
お

い
て
師

は

「句
読

ヲ

ヨ
ク
正

シ
音
訓

ト

モ

ニ
誤
リ
ナ
キ
ヤ

フ

ニ
教

ユ
ベ
シ

(上

三
ウ
)
」
と

し
て
い
る
。
ま
た
、

そ

の
次

の
第

三
項

で
は
、
十
才

以
上

に
な

つ
て
か
ら
学
問
を
始

め
る
者

に
お
け

る
学
習
法

の
第

一
は
、

「唐
詩
選

ヲ
音
訓
点

ヲ
誤

ラ
ズ
数
百
返

熟
読

ス

(上

四
オ
)
」

る
こ
と

で
あ
る
と
し
て

い
る
。

 

な
お
、

こ
の
二

つ
の
言
及

に
は

「音
」
と

い
う
語
が
出

て
く

る
が
、

こ
の

「音
」
は

「句
読

」
「訓
」

「点

」
な
ど
と

一
緒

に
用

い
ら
れ

て
い

る
こ
と

か
ら
、
唐
音

(音
読

)
と
解
す
る

の
は
到
底
無
理

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
両
項
に

一
切
唐
音
と

い
う
語

が
現
れ

て
い
な

い
こ
と
と
あ

い

ま

っ
て
、
そ
れ
は
訓
読

の
際
音
読

み
す
る
漢
字

の
そ

の
音

を
意
味
す

る
も

の
と
解
さ
れ
る
。

 
中
南

が
学
問

の
基
礎

の
基
礎
と
す

る
素
読

に
お

い
て
訓
読
が
行
わ

れ
て
い
た
と

い
う
こ
と

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
彼

の
読
書
論

は
実

は
訓

読
を
前
提

と
し

て
展
開
さ
れ

て
い
た
と

い
う

こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

 

6
-
1
-
3

読
書

の
実
際

 

中
南

に
お
け

る
読
書

の
基
本

は
訓
読
だ

っ
た
と

い
う

こ
と
は
、
唐
音
音
読
論

に
立

っ
て
い
た
租
挾
や
春
台
そ
し
て
玉
山

な
ど
が
、
唐
音
教
授

の
条
件

が
整

っ
て
い
な

い
と

い
う

こ
と
か
ら
、
結
局
門
人

へ
の
儒
書
唐
音
音
読
必
修

を
断
念

し
て

い
る
こ
と

か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ

る
。
な

お
、
中
南

そ
の
他

の
儒
者

に
、
中
南
が
弟
子
に
儒
書
唐
音
音
読

を
必
修
と
し
て
課

し
た
と
い
う
言
及
は
な

い
。

 

6
1
2

今
後

の
課
題

 

中
南

は
実
際

の
読
書

は
訓
読

を
前
提
と
し
て
行

っ
て
い
た
。

こ
こ
に
お

の
ず
と
、

い

つ
た

い
彼

は
唐
音
音
読
論
と
訓
読

と
を
ど

の
よ
う
に
関
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係

づ
け

て
い
た

の
か
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
高

く
評
価

し
た
唐
音
音
読

と
実
際

の
読
書

で
行

つ
て
い
る
訓
読
と

の
彼

に
お
け
る
整
合
性

は
ど

こ
に

あ
る

の
か
、
と

い
う
疑
問
が
生

じ

て
く
る
。

 
素
読

を
初

め
と

し
て
訓
読

が
根
本

と
な

っ
て
い
た
と

い
う

こ
と
は
、

こ
の
疑
問

は

つ
ま

る
と
こ
ろ
、
実
際

の
読
書
が
訓
読
を
中
心

と
し
て
進

行

し

て
い
る
中

で
唐
音

は

い

つ
た

い
い

つ
ど

の
よ
う

に
学
習
さ
れ
、

ま
た
そ
れ
に
よ
る
儒
書
音
読

は
い

つ
ど

こ
で
ど

の
よ
う

に
行

わ
れ
た

の
か

と

い
う

こ
と
、
そ

し
て
ま
た
、

一
人
中
南

だ
け
で
な
く
、
征
棟

以
下

の
唐
音
音
読
論
者
す

べ
て
に
向

け
ら
れ

る
性
格

の
も

の
で
も
あ

る
と

い
う

こ
と
を
示

し
て
い
る
。
残
念
な

が
ら
本
稿

の
筆
者

に
は
ま
だ
準
備
が
と
と

の

つ
て
い
な

い
の
で
、

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
い
ず
れ
稿

を
改
め
て

考
え

て
み
た

い
。

(注

1
)
例
え
ば
、
中

巻

に
お

い
て
は

「作
詩
法
」
と

い
う

一
節
を
立

て
、
全
二
四
丁
中

の
二
十
丁
近

く
を
漢
詩
文
作
成
論

に
当

て
て
い
る

(湯
沢

二
〇

 
 

〇
七
)。

(注

2
)
例
え
ば
上
巻

の
場
合
、
全

二
⊥ハ
丁
が
大
な
り
小
な
り
、
陰
に
陽

に
読
書
法
に
関
わ

っ
て
い
る
。
特
に
冒
頭

か
ら
第
四
項
四
丁
ウ
ま
で
は
そ
れ
の
み

 
 

に

つ
い
て
述

べ
て
い
る
。

(注

3
)
北
海

は
後
述

の
よ
う

に
、
少

な
く
と
も
そ

の
文
面
に
お

い
て
は
中
間
派

と
言
う
べ
き

で
あ
る
。

し
か
し
、
実
質
的

に
は
不
要
論
に
傾

い
て
い
る
こ

 
 

と
は
明
ら
か
な

の
で
、
本
稿

で
は
不
要
論
者
と
し
た
。

(注

4
)
中
南

に
お
け
る
漢
詩
文
作
成

に
関
わ
る
唐
音
に

っ
い
て
は
湯
沢
二
〇
〇
七
。

(注

5
)
明
や
清

か
ら

の
亡
命
儒
者
な
ど
は
も
と
よ
り
、
例
え
ば
中

野
撚
謙

(
一
六
六
七
～

一
七
二
〇
)
や
 
後

に
本
稿

で
も
取
り
上
げ
る
雨
森
芳
州
な
ど

 
 

の
よ
う
に
、
近
世
儒
者

の
中

に
は
但
篠
よ
り
も
先

に
儒
書
唐
音
音
読
を
行

っ
て
い
た

(と
見
ら
れ

る
)
者
が
少
な
か
ら
ず

い
る
。
し
か
し
、
儒
学
界

 
 

に
お

い
て
広

く
ま
た
積
極
的
に
唐
音
音
読
を
主
張
し
た
最
初
の
人
物
は
だ
れ
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
や
は
り
徊
挾

以
外

に
は
い
な

い
。

(注

6
)
『文
罫
』
(国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
)
上

一
オ
・下

一
オ
な
ど
、
『文
戒
』
三

一
〇
頁
、『譲
園
二
筆
』
五
七
四
頁
、
『詩
文
国
字
腰
』
五
八
二
頁
な
ど
。
な
お
、
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近
世
中
期
に
お
け
る
儒
書
唐
音
音
読
論



 
 

古
文
辞
学
派

の
服
部
南
郭

(
一
六
八
三
～

一
七
五
九
)
に
師
事
し
た
湯
浅
常
山

(
一
七
〇
八
～
八

一
)

一
七
四
九

(寛
延
二
)
年

、
一
七
五
三

(宝
暦
三
〉

 
 

年
著

『文
会
雑
記
』
に
は
、
次

の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
祖
練
が
儒
書
唐
音
音
読
を
是
と
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
子
式
、

 
 

華

音

ノ

コ
ト

ヲ
侠

翁

二
間

シ

ニ
、

イ
ヤ

く

マ
ア
ヒ

ン
ト

ン
ト
詩

ヲ
ウ

タ

ペ
バ

モ
ツ
タ

イ
ガ

ア
リ

テ
、
子
式

ハ
華
音

ヲ

シ
リ

タ

ル
ポ
ド

ニ
、
詩

上
手

 
 

ナ

ル
ラ

ン
ト
人

ガ
思

ン
ト
笑

ハ
レ
タ
リ
。

子
允

又
華

音

ノ

コ
ト

ヲ
問

レ
シ

ニ
、

イ
ヤ

く

学

問

二
華

音

ヲ

ス
ル

ハ
、
鬼

二
金

ボ

ウ

ヲ

モ
タ
セ

タ

ル
也

 
 

ト

云

レ
タ
リ
、

ト
君
修

ノ
話

シ
ナ
リ
。

二
五
五
頁

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ス
コブ
ル

(注

7
)
例

え

ば
次

の
よ

う
な

一
文

が
あ

る
。
①

今

ノ
世

ノ
儒
者

。
多

ク
書

を
読

ミ
。
能

ク
経
術

ヲ
談

ジ

テ
。
頗

発

明

ス
ル
所

ア

レ
ド

モ
。
古

人

ノ
語

二
於

テ
。

 
 

ク
ツ
 
 ヘダ
テ
 
 
カ
ユ
ガ
リ
 
カ
ク
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ナ
ラ
ヒ
 
 
 
 
 
 
ツ
イ
エ 
 
 
 
 
コ
シ
ツ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
ラ

 
 

靴

ヲ
隔

テ
。
痒

ヲ
掻

ガ
如

ク
ナ

ル

ハ
。
倭

語

ノ
習

。
顛
倒

ノ
弊
。
倶

二
病
疾

ト
ナ

リ

テ
。
其

霊
智

ヲ
昧

マ
ス
故

ナ

リ
。
上
十

四
オ
 

②
若

コ
レ

(
「倭

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ノ
ゾ
カ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タ
ゥ
ワ

 
 

語
顛

倒

ノ
読

」
と

い
う

「甘

キ
毒

」
)

ヲ
除

ン
ト

オ

モ

ハ
寸
。
華
語

ヲ
習

フ

ニ
シ
ク

ハ
ナ

シ
。

華
語

ト

ハ
中
華

ノ
俗

語
ナ

リ
。

今

ノ
唐

話

ナ

リ
。

サ

レ

 
 

バ
文

学

二
志

ア
ラ

ン
者

ハ
。
必

唐
話

ヲ
学

ブ

ベ
キ
ナ

リ
。
上

十

四
ウ

(注

8
)

a
の
外

に
も
例

え
ば

『
橘

窓
茶
話
』
四
〇
四
頁
や

}
七
五

四

(宝
暦

四
)
年

践

一
七
八
九

(安

政

一
)
年

刊

『
た

は
れ

ぐ
さ
』
二
三

二
～

四
頁

な
ど

に
、

 
 

唐
音

音
読

に
触

れ

た
言

及
が

あ

る
。
た

だ

し
、 

儒
書
唐

音
音
読

を

そ
れ
と
主
張

す

る
も

の
と

い
う
と
、
現
在

ま

で

の
と

こ
ろ

a
し
か
見

い
だ

せ
な

い
。

(注

9
)

「題

言
十
則

」

五
四
七
頁

。
注

7
①

。

(注

10
)

石
崎

=

九
頁

。
湯
沢

二
〇
〇
七

。

(注

11
)
注

7
参

照
。

(注

12
)
訓

読

で
解
読

可
能

と
す

る
主

張

は
、
例

え
ば

玉
水

の
よ
う

に
、
当

時

の
日
本

人
儒
者

の
中

に

は
文
意

把
握

に
お

い
て
日
本
人

は
中

国
人

を

し

の
い

 
 

で

い
る

(所

も

あ

る
)

と
考

え

て
い
た
者

が

い
た

こ
と

を
示

し

て

い
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て

は

い
ず

れ
別
稿

で
述

べ
て

み
た

い
。

な
お
、
儒

者

な
ら

 
 

ぬ
日
本
人

通

訳

に
は
、
玉
水

に
対

し
て
返

す

べ
き

言
葉

は
な

か

っ
た

で
あ
ろ
う
。

(注

13
)
北

海

は
不
要
論

の
紹
介

は
長

く
な

る

の
で
行
わ
な

い
と

し
て

い
る
が

(
4
!
1
1
3
)
、
彼

の
唐
音
論

の
根
底

に
は
儒
書

唐
音
音
読

論

の
肯

定

が
あ

る

 
 

こ
と
を
踏

ま
え

る
と

、
彼

は
不
要
論

は
根
本
的

に
は
成

り
立

ち
え
な

い
と
考

え

て
い
た

の
で
、
あ
え

て
そ

の
詳

し

い
紹
介

を
避

け

た

の
か
も

し
れ
な

い
。
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