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本
書
は
︑
江
戸
時
代
の
日
本
を
代
表
す
る
儒
者
の
一
人
で
あ
る
荻
生
徂
徠

︵
一
六
六
六
~
一
七
二
八
︶
の
著
述
と
思
想
に
つ
い
て
英
文
で
記
さ
れ
た
解
題

八
篇
と
論
文
七
篇
を
収
め
た
論
集
で
あ
る
︒
シ
ュ
プ
リ
ン
ガ
ー
社
か
ら
刊
行

中
の
︽
日
本
哲
学
必
携
︾
シ
リ
ー
ズ
︵Tetsugaku C

om
panions to Japanese 

Philosophy

︶
の
第
二
冊
と
し
て
︑
二
〇
一
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
︒
冊
子
版

︵
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
カ
バ
ー
の
両
方
︶
と
電
子
版
︵
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
︶
が
存
在
す
る
︒

な
お
評
者
は
︑
本
書
を
電
子
版
の
み
で
読
ん
だ
︒

　
二
名
の
編
者
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
を
拠
点
に
日
本
近
世
思
想
史
研
究
を
牽
引
し

て
こ
ら
れ
て
い
る
Ｗ
・
Ｊ
・
ボ
ー
ト
氏
と
︑
今
日
の
日
本
に
お
け
る
荻
生
徂

徠
研
究
の
第
一
人
者
の
一
人
︑
高
山
大
毅
氏
で
あ
る
︒
夢
の
共
演
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
︒
両
氏
を
含
む
︑
合
計
九
名
の
経
験
豊
か
な
日
本
思
想
史

研
究
者
が
寄
稿
し
て
お
り
︑
お
の
お
の
が
居
住
し
研
究
の
拠
点
と
す
る
場
所

は
実
に
多
様
で
︑
日
本
︵
五
名
︶
の
他
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
オ
ラ
ン
ダ
・

台
湾
・
ア
メ
リ
カ
︵
各
一
名
︶
に
わ
た
る
︒
日
本
国
内
を
拠
点
と
す
る
執
筆

者
の
担
当
分
は
︑
ボ
ー
ト
氏
が
全
て
英
訳
さ
れ
た
と
い
う
︵p. 7

︶︒

　
本
書
は
た
ま
た
ま
英
語
で
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
何
語
に
お
い
て
も
︑
こ
れ

ほ
ど
多
彩
な
メ
ン
バ
ー
が
揃
い
︑
荻
生
徂
徠
の
著
述
と
思
想
に
つ
い
て
多
角

的
な
視
座
か
ら
考
究
し
た
論
集
は
︑
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
︒
異

分
野
の
読
者
で
も
理
解
し
や
す
い
よ
う
︑
徂
徠
や
そ
の
周
辺
に
関
係
す
る
基

礎
的
な
事
項
に
つ
い
て
も
丁
寧
な
説
明
が
付
さ
れ
る
一
方
で
︑
近
世
日
本
の

漢
学
や
思
想
史
を
専
門
と
す
る
者
に
と
っ
て
も
︑
十
二
分
に
読
み
応
え
が
あ

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒
以
下
︑
そ
の
中
身
を
紹
介
し
よ
う
︒

　
ま
ず
構
成
に
つ
い
て
記
す
︒
本
書
は
二
部
構
成
を
と
る
︒
ボ
ー
ト
氏
に
よ

る
行
き
届
い
た
序
言
︵
第
一
章
︶
の
後
︑
第
一
部
の
解
題
篇
︑
第
二
部
の
論
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文
篇
と
続
き
︑
最
後
に
詳
細
な
索
引
が
置
か
れ
て
い
る
︒

　
第
一
部
の
解
題
八
篇
︵
第
二
~
九
章
︶
は
︑﹃
訳
文
筌
蹄
﹄
か
ら
﹃
徂
徠
集
﹄

ま
で
︑
現
存
す
る
徂
徠
の
主
要
な
著
述
に
つ
い
て
︑
成
立
の
時
期
や
背
景
︑

内
容
︑
伝
本
︑
先
行
研
究
等
の
概
要
を
提
示
す
る
︒
各
篇
は
異
な
る
担
当
者

に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
お
り
︑
八
篇
の
排
列
は
概
ね
著
述
の
成
立
順
に
従
う
︒

こ
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
形
の
﹁
日
本
式
の
解
題
﹂︵kaidai 

解
題 in the 

Japanese m
anner, p.7

︶
を
載
せ
る
英
文
の
書
籍
は
先
例
が
少
な
い
よ
う
に
思

う
が
︑
一
次
資
料
の
あ
ら
ま
し
を
最
初
に
提
示
す
る
と
い
う
方
法
は
大
変
有

効
で
あ
り
︑
今
後
︑
本
書
を
模
範
と
し
︑
英
語
・
日
本
語
・
そ
の
他
の
言
語

を
問
わ
ず
︑﹁
解
題
﹂
に
重
き
を
置
く
研
究
書
が
増
え
れ
ば
喜
ば
し
い
限
り
で

あ
る
︒

　
第
二
部
の
論
文
七
篇
︵
第
十
~
十
六
章
︶
は
︑
内
容
に
よ
っ
て
︑
徂
徠
の
伝

記
︵
第
十
章
︶︑
徂
徠
の
思
想
の
特
徴
︵
第
十
一
~
十
三
章
︶︑
後
世
に
お
け
る

徂
徠
学
の
受
容
︵
第
十
四
~
十
六
章
︶
に
大
別
で
き
る
︒
澤
井
啓
一
氏
に
よ
る

徂
徠
の
伝
記
は
︑
少
年
期
か
ら
老
年
期
ま
で
の
徂
徠
の
命
運
が
︑
将
軍
が
代

替
わ
り
す
る
ご
と
に
浮
き
沈
み
し
た
様
相
を
克
明
に
描
き
︑
そ
れ
が
徂
徠
の

著
述
や
思
想
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
具
体
的
に
指
摘
し
な
が
ら
︑
徂
徠

を
理
解
す
る
た
め
の
盤
石
な
土
台
を
築
き
上
げ
て
い
る
︵
第
十
章
︶︒

　
続
く
三
篇
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
全
く
異
な
る
切
り
口
か
ら
︑
徂
徠
の
思
想
を

鋭
く
分
析
す
る
︒
小
島
康
敬
氏
は
︑
徂
徠
が
提
唱
し
た
模
倣
中
心
の
学
習
方

法
に
︑
心
よ
り
も
身
体
を
重
視
す
る
姿
勢
が
明
確
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を

指
摘
す
る
︵
第
十
一
章
︶︒
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ア
ン
サ
ー
ル
氏
は
︑
徂
徠
の
鬼
神

論
に
﹁
天
﹂
と
﹁
作
為
﹂
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
矛
盾
が
存
在
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
つ
つ
︑
近
世
日
本
の
武
家
社
会
の
あ
り
方
と
関
連
づ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑
そ
の
矛
盾
の
な
か
に
一
貫
性
を
見
出
す
︵
第
十
二
章
︶︒
ジ
ョ

ン
・
タ
ッ
カ
ー
氏
は
︑
徂
徠
の
赤
穂
浪
士
論
を
取
り
上
げ
︑
徂
徠
作
と
さ
れ

る
こ
と
の
あ
る
﹃
擬
律
書
﹄
は
偽
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
︑
徂
徠
が

理
想
と
し
た
忠
義
は
︑
赤
穂
浪
士
よ
り
も
︑﹁
上
総
の
︵
素
朴
な
︶
田
舎
者
の

百
姓
﹂︵K

azusa’ s rustic peasantry, p. 103

︶
で
あ
っ
た
市
兵
衛
の
生
き
方
に
見

出
さ
れ
た
こ
と
︑
徂
徠
と
福
澤
諭
吉
の
赤
穂
浪
士
論
に
共
通
点
が
見
ら
れ
る

こ
と
な
ど
︑
具
体
的
か
つ
有
益
な
指
摘
を
行
う
︵
第
十
三
章
︶︒
ア
ン
サ
ー
ル

氏
と
タ
ッ
カ
ー
氏
の
論
は
︑
徂
徠
の
思
想
が
︑
過
去
︵
古
代
中
国
︶
を
志
向
す

る
だ
け
で
な
く
︑
現
在
︵
当
代
日
本
︶
に
根
差
す
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
端

的
に
示
し
て
お
り
︑
徂
徠
研
究
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
ん
で
い
る
︒

　
末
尾
の
三
篇
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
江
戸
時
代
後
半
の
日
本
︑
清
代
中
国
と
朝

鮮
︑
戦
後
日
本
に
お
け
る
徂
徠
受
容
・
徂
徠
研
究
を
概
観
す
る
内
容
で
あ
る
︒

ボ
ー
ト
氏
は
︑
徂
徠
学
を
門
人
の
立
場
で
継
承
し
た
服
部
南
郭
と
太
宰
春
台
︑

徂
徠
に
正
面
か
ら
反
論
し
た
五
井
蘭
洲
と
中
井
竹
山
︑
徂
徠
を
意
識
し
つ
つ

乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
人
物
の
事
例
と
し
て
皆
川
淇
園
を
取
り
上
げ
て
お
り
︑

殊
に
淇
園
と
徂
徠
の
比
較
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
︵
第
十
四
章
︶︒
藍
弘
岳
氏

は
︑
先
行
研
究
を
丁
寧
に
踏
ま
え
な
が
ら
︑
十
八
~
十
九
世
紀
の
清
朝
と
朝

鮮
で
徂
徠
と
そ
の
門
下
の
著
述
の
一
部
が
読
ま
れ
た
こ
と
︑
し
か
し
そ
の
影
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響
は
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
︑
特
に
戴
震
の
学
術
を
中
心
と
す
る
清

朝
考
証
学
と
徂
徠
学
の
対
比
も
行
う
︵
第
十
五
章
︶︒
高
山
氏
は
︑
丸
山
眞
男

﹃
日
本
政
治
思
想
史
研
究
﹄︵
一
九
五
二
年
︶
か
ら
二
〇
一
〇
年
代
ま
で
の
徂

徠
研
究
に
つ
い
て
︑
時
期
ご
と
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

研
究
手
法
や
視
座
の
長
短
を
評
し
て
い
る
︵
第
十
六
章
︶︒
な
お
同
章
は
︑
同

氏
﹁︿
研
究
動
向
﹀
21
世
紀
の
徂
徠
学
﹂︵﹃
思
想
﹄
二
〇
一
六
年
十
二
月
号
︶
の

増
訂
版
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
︵p. 177

︶︒

　
以
上
に
紹
介
し
た
通
り
︑
こ
の
一
冊
に
は
︑
日
本
国
内
外
の
日
本
思
想
史

研
究
者
た
ち
に
よ
る
徂
徠
研
究
の
最
新
の
成
果
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
︒
英
語

で
書
か
れ
て
は
い
る
が
︑
編
者
の
方
針
に
よ
り
︑
人
名
・
書
名
・
原
文
等
の

漢
字
表
記
が
文
中
に
細
や
か
に
付
さ
れ
て
お
り
︑
漢
字
圏
の
読
者
に
と
っ
て

も
読
み
や
す
い
よ
う
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
国
内
を
拠
点
と
す
る
読

者
に
も
︑
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
頂
き
た
く
思
う
︒

　
敢
え
て
欲
張
り
を
言
え
ば
︑
先
行
研
究
な
い
し
参
考
文
献
の
挙
げ
方
に
︑

も
う
少
し
注
意
が
払
わ
れ
て
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
評
者
に
と
っ
て

や
や
不
可
解
で
あ
っ
た
の
は
︑Em

anuel Pastreich

氏
に
よ
る
論
文
﹁G

rappling 

w
ith C

hinese W
riting as a M

aterial Language: O
gy ū Sorai’ s Yakubunsentei

﹂

︵H
arvard Journal of Asiatic Studies 61 : 1 , 

二
〇
〇
一
年
︶
へ
の
言
及
が
︑
第
二
章

の
﹃
訳
文
筌
蹄
﹄
解
題
に
お
い
て
欠
如
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
同
論
文
の
付

録
に
は
︑﹃
訳
文
筌
蹄
﹄
初
編
の
﹁
題
言
十
則
﹂
全
体
の
英
訳
が
載
っ
て
お
り
︑

貴
重
な
先
行
研
究
で
あ
る
︒
ま
た
︑
第
三
章
の
兵
学
関
連
書
の
解
題
で
︑
野

口
武
彦
氏
の
﹃
江
戸
の
兵
学
思
想
﹄︵
一
九
九
一
年
︶
が
参
考
文
献
に
挙
げ
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
も
不
思
議
で
あ
っ
た
︒
第
八
・
九
章
の
﹃
政
談
﹄・﹃
太
平

記
﹄
と
﹃
徂
徠
集
﹄
の
解
題
に
至
っ
て
は
︑
参
考
文
献
が
一
つ
も
挙
げ
ら
れ

て
い
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
解
題
の
書
き
方
に
つ
い
て
統
一
的
な
方
針
が
定
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
解
題
は
︑
個
別
の
担
当
者
に
一
任
す

る
の
で
は
な
く
︑
編
者
あ
る
い
は
執
筆
者
一
同
が
草
稿
全
体
に
目
を
通
し
た

上
で
︑
あ
る
程
度
ま
で
体
裁
を
揃
え
︑
互
い
に
不
足
を
補
い
合
う
こ
と
が

あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
論
文
篇
の
第
十
二
章
が
︑
子

安
宣
邦
﹃
徂
徠
学
講
義
︱
︱
﹃
弁
名
﹄
を
読
む
﹄︵
二
〇
〇
八
年
︶
を
参
考
文

献
に
挙
げ
て
い
な
い
点
も
気
に
な
っ
た
︒
同
書
の
﹁
第
十
講
「
鬼
神
」﹂
で
は
︑

徂
徠
の
鬼
神
論
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
︒

　
更
に
欲
張
り
を
言
う
と
︑
徂
徠
学
と
和
学
・
国
学
の
関
係
性
に
つ
い
て
︑

紹
介
・
解
説
す
る
箇
所
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
第
十
章
で
︑

国
学
者
た
ち
︵
た
だ
し
︑
人
物
は
特
定
さ
れ
な
い
︶
の
テ
ニ
ヲ
ハ
論
へ
の
言
及

が
な
さ
れ
︑
そ
れ
が
徂
徠
学
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
が
︑

注
は
付
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
参
考
文
献
も
示
さ
れ
て
い
な
い
︵p. 57

︶︒
評
者
が

確
認
し
た
限
り
で
は
︑
和
文
脈
へ
の
主
だ
っ
た
言
及
は
︑
こ
の
他
に
見
当
た

ら
な
か
っ
た
︒
本
書
は
漢
文
脈
の
み
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
こ
と

に
必
ず
し
も
自
覚
的
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
︒
徂
徠
学
と
国
学
の
関

係
性
を
取
り
上
げ
た
比
較
的
最
近
の
研
究
書
に
は
︑Peter Flueckiger

氏
の

Im
agining H

arm
ony: Poetry, Em

pathy, and C
om

m
unity in M

id-Tokugaw
a 
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C
onfucianism

 and N
ativism

︵
二
〇
一
〇
年
︶
や
︑
板
東
洋
介
氏
の
﹃
徂
徠
学

派
か
ら
国
学
へ
︱
︱
表
現
す
る
人
間
﹄︵
二
〇
一
九
年
︶
な
ど
が
あ
る
︒
後
者

は
本
書
と
同
年
の
刊
行
で
あ
る
の
で
︑
本
書
で
言
及
さ
れ
な
い
の
は
当
然
だ

が
︑
こ
こ
で
は
︑
本
書
と
あ
わ
せ
て
読
ま
れ
る
べ
き
参
考
文
献
と
し
て
紹
介

し
て
お
き
た
い
︒

　
最
後
に
︑
も
う
一
つ
だ
け
︑
欲
張
り
を
言
う
な
ら
ば
︑
編
者
両
人
に
よ
る

︽
編
集
後
記
︾
の
よ
う
な
文
章
が
読
み
た
か
っ
た
︒
ボ
ー
ト
氏
に
よ
る
序
言

︵
第
一
章
︶
は
そ
れ
に
相
当
す
る
と
い
え
る
が
︑
編
者
と
し
て
名
を
連
ね
る
高

山
氏
は
︑
本
書
全
体
に
対
す
る
見
解
を
示
し
て
い
な
い
︵
あ
る
い
は
︑
そ
の
よ

う
な
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
︶︒
本
書
は
全
体
的
な
総
括
が
な
さ
れ
な
い

ま
ま
︑
や
や
唐
突
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
︒
高
山
氏
が
あ
と
が
き
を
記
し
︑
本

書
が
当
初
︑
ど
の
よ
う
な
方
向
性
で
構
想
さ
れ
た
の
か
︑
ま
た
︑
一
冊
に
ま

と
め
る
過
程
を
経
て
見
え
て
き
た
課
題
や
問
題
点
等
に
つ
い
て
︑
編
者
と
し

て
の
考
え
や
思
い
を
読
者
と
共
有
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
︒

　
色
々
と
欲
張
り
な
こ
と
を
記
し
た
が
︑
こ
れ
ら
の
こ
と
は
︑
本
書
の
価
値

を
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
︒
高
度
な
専
門
性
を
犠
牲
に
せ
ず
に
︑
幅
広
い
読

者
に
対
し
て
最
新
で
確
実
な
情
報
を
提
供
し
問
題
提
起
す
る
︑
と
い
う
最
も

難
し
い
技
を
本
書
は
見
事
に
成
し
遂
げ
て
い
る
︒
そ
の
裏
に
は
︑
全
て
の
執

筆
者
た
ち
の
長
年
の
研
鑽
と
深
い
学
識
が
あ
り
︑
ま
た
︑
編
者
と
し
て
の
任

務
を
負
い
︑
自
ら
の
論
考
を
も
執
筆
し
な
が
ら
︑
実
に
大
量
の
英
訳
を
こ
な

さ
れ
た
ボ
ー
ト
氏
の
並
々
な
ら
ぬ
尽
力
が
あ
る
︒
日
本
研
究
や
日
本
思
想
史

研
究
と
い
う
狭
い
枠
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
世
界
哲
学
史
・
比
較
思
想
史
の
︽
必

携
︾
書
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
学
術
的
水
準
と
内
容
の
豊
か
さ
が
本
書
に
備

わ
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
間
違
い
な
い
︒


