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徂
徠
学
派
の
訓
読
論
と
漢
文
翻
訳

一
、
は
じ
め
に

日
本
で
は
儒
教
の
経
書
な
ど
の
漢
文
書
籍
を
翻
訳
す
る
際
に
、「
訓
読
文
」
と
い
う
独
特
な
形
式
の
文
章
を
用
い
る
。
出
版
社
の

出
版
意
図
や
費
用
な
ど
色
々
の
事
情
が
あ
る
の
で
、
一
律
的
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
多
く
の
漢
文
翻
訳
書
の
体
裁
は
、
原
文

と
現
代
語
翻
訳
の
中
間
に
訓
読
文
を
位
置
さ
せ
、
さ
ら
に
翻
訳
者
の
注
解
や
解
説
な
ど
を
加
え
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

そ
の
訓
読
文
と
は
、
辞
典
的
な
定
義
で「
漢
文
を
日
本
語
の
文
法
に
し
た
が
っ
て
よ
む
こ
と
」を
い
い
、
ほ
か
に「
書
き
下
し
文
」

「
読
み
下
し
文
」
と
も
い
う
（
1
）。
日
本
の
よ
う
に
漢
字
を
外
国
語
と
し
て
使
用
し
て
き
た
韓
国
の
朝
鮮
時
代
の
諺
解
文
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
韓
国
で
は
す
で
に
姿
を
消
し
た
漢
文
解
釈
の
方
法
が
、
日
本
で
は
今
日
ま
で
生
き
続
け
、
漢
文
と
現
代
語
訳
の
中
間

に
位
置
し
て
、
ま
る
で
そ
の
二
つ
を
結
び
つ
け
る
橋
で
あ
る
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
日
本
の
漢
文
訓
読
に
つ
い
て
、
比
較
文
学
者
の
川
本
皓
嗣
は
、「
い
わ
ゆ
る
漢
文
、
あ
る
い
は
そ
の
日
本
に
お
け
る
具

体
的
な
存
在
様
式
で
あ
る
漢
文
訓
読
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
ふ
し
ぎ
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
曖
昧
さ
、
正
体
の
つ
か
み
難
さ
と
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い
う
点
と
、
そ
れ
と
は
裏
腹
の
存
在
の
重
さ
、
巨
大
さ
、
根
深
さ
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
日
本
文
化
の
特
性
を
典
型
的
に
表

し
て
い
る
よ
う
だ
（
2
）」
と
い
い
、
訓
読
そ
の
も
の
を
重
層
的
で
複
雑
な
日
本
文
化
の
一
つ
の
特
性
と
し
て
捉
え
る
。
さ
ら
に
、
川
本
は
、

漢
文
訓
読
が
日
本
文
化
の
一
部
分
を
形
成
す
る
具
体
的
な
一
例
と
し
て
、
翻
訳
論
上
の
寄
与
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
本
稿

で
注
目
し
た
い
部
分
で
あ
る
。

漢
文
訓
読
は
、
た
ん
に
、
手
早
く
容
易
に
外
国
語
を
読
み
解
く
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
便
利
な
方
法
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
訳
文
の
な
か
に
可
能
な
限
り
原
文
の
姿
・
形
を
残
そ
う
と
す
る
翻
訳
の
特
異
な
一
形
態
と
し
て
、
つ
ま
り
訳
文
の
自

然
さ
や
分
か
り
や
す
さ
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
原
文
尊
崇
の
態
度
を
貫
こ
う
と
す
る
翻
訳
の
極
限
的
な
一
形
態
と
し
て
、
翻
訳
論

上
に
興
味
深
い
問
題
を
提
供
し
て
い
る
（
3
）。

こ
の
よ
う
に
直
訳
に
近
い
漢
文
訓
読
が
日
本
で
数
百
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
理
由
に
つ
い
て
、
川
本
は
、
こ
う
し
た
「
問

い
自
体
が
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
い
な
が
ら
、
自
身
で
は
「
日
本
で
は
漢
文
が
た
ん
な
る
外
国
語
テ
ク
ス
ト
と
い
う
域

を
超
え
て
、
神
聖
視
、
聖
典
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
4
）」

と
い
う
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
漢
文
学
者
で
は
な
く
、
い
わ
ば
部
外
者

の
英
文
学
専
門
家
の
比
較
文
学
的
な
視
角
か
ら
の
指
摘
に
な
る
の
で
、
妙
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
漢
文
訓
読
と

翻
訳
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
代
表
的
な
翻
訳
語
研
究
者
の
柳
父
章
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
「
漢
文
訓
読
」
と
い
う
読
み
方
は
、
近
代
以
後
の
「
翻
訳
」
に
と
っ
て
も
特
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
や
が
て
近
世

か
ら
近
代
に
か
け
て
、
日
本
人
が
西
洋
語
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
こ
の
「
漢
文
訓
読
」
方
法
が
、
形
を
変
え
て
「
英
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文
訓
読
」、「
仏
文
訓
読
」
な
ど
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
…
…
要
す
る
に
、

日
本
人
は
、
伝
統
的
大
和
言
葉
系
の
日
本
語
と
は
別
に
、
翻
訳
用
の
も
う
一
つ
の
日
本
語
の
書
き
言
葉
、
す
な
わ
ち
「
漢
文
訓

読
体
」
を
つ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
世
界
中
で
も
稀
な
、
日
本
人
が
育
て
て
き
た
独
特
の
翻
訳
方
法
で
あ
っ

た
（
5
）。

柳
父
は
、
漢
文
訓
読
体
が
現
代
日
本
語
の
な
か
で
翻
訳
用
の
文
章
語＝

記
述
言
語
の
原
型
と
な
り
、「
世
界
中
で
も
稀
な
独
特
の

翻
訳
方
法
」
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
柳
父
の
こ
の
主
張
は
す
く
な
く
と
も
、
同
じ
漢
字
文
化
圏
の
韓
国
と
比
較
し
て
、
今
は

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
朝
鮮
時
代
の
「
諺
解
」
の
よ
う
な
古
文
法
に
よ
る
文
章＝

訓
読
を
、
二
一
世
紀
の
今
日
に
至
っ
て
も
翻
訳
文

の
必
須
要
素
と
し
て
持
続
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
、
漢
文
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
日
本
の
「
独
特
の
翻
訳
方
法
」
と
し
て
認

め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
川
本
と
柳
父
の
、
漢
文
訓
読
へ
の
現
代
研
究
者
の
主
張
を
紹
介
し
た
が
、
実
は
訓
読
が
翻
訳
で
あ
る
と
い
う
自
覚
や
指
摘

は
、
江
戸
時
代
の
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
〜
一
七
二
八
）
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
逆
説
的
に
、
徂
徠

が
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
漢
文
訓
読
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
徂
徠
は
、
中
国
宋
代
の
新
儒
学
を
批

判
し
、
先
王
の
道
は
中
国
古
代
の
言
語
を
基
準
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
古
文
辞
学
の
方
法
論
を
主
張
し
た
が
、
彼
の
訓
読

否
定
は
そ
れ
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
徂
徠
の
訓
読
否
定
論
は
彼
の
弟
子
の
太
宰
春
台
（
一
六
八
〇
〜
一
七
四
七
）
が
継

承
し
た
。

本
稿
で
は
、
訓
読
文
が
今
日
ま
で
も
漢
文
翻
訳
に
お
い
て
主
人
公
の
地
位
を
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
徂
徠
と
春

台
の
訓
論
を
吟
味
し
な
が
ら
、
彼
ら
以
後
の
漢
文
翻
訳
論
の
一
端
の
状
況
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
で
、
日
本
の
漢
文
翻
訳
が
い
か
な
る
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歴
史
的
・
思
想
的
な
脈
絡
を
背
景
に
し
て
展
開
し
て
き
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

二
、
徂
徠
と
春
台
の
訓
読
論

前
で
徂
徠
の
古
文
辞
学
に
触
れ
た
が
、
次
の
よ
う
な
立
場
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

み

宇
は
猶
ほ
宙
の
ご
と
き
な
り
。
宙
は
猶
ほ
宇
の
ご
と
き
な
り
。
故
に
今
言
を
以
て
古
言
を
眎
、
古
言
を
以
て
今
言
を
眎
れ
ば
、

し
ゅ
り
け
つ
ぜ
つ

か

と

ば
い
た

え
ら

均
し
く
之
れ
朱
離
鴂
舌
な
る
か
な
。
科
斗
と
貝
多
何
ぞ
択
ば
ん
。
世
は
言
を
載
せ
て
以
て
遷
り
、
言
は
道
を
載
せ
て
以
て
遷
る
。

道
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
は
、
職
と
し
て
是
に
之
れ
由
る
（
6
）。

同
じ
言
葉
（
漢
字
）
と
い
っ
て
も
、
時
代
ご
と
に
そ
れ
が
表
し
て
い
る
意
味
は
違
っ
て
く
る
の
で
、
聖
人
の
道
を
正
し
く
理
解
す

る
た
め
に
は
、
徂
徠
当
時
の
学
問
研
究
の
標
準
で
あ
っ
た
朱
子
学
的
な
「
今
言
」
で
は
な
く
、
中
国
古
代
の
「
古
言
」
に
基
づ
い
て

解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
二
程
と
朱
熹
も
古
文
辞
に
は
理
解
が
足
り
な
か
っ
た
、
と
宋
代
の
大
学
者
さ

え
も
低
評
価
す
る
（
7
）徂
徠
は
、
こ
の
古
文
辞
学
の
方
法
論
を
中
年
に
至
っ
て
「
天
の
寵
霊
（
8
）」
に
よ
っ
て
得
た
と
い
う
が
、
こ
こ
に
は
当

然
な
が
ら
日
本
人
と
し
て
の
、
日
本
語
と
異
な
る
中
国
語
（
徂
徠
の
言
葉
で
中
華
語
、
崎
陽
の
学
な
ど
（
9
））
に
対
す
る
自
覚
も
含
ま
れ
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
中
年
以
前
か
ら
外
国
語
と
し
て
対
面
し
て
い
た
中
国
語
へ
の
理
解
が
（
10
）、
古
文
辞
学
の
方
法
論
を
先
導
し
た
か
も

知
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
立
場
は
、
徂
徠
に
お
い
て
日
本
式
の
漢
文
訓
読
（
和
訓
）
に
対
す
る
再
認
識
と
否
定
と
し
て
表
出
さ
れ


