
『東方』436 号（2017 年 6 月）　　20

　

伝
統
中
国
に
お
け
る
思
想
的
概
念
に
は
定
義
の
難
し
い
も
の
が
多

く
、
本
書
の
テ
ー
マ
「
術
数
」
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。

　
「
術
数
」
は
、『
漢
書
』「
芸
文
志
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
一
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
、
術
数
と
称
さ

れ
た
諸
事
象
の
ほ
と
ん
ど
は
呪
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
今
日

の
我
々
の
知
性
に
と
っ
て
は
、
ま
と
も
に
向
か
い
合
い
に
く
い
対
象
で

あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
近
代
直
前
ま
で
東
ア
ジ
ア
世
界
の
文
化
的
背
景

と
し
て
機
能
し
つ
づ
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
化
論
に
よ
っ
て
一

掃
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う
歴
史
的
事
情
に
よ
っ
て
術
数
は

知
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
あ
る
。

　

加
え
て
術
数
に
は
「
そ
れ
自
体
」
に
、
知
の
対
象
と
し
て
成
立
し
う

る
根
拠
が
あ
る
。
大
雑
把
に
い
っ
て
、「
数
」
と
は
数
理
・
法
則
、「
術
」

と
は
技
術
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
「
数
」
の
方
が
「
術
」

新
た
な
術
数
研
究
へ
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
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よ
り
も
基
層
的
で
あ
る
。
基
層
た
る
数
理
は
古
今
東
西
、
真
理
と
し
て

高
度
の
正
当
性
を
備
え
る
も
の
と
さ
れ
、
人
間
が
真
理
と
し
て
も
っ
と

も
と
ら
え
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
数
理
自
体
は
抽
象
的
な
も
の

で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
数
理
の
真
理
性
（
数
理
が
真
理
で
あ
る
こ
と
）
は
、

そ
れ
が
物
理
と
し
て
現
象
す
る
と
き
に
最
強
と
な
る
。『
漢
書
』
以
降
、

数
理
の
真
理
性
は
音
響
・
暦
法
の
物
理
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
き
た

（「
律
暦
思
想
」
と
い
う
。
術
数
の
一
分
野
で
あ
る
）。

　

音
響
と
暦
法
は
今
日
に
お
い
て
も
真
理
と
し
て
の
質
が
高
く
、
と
り

わ
け
音
響
の
数
理
は
、
宇
宙
が
物
質
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
物

質
の
振
動
の
レ
ゾ
ナ
ン
ス
の
比
率
数
理
と
し
て
、
絶
対
的
で
あ
る
。

　

音
響
の
数
理
は
す
で
に
戦
国
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
律
暦
思

想
で
は
音
響
数
理
が
天
文
暦
数
を
基
礎
づ
け
る
と
さ
れ
た
。こ
れ
以
降
、

伝
統
中
国
で
は
音
響
と
天
文
数
理
の
真
理
性
を
基
底
に
、
多
く
の
学
的

池
田
知
久
・
水
口
拓
寿
編

中
国
伝
統
社
会
に
お
け
る

術
数
と
思
想
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事
象
が
真
理
と
認
識
さ
れ
て
き
た
。
儒
教
が
思
想
史
の
中
央
通
路
た
り

え
た
の
は
、
そ
れ
が
真
理
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
真
理
性
は
律

暦
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
数
理
は
抽
象
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、異
義
を
派
生
し
や
す
い
。

そ
れ
は
寛
緩
的
に
拡
大
増
殖
す
る
。律
暦
の
数
理
的
真
理
性
を
説
く『
漢

書
』
で
す
ら
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
呪
術
的
術
数
を
継
承
し
抱
え
こ
ん

で
い
た
。
そ
し
て
そ
の
後
の
術
数
は
、
経
典
『
易
』
の
数
理
や
陰
陽
五

行
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
術
や
数
を
巻
き
こ
ん
で
の
展
開
と
な
る
。
伝
統

中
国
は
そ
う
し
た
術
数
で
満
ち
溢
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
伝
統
中
国
の
壮

大
な
精
神
世
界
の
形
成
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
書
は
そ
う
し
た
術
数
に
対
し
て
、
最
先
端
の
研
究
者
た
ち
が
、
研

ぎ
澄
ま
さ
れ
た
知
性
を
も
っ
て
正
面
か
ら
向
き
合
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
ト

で
あ
る
。

　

冒
頭
に
池
田
知
久
「
始
め
に
」
が
置
か
れ
る
。
や
っ
か
い
な
「
術
数
」

概
念
の
手
際
よ
い
解
説
に
は
じ
ま
り
、
術
数
の
研
究
史
、
新
出
土
資
料

の
影
響
な
ど
が
簡
潔
に
説
明
さ
れ
、
つ
い
で
収
載
論
文
の
著
者
た
ち
の

紹
介
、
論
文
内
容
の
要
略
が
示
さ
れ
る
。
本
書
の
意
義
を
的
確
に
述
べ

る
鮮
や
か
な
序
文
で
あ
る
。

　

第
一
論
文
の
李
零
「
数
術
革
命
を
語
る

―
亀
卜
・
筮
占
か
ら
式
法
・

選
択
へ

―
」
は
、
著
者
に
よ
っ
て
「
数
術
革
命
」
と
命
名
さ
れ
た
術

数
史
上
の
革
命
的
転
換
、
す
な
わ
ち
古
代
亀
卜
的
術
数
か
ら
戦
国
秦
漢

期
の
天
文
暦
数
的
術
数
の
興
隆
へ
と
い
う
大
き
な
見
通
し
を
論
証
し
よ

う
と
す
る
。
論
証
の
た
め
の
四
つ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
「
占
い
」「
数
」「
図
」

「
書
」
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
が
戦
国
～
秦
漢
期
に
お
い
て
変
化
を
示

す
。
一
般
的
に
戦
国
中
期
ご
ろ
に
文
化
的
転
換
が
あ
っ
た
の
は
確
か
な

の
で
、術
数
で
も
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

四
パ
ラ
メ
ー
タ
の
論
証
が
、
新
出
土
文
献
（
と
出
土
器
物
）
が
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
可
能
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
方
法
論
的
・
史
料

論
的
に
、
古
代
術
数
研
究
の
最
前
線
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

工
藤
元
男
「
群
県
少
吏
と
術
数

―
﹁
日
書
﹂
か
ら
み
え
て
き
た
も

の

―
」
は
、
出
土
文
献
日
書
研
究
に
お
け
る
草
創
的
開
拓
者
か
つ
世

界
的
な
先
端
研
究
者
で
あ
る
著
者
が
、今
日
に
お
け
る
日
書
の
歴
史
的
・

史
料
的
意
義
を
、再
び
思
索
し
確
認
す
る
。問
題
は
睡
虎
地
秦
簡「
語
書
」

に
示
さ
れ
て
い
る
秦
朝
の
支
配
拡
張
に
と
も
な
い
、
在
地
社
会
旧
来
の

習
俗
が
法
治
支
配
に
よ
っ
て
席
巻
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
事
態
で
あ
る
。

征
服
者
の
実
定
法
が
被
征
服
者
の
自
然
法
的
社
会
を
秩
序
化
し
て
ゆ
く

と
い
う
問
題
系
で
あ
る
。
日
書
は
基
本
的
に
後
者
の
自
然
法
社
会
を
反

映
す
る
が
、
そ
れ
は
群
県
制
の
地
方
少
吏
墓
へ
の
副
葬
が
多
い
。
こ
れ

は
少
吏
た
ち
が
秦
朝
支
配
の
も
と
で
在
地
の
自
然
法
的
習
俗
社
会
を
法

治
社
会
へ
と
改
革
し
て
ゆ
く
と
い
う
実
務
執
行
上
（
移
風
易
俗
）、
日
書

を
需
要
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
す
る
。
日
書
は
郡
県
的
官
僚
制
の
現
実

を
動
態
的
に
と
ど
め
て
い
る
、
重
要
な
史
料
な
の
で
あ
る
。
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第
三
論
文
、
平
沢
歩
「
王
莽
﹁
奏
群
神
為
五
部
兆
﹂
の
構
造

―
劉

歆
三
統
理
論
と
の
類
似
に
つ
い
て

―
」
は
、
漢
代
術
数
論
の
エ
ー
ス

劉
歆
の
三
統
思
想
の
射
程
の
広
が
り
を
主
題
と
す
る
。
三
統
思
想
は
律

暦
を
柱
と
し
、
律
暦
は
儒
教
的
学
術
の
基
底
を
形
成
し
て
い
る
が
、
本

論
は
加
え
て
そ
の
国
家
祭
祀
へ
の
適
用
問
題
を
論
ず
る
。
劉
歆
の
三
統

理
論
の
根
幹
に
は
「
元
―
三
・
五
」
と
い
う
数
理
構
造
が
存
在
す
る
が
、

王
莽
が
上
奏
し
た
「
奏
群
神
為
五
部
兆
」
の
祭
祀
構
造
に
も
そ
れ
が
み

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
三
統
思
想
の
拡
張
が
確
認
し
う

る
と
す
る
。
清
新
な
眺
望
を
示
す
論
文
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
武
田
時
昌
「
六
不
治
と
四
難

―
中
国
医
学
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

術
数
学
的
考
察

―
」
は
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
大
き
な
展
望
の
も

と
に
中
国
医
学
の
推
移
展
開
を
解
析
す
る
、
雄
渾
な
論
文
で
あ
る
。
遠

古
、
医
は
巫
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
巫
呪
の
闇
の
中
か
ら
経
験
と
い
う

微
光
を
た
よ
り
に
医
薬
学
が
成
立
し
て
く
る
。そ
の
時
、扁
鵲「
六
不
治
」

中
の
「
巫
を
信
じ
て
医
を
信
ぜ
ず
」、
郭
玉
「
四
難
」
中
の
「
自
用
し

て
医
に
仕
え
ず
」
の
二
フ
レ
ー
ズ
を
非
と
す
る
こ
と
は
、
巫
術
か
ら
医

学
を
切
り
分
け
る
大
指
針
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
巫
術
は
そ
う
簡
単
に

は
退
場
し
な
い
。
巫
医
同
在
し
つ
つ
も
、
医
学
は
技
術
を
磨
き
上
げ
て

対
症
療
法
と
し
て
は
世
界
的
先
進
的
な
水
準
に
到
達
す
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
特
効
薬
も
開
発
さ
れ
た
し
（
金
属
系
劇
薬
に
は
特
効
的
効
能
を
も
つ
も
の

が
あ
っ
た
）、
神
技
妙
薬
に
は
言
葉
に
は
で
き
な
い
会
得
領
域
が
あ
る
と

い
う
独
自
の
医
文
化
の
様
式
も
展
開
し
た
。
波
浪
は
揺
動
し
つ
つ
近
代

目
前
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
五
論
文
の
川
原
秀
城「
術
数
三
論

―
朱
子
学
は
術
数
学
か

―
」

は
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
霊
感
の
も
と
幾
何
学
的
思
考
法
を
武
器
に
、
朱
子
学

の
理
論
的
基
底
に
存
在
す
る
術
数
性
と
そ
の
問
題
点
を
論
ず
る
。「
術

数
」
の
二
つ
の
定
義
（
科
学
的
・
歴
史
的
）
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
命

題
を
論
理
的
前
提
に
、
い
く
つ
か
の
実
例
の
検
討
に
よ
る
証
明
で
あ

る
。
朱
子
学
を
同
じ
く
術
数
と
と
ら
え
て
も
、
肯
定
派
（
朝
鮮
・
黄
胤
錫
）

と
否
定
派
（
清
・
阮
元
）
に
分
か
れ
る
こ
と
。
形
而
上
学
的
命
題
（
無
極

而
太
極
）
と
自
然
学
的
命
題
（
水
火
木
金
土
）
の
直
線
的
共
在
の
葛
藤
と

緊
張
。『
易
経
』
解
釈
に
お
い
て
朱
子
学
者
は
倫
理
的
立
場
を
と
る
が
、

『
易
経
』
の
基
層
に
存
在
す
る
術
数
性
と
矛
盾
す
る
こ
と
。
蔡
元
定
の

合
理
化
さ
れ
た
音
律
理
論
の
本
原
に
経
験
則
に
反
す
る
律
菅
候
気
法
が

据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
等
々
。
哲
学
体
系
は
体
系
内
の
一
命
題
の
破

綻
か
ら
崩
壊
す
る
も
の
だ
が
、
朱
子
学
の
深
奥
に
存
在
す
る
術
数
性
が

そ
の
体
系
性
を
無
に
す
る
起
因
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
論
理
の
切
れ

と
洞
察
性
に
満
ち
た
論
文
で
あ
る
。

　

第
六
論
文
、
水
口
拓
寿
「
明
清
時
代
の
風
水
文
献
に
現
れ
る﹁
水
質
﹂

論
に
つ
い
て
」
は
、
近
世
術
数
思
想
の
王
道
た
る
風
水
、
し
か
も
「
水
」

の
思
想
が
主
題
で
あ
る
。大
地
中
の
気
の
流
れ
の
場
で
あ
る
龍
脈
か
ら
、

地
気
が
「
水
」
と
し
て
奔
出
・
分
流
し
て
く
る
経
路
が
河
川
・
井
泉
で
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あ
る
。
本
論
は
そ
の
河
川
・
井
泉
の
「
水
」
の
良
否
吉
凶
の
判
断
の
あ

り
よ
う
の
、
明
清
間
の
展
開
を
追
跡
す
る
。
そ
れ
は
論
理
的
な
水
質
論

『
博
山
篇
』
と
環
境
論
的
『
玉
髄
真
経
』
と
を
古
典
的
カ
ノ
ン
と
し
て
、

両
書
の
主
張
の
間
を
揺
動
し
つ
つ
の
展
開
で
あ
っ
た
。明
嘉
靖
期
の『
地

理
人
子
須
知
』
は
『
玉
髄
』
系
、崇
禎
期
の
『
地
理
大
全
』
は
や
や
『
博

山
』
系
、
同
時
期
の
『
新
著
地
理
独
啓
玄
関
』
は
『
博
山
』
系
で
水
質

問
題
を
風
土
論
か
ら
国
家
論
に
ま
で
拡
張
す
る
。
清
康
煕
年
間
中
期
の

『
山
法
全
書
』
は
『
博
山
』
系
、康
煕
年
間
後
期
の
『
地
学
』
は
『
博
山
』

と
『
玉
髄
』
の
交
錯
系
、そ
し
て
道
光
年
間
の
『
地
理
或
問
』
は
『
博
山
』

と
『
玉
髄
』
を
そ
れ
ぞ
れ
に
収
斂
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
に

よ
る
と
、
こ
う
し
た
「
水
」
論
の
展
開
は
、
近
代
的
知
性
と
は
異
な
る

知
の
筋
道
（
術
数
的
思
惟
）
の
内
発
的
発
展
で
あ
っ
た
。
資
料
を
緻
密

に
読
み
解
き
、も
う
ひ
と
つ
の
知
の
あ
り
方
を
開
示
す
る
好
論
で
あ
る
。

　

第
七
論
文
は
近
藤
浩
之
「
周
縁
文
化
よ
り
考
え
る
占
卜
の
技
術
と
文

化
」
で
あ
る
。
中
央
の
古
い
文
化
が
周
縁
地
域
に
は
お
そ
く
ま
で
残
存

す
る
と
い
う
仮
定
の
も
と
、
中
国
先
秦
の
亀
卜
が
江
戸
期
の
獣
骨
卜
に

流
入
残
存
し
て
い
た
と
み
る
。
そ
し
て
そ
の
獣
骨
卜
の
再
現
に
よ
り
、

中
国
古
代
文
化
の
よ
す
が
を
み
よ
う
と
す
る
。
論
は
中
国
古
代
の
占
卜

の
様
相
を
、
使
用
す
る
亀
や
獣
骨
の
種
類
、
灼
い
た
割
れ
筋
の
読
み
方

等
々
、
き
わ
め
て
具
体
的
細
緻
に
追
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
日
本
の
占
卜

に
関
し
、
弥
生
時
代
以
来
の
骨
卜
文
化
が
古
墳
時
代
の
亀
甲
卜
に
移
行

し
た
の
は
殷
代
文
化
の
お
そ
い
影
響
で
あ
る
と
み
る
。
そ
し
て
そ
れ
と

と
も
に
亀
甲
加
工
技
術
も
進
化
し
、
た
と
え
ば
卜
占
結
果
を
よ
り
綺
麗

に
出
す
た
め
の
微
妙
な
切
削
加
工
な
ど
も
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
う
し
た

技
術
を
掘
り
起
こ
し
記
録
し
た
の
は
、
五
山
の
禅
僧
桃
源
瑞
仙
『
史
記

抄
』、
幕
末
の
国
学
者
伴
信
友
『
正
卜
考
』
な
ど
で
あ
っ
た
。
著
者
は

こ
れ
ら
の
全
体
を
見
わ
た
し
て
、
日
本
古
来
の
占
卜
文
化
は
遠
く
仰
韶

文
化
・
竜
山
文
化
か
ら
夏
・
殷
に
至
る
中
央
の
文
化
が
、
周
縁
に
お
い

て
反
映
さ
れ
て
独
自
の
転
変
を
へ
た
も
の
だ
っ
た
と
み
る
。
超
巨
大
な

歴
史
的
ス
パ
ン
か
ら
の
文
化
移
動
論
で
あ
る
が
、
そ
の
論
証
は
亀
甲
の

穴
あ
け
技
術
な
ど
の
極
微
細
な
事
実
に
よ
っ
て
い
る
。
真
実
は
細
部
に

宿
る
。
想
像
力
が
ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
え
た
ぎ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
論
文
で
あ

る
。

　

最
後
は
共
編
者
水
口
拓
寿
の
「
終
わ
り
に
」
で
あ
る
。
普
通
の
書
末

文
と
こ
と
な
り
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
未
来
の
術
数
研
究
に
向
け
て

必
須
的
に
考
え
る
べ
き
事
項
で
あ
る
。「
術
数
」
の
き
ち
ん
と
し
た
定

義
づ
け
、
出
土
占
卜
資
料
と
伝
世
占
卜
資
料
と
の
な
め
ら
か
な
連
接
、

儒
教
や
道
教
な
ど
の
主
流
思
想
と
の
交
渉
、
二
十
世
紀
の
術
数
研
究
不

振
を
踏
ま
え
て
の
今
後
の
展
望
、
等
々
。
こ
の
文
章
は
「
終
わ
り
に
」

と
い
う
よ
り
も
、
こ
こ
か
ら
始
ま
る
新
し
い
研
究
世
界
へ
の
序
曲
、
あ

る
い
は
「
は
じ
ま
り
」
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
で
あ
る
。

（
ほ
り
い
け
・
の
ぶ
お　

筑
波
大
学
名
誉
教
授
）


