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朱
熹
『
論
語
集
注
』
全
訳
注
を
刊
行
し
て

土
田　

健
次
郎

　

本
年
（
二
〇
一
五
年
）
に
筆
者
の
『
論
語
集
注
』
全
訳
注
の
刊
行
が
完

結
し
た
。
全
四
冊
。
出
版
社
は
平
凡
社
で
、
東
洋
文
庫
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。『
論
語
集
注
』
は
言
う
ま
で
も
な
く
南
宋
の
朱
熹
の
著
作
で
あ
り
、

魏
の
何
晏
の
『
論
語
集
解
』
が
古
注
と
言
わ
れ
る
の
に
対
し
新
注
と
称
さ

れ
、
近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
圧
倒
的
な
権
威
を
持
っ
た
。
い
や
し
く
も

こ
の
地
域
で
教
養
人
を
も
っ
て
任
ず
る
者
は
必
ず
本
書
を
読
ん
だ
経
験
を

持
つ
。
注
釈
書
が
古
典
と
な
っ
た
典
型
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
と
こ

ろ
が
か
く
も
重
要
な
書
物
で
あ
り
な
が
ら
、
全
訳
注
と
し
て
決
定
版
と
言

え
る
も
の
は
無
か
っ
た
。
筆
者
が
知
っ
て
い
る
日
本
語
の
現
代
語
訳
は
二

点
あ
る
。
し
か
し
と
も
に
原
語
を
か
な
り
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
と
い
う
性

格
の
も
の
で
、
一
点
は
書
き
下
し
文
の
テ
ニ
ヲ
ハ
を
現
代
語
風
に
な
お
し

た
体
の
も
の
、
も
う
一
点
は
誠
実
な
仕
事
で
は
あ
る
も
の
の
、
二
点
と
も

今
か
ら
す
れ
ば
翻
訳
と
し
て
は
こ
な
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
な
お
本

稿
で
は
、
先
行
書
や
関
係
書
の
具
体
的
書
名
は
、
既
に
本
訳
注
第
一
巻
の

「
訳
注
者
ま
え
が
き
」
に
記
し
て
い
る
し
、
紙
数
制
限
の
関
係
も
あ
る
の

で
、
一
つ
一
つ
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。

　

本
訳
注
の
構
成
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
朱
熹
の
『
論
語
集
注
』

の
原
文
、
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
注
を
記
し
た
う
え
で
、
そ
の
後
に

［
補
説
］
と
し
て
江
戸
時
代
の
伊
藤
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』
と
荻
生
徂
徠

の
『
論
語
徴
』
の
解
釈
の
要
旨
を
付
し
て
い
る
。

　

ま
ず
原
文
に
つ
い
て
言
う
と
、
今
ま
で
は
呉
志
忠
校
刊
本
が
使
わ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
今
回
は
『
朱
子
全
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
安
徽

教
育
出
版
社
）
所
収
の
現
存
最
古
と
さ
れ
る
宋
版
を
底
本
に
し
、
い
く
つ

か
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
校
勘
を
し
て
み
た
。
た
だ
実
際
に
字
句
の
異
同

を
記
し
た
の
は
ご
く
一
部
の
目
立
つ
箇
所
で
あ
る
。
従
来
の
諸
研
究
に
よ

る
と
朱
熹
は
四
十
八
歳
に
一
応
の
成
稿
を
仕
上
げ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
ま
だ
意
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
勝
手
に

刊
行
さ
れ
出
回
っ
て
し
ま
い
、
朱
熹
を
嘆
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
朱
熹

は
結
局
晩
年
ま
で
『
論
語
集
注
』
に
手
を
入
れ
続
け
た
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
修
正
過
程
は
『
朱
子
語
類
』
や
『
朱
子
文
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
朱
熹

の
他
の
著
作
に
見
ら
れ
る
引
用
か
ら
窺
え
る
が
、
現
行
の
諸
テ
キ
ス
ト
は
、

助
字
の
差
異
の
類
は
別
と
し
て
、
意
外
な
ほ
ど
字
句
の
異
同
は
少
な
い
。

修
正
を
加
え
て
い
く
過
程
で
作
成
さ
れ
た
各
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
そ
の
ま
ま

残
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
晩
年
近
く
の
テ
キ
ス
ト
が
字
句
の

異
同
を
多
少
持
ち
な
が
ら
今
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
『
論

語
集
注
』
は
朱
熹
が
一
字
も
増
減
で
き
な
い
と
豪
語
し
た
書
物
の
わ
り
に

は
（『
朱
子
語
類
』
一
九
・
第
五
九
条
）、
出
典
の
誤
り
や
内
容
的
に
不
統
一

の
箇
所
が
あ
り
、
そ
れ
は
注
に
記
し
て
お
い
た
。
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
自
体

の
問
題
な
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
朱
熹
は
主
語
に
付
す
字
が

「
猶
」、「
者
」、「
謂
」、
何
も
付
さ
な
い
場
合
の
差
に
ま
で
神
経
を
使
っ
た

日本思想史学-紹介2-土田健次郎氏　　［出力］ 2015年9月25日　午後3時32分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学47〈2015〉　202

と
称
し
て
い
る
が
（
同
・
第
六
四
条
）、
そ
こ
ま
で
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
取
り

切
れ
な
か
っ
た
憾
み
が
残
る
。

　

次
に
書
き
下
し
文
で
あ
る
が
、
東
洋
文
庫
の
方
針
に
従
い
、
現
代
仮
名

遣
に
し
た
が
、
筆
者
は
歴
史
的
仮
名
遣
に
し
た
か
っ
た
の
が
本
音
で
あ
る
。

書
き
下
し
文
は
日
本
語
の
古
典
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
訓
読
の
方
式
は

固
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
現
代
語
訳
を
付
す
場
合
は
そ
の
方
が
意
味
が
あ

る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
な
し
す
ぎ
た
書
き
下
し
文
は
か
え
っ
て
読
み
に
く

い
し
、
中
途
半
端
な
現
代
語
訳
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
が
ち
で
、
現
代
語

訳
を
付
す
意
味
も
減
退
す
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
現
代
語
訳
の
方
は
、
な
る
べ
く
こ
な
れ
た
も
の
に
し
た

か
っ
た
。
翻
訳
と
い
う
も
の
は
原
文
を
見
な
い
で
も
意
味
が
取
れ
る
も
の

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
た
か
ど
う
か
は
自
信
が

無
い
。
先
行
す
る
現
代
語
訳
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
に

朱
熹
の
注
を
も
と
に
『
論
語
』
本
文
を
現
代
語
訳
し
た
も
の
も
筆
者
の
知

る
限
り
二
点
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
点
は
ご
く
一
部
分
だ
が
注
の
訳
も
添
え

て
い
る
。
ま
た
現
代
中
国
語
訳
も
あ
る
が
、
母
語
な
だ
け
に
原
書
の
語
を

そ
の
ま
ま
使
用
し
訳
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
勝
手
な

話
な
が
ら
も
ど
か
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
結
局
最
も
優
れ
た
参
考
書
は
、
逐

字
的
な
翻
訳
で
は
な
く
要
旨
の
み
を
書
い
た
も
の
だ
が
、
江
戸
時
代
の
中

村
惕
斎
の
『
論
語
示
蒙
句
解
』
で
あ
ろ
う
か
。

　

注
釈
に
つ
い
て
言
う
と
、
近
代
以
前
の
東
ア
ジ
ア
各
地
で
『
論
語
集

注
』
の
注
は
大
量
に
作
ら
れ
た
が
、
そ
の
多
く
は
朱
熹
と
道
学
関
係
者
の

語
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
思
想
内
容
を
補
足
し
敷
衍

す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
南
宋
か
ら
元
に
か
け
て
作
ら
れ
た

『
通
志
堂
経
解
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
末
疏
の
類
が
そ
れ
で
あ
り
、

明
の
胡
宏
等
の
奉
勅
撰
『
論
語
大
全
』
に
流
れ
込
ん
で
い
く
が
、
そ
れ
以

後
も
同
種
の
書
物
は
枚
挙
に
暇
が
無
い
。
一
方
出
典
を
調
べ
上
げ
て
注
す

と
い
う
作
業
を
し
た
も
の
は
意
外
な
ほ
ど
無
い
。
朝
鮮
王
朝
あ
た
り
に
は

い
か
に
も
作
ら
れ
て
い
そ
う
な
の
で
探
し
て
は
み
た
が
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
。
典
拠
や
関
連
資
料
を
あ
げ
て
い
る
注
釈
書
は
日
中
に
わ
た
り
何
冊
か

あ
る
の
だ
が
、
重
要
な
も
の
も
抜
け
て
い
て
と
て
も
網
羅
的
な
も
の
と
は

言
え
な
い
。
も
っ
と
も
古
人
に
と
っ
て
は
読
者
が
通
暁
し
て
い
る
は
ず
の

書
物
を
逐
一
出
典
と
し
て
明
記
す
る
こ
と
な
ど
今
更
の
仕
事
と
思
え
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
も
必
須
な
も
の
が
ま
だ
漏
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
出
典
に
つ
い
て
は
従
来
の
も
の
よ
り
は
詳
し
く
付
し
た
つ
も

り
で
あ
る
。

　
『
論
語
集
注
』
の
注
は
書
こ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
長
く
で
き
る
。

朱
熹
は
先
人
の
語
を
引
用
す
る
場
合
、
よ
り
意
味
を
取
り
や
す
く
し
た
り

自
分
の
理
解
に
近
づ
け
る
た
め
に
原
典
を
大
胆
に
修
改
す
る
こ
と
が
多

く
、
そ
の
こ
と
は
朱
熹
自
身
が
述
べ
て
い
る
（
同
・
第
六
三
条
、
第
六
四

条
）。
原
典
と
引
用
箇
所
の
異
同
を
具
体
的
に
記
す
と
数
倍
の
量
に
な
り
、

と
て
も
予
定
の
巻
数
に
入
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
あ
ま
り
の
煩
瑣
に
読

者
も
か
え
っ
て
理
解
の
筋
道
が
辿
り
づ
ら
く
な
る
の
で
、
こ
の
類
は
省
略

し
た
。
そ
の
他
、
同
じ
く
朱
熹
が
編
集
し
た
道
学
の
『
論
語
』
解
釈
の
資

料
集
で
あ
る
『
論
語
精
義
』
な
ど
に
引
か
れ
て
い
る
も
の
と
人
名
が
一
致

し
な
か
っ
た
り
、
明
ら
か
に
他
人
の
言
葉
な
の
に
自
分
の
言
葉
の
よ
う
に
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し
て
い
る
の
が
あ
っ
た
り
と
問
題
は
尽
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
も
必
要
最
小
限
に
止
め
た
。『
論
語
集
注
』
は
先
人
の
注
を
集
め

た
と
称
し
な
が
ら
、
実
は
朱
熹
は
そ
の
引
用
し
た
原
文
に
手
を
入
れ
ま
く

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
論
語
集
注
』
は
道
学
の
『
論
語
』
解
釈
を
朱
熹
が
選
択
的
に
集
め
た

書
で
あ
る
。
道
学
以
外
の
儒
者
、
中
に
は
朱
熹
が
批
判
し
て
や
ま
な
い
人

物
の
注
も
採
用
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
道
学
の
『
論
語
』
解
釈
の
決

定
版
の
作
成
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。「
集
注
」
と
い
う
書
名
か
ら
知
ら
れ

る
よ
う
に
一
見
資
料
集
を
装
っ
て
い
て
も
、
実
は
本
書
は
道
学
の
正
統
を

も
っ
て
任
ず
る
朱
熹
自
身
の
強
烈
な
自
己
主
張
の
書
物
な
の
で
あ
る
。
本

書
に
は
儒
教
の
中
に
於
け
る
道
学
の
正
統
と
、
道
学
内
部
で
の
朱
熹
の
正

統
の
二
重
の
正
統
の
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（『
道
学
の
形
成
』
創
文
社
）。
な
お
『
論
語
集
注
』

の
基
本
的
性
格
に
つ
い
て
は
別
に
一
文
を
草
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

次
に
［
補
説
］
の
話
に
移
り
た
い
。
伊
藤
仁
斎
の
注
の
要
約
は
、
な
る

べ
く
朱
熹
の
注
に
か
ら
む
と
こ
ろ
を
中
心
に
記
し
た
。
荻
生
徂
徠
の
注
の

要
約
も
朱
熹
や
仁
斎
の
注
に
関
わ
る
と
こ
ろ
を
軸
に
し
て
あ
る
。
内
容
の

要
約
は
文
章
の
順
序
通
り
に
は
し
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
何
を
言
い
た

い
注
な
の
か
が
わ
か
る
よ
う
に
思
い
切
っ
て
勘
所
を
ま
と
め
た
つ
も
り
で

あ
る
。
仁
斎
の
『
論
語
古
義
』
は
現
代
語
訳
が
あ
る
が
問
題
が
多
く
、
徂

徠
の
『
論
語
徴
』
に
も
書
き
下
し
文
が
あ
り
こ
れ
は
こ
れ
で
有
益
で
あ
る

が
、
一
般
読
者
が
そ
れ
だ
け
読
ん
で
内
容
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
で
あ

ろ
う
。

　

こ
こ
で
な
ぜ
本
訳
注
に
仁
斎
と
徂
徠
の
注
の
要
旨
を
付
し
た
か
に
つ
い

て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
仁
斎
は
朱
熹
を
批
判
し
抜
き
、
徂
徠
は
朱
熹

と
仁
斎
の
両
者
を
否
定
し
ま
く
っ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
三
者
の
注
は
、
⑴

『
論
語
』
と
い
う
経
書
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
⑵
順
次
全
面
否

定
し
て
い
く
関
係
に
あ
る
こ
と
、
⑶
そ
れ
ぞ
れ
が
儒
者
に
し
て
は
珍
し
い

ほ
ど
の
思
想
体
系
を
背
後
に
所
有
す
る
こ
と
、
と
い
う
点
を
共
有
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
三
者
は
単
な
る
否
定
の
連
鎖
で
は
な
く
、
仁
斎

は
朱
熹
を
、
徂
徠
は
朱
熹
と
仁
斎
を
そ
れ
ぞ
れ
叩
き
台
に
す
る
こ
と
で
自

己
の
思
想
を
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
ま
た

朱
熹
の
特
質
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
彼
ら
三
人
が

相
互
に
照
射
し
あ
う
範
囲
内
の
こ
と
で
あ
る
が
、
思
想
史
的
展
開
と
い
う

も
の
は
そ
の
よ
う
な
限
定
性
の
中
で
こ
そ
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
件

は
そ
の
格
好
の
サ
ン
プ
ル
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
三
者
に
加
え
て
古

注
を
付
し
た
江
戸
時
代
の
松
平
頼
寛
の
『
論
語
徴
集
覧
』
は
便
利
な
書
物

と
し
て
知
ら
れ
、
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
思
想
史
的
分
析
は
丸
山
真
男

の
議
論
が
有
名
で
あ
る
が
、
筆
者
も
筆
者
な
り
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る

（『
江
戸
の
朱
子
学
』
筑
摩
選
書
）。

　

実
は
最
初
は
三
者
を
並
べ
て
う
ま
く
い
く
の
か
不
安
が
あ
っ
た
。
批
判

者
の
批
判
内
容
が
批
判
対
象
の
中
身
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
は
往
々
に
し
て

あ
り
、
そ
れ
を
い
ち
い
ち
断
り
出
す
と
限
り
な
く
煩
瑣
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
予
想
以
上
に
か
か
る
ず
れ
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し

て
も
仁
斎
と
徂
徠
の
注
は
魅
力
的
で
あ
る
。
仁
斎
は
大
幅
に
『
論
語
集

注
』
の
訓
詁
を
取
り
込
み
、
そ
れ
以
外
は
明
の
『
論
語
大
全
』
く
ら
い
し
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か
使
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
朱
子
学
を
徹
底
し
て
批
判
し
た
う

え
で
確
固
た
る
体
系
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
徂
徠
は
古
文
辞
の
鎧
を
ま
と

っ
て
い
る
も
の
の
、
愉
快
犯
と
も
感
じ
ら
れ
る
く
ら
い
の
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ

ッ
ク
な
解
釈
で
楽
し
ま
せ
て
く
れ
な
が
ら
、
朱
熹
や
仁
斎
の
問
題
点
を
彼

な
り
の
視
点
で
巧
み
に
捕
ら
え
、
や
は
り
自
己
の
強
固
な
体
系
を
打
ち
出

し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
経
学
研
究
は
と
か
く
経
書
中
の
目
立
つ
語
句
に
対
す
る
諸
家

の
注
釈
を
比
較
し
そ
れ
に
味
付
け
を
す
る
こ
と
が
中
心
に
な
り
が
ち
で
あ

り
、
そ
の
種
の
論
文
は
大
量
に
書
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
見
地
味
な
箇

所
を
含
め
経
書
全
篇
に
わ
た
っ
て
自
己
の
解
釈
姿
勢
を
貫
徹
で
き
て
こ
そ

「
経
学
」
と
称
す
る
に
足
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た

当
該
経
書
の
み
な
ら
ず
他
の
経
書
群
と
も
疎
通
さ
せ
る
こ
と
も
求
め
ら
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
解
釈
の
整
合
性
に
対
す
る
徹
底
し
た
こ
だ
わ
り

が
経
学
を
支
え
、
ま
た
そ
の
持
ち
味
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
と
認
識

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
前
か
ら
仁
斎
や
徂
徠
の
解
釈
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
紹

介
す
る
形
の
『
論
語
』
の
訳
注
書
は
出
版
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
で
は
彼

ら
の
経
学
の
全
貌
を
窺
わ
せ
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
経
学
の
醍
醐
味
を

味
わ
う
意
味
か
ら
も
、
本
訳
注
で
は
全
篇
に
わ
た
っ
て
三
者
を
対
比
さ
せ

る
必
要
が
あ
っ
た
。
要
す
る
に
今
回
の
試
み
に
は
、
東
ア
ジ
ア
近
世
の
経

学
的
世
界
の
め
ざ
ま
し
い
例
を
具
体
的
に
示
し
て
み
た
い
と
い
う
意
図
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
訳
注
を
刊
行
し
て
か
ら
手
元
に
置
き
随
時
点
検
し
て
い
る
と
、
既
に

何
箇
所
か
修
正
し
た
い
箇
所
が
出
て
き
た
。
将
来
全
面
的
な
改
定
を
行
う

機
会
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
か
な
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め

て
ど
な
た
か
が
よ
り
十
全
な
全
訳
注
を
作
成
す
る
際
の
叩
き
台
に
な
れ
ば

と
願
っ
て
い
る
。

 

（
早
稲
田
大
学
教
授
）
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