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紹　

介

『
徂
徠
集 
序
類
』
余
言

高
山

大
毅

　

澤
井
啓
一
氏
・
岡
本
光
生
氏
・
相
原
耕
作
氏
と
の
共
訳
で
あ
る
『
徂

徠
集 

序
類
』（
1
・
2
、
平
凡
社
、
二
〇
一
六
─
一
七
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

本
書
は
、
荻
生
徂
徠
の
「
序
」
四
十
篇
の
原
文
・
書
き
下
し
文
・
訳
注
を

収
め
る
。

　

最
初
、
澤
井
氏
か
ら
訳
注
の
企
画
の
話
を
聞
い
た
時
、
前
途
の
遼
遠
な

る
こ
と
を
思
い
、
正
直
な
と
こ
ろ
た
じ
ろ
い
だ
。
既
に
澤
井
氏
・
岡
本
氏

が
八
割
程
度
の
訳
注
稿
を
紀
要
に
発
表
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
含
蓄

の
多
い
徂
徠
の
文
章
を
一
般
読
者
に
も
分
か
る
訳
文
に
解
き
ほ
ぐ
し
、
的

確
な
注
を
施
す
の
は
難
事
業
で
あ
る
。
今
回
の
訳
注
が
完
成
に
至
っ
た
の

は
、
ひ
と
え
に
編
集
を
主
導
し
た
澤
井
氏
の
力
に
よ
る
。
私
自
身
は
数
篇

の
文
章
の
礎
稿
作
成
と
全
体
の
修
訂
作
業
を
担
当
し
た
だ
け
な
の
で
、
補

佐
役
と
し
て
本
書
の
刊
行
に
協
力
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
著
者

と
し
て
本
書
を
紹
介
す
る
に
は
、
私
は
適
任
で
は
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、

補
佐
役
の
立
場
だ
か
ら
こ
そ
書
け
る
事
柄
も
あ
る
か
と
考
え
、
筆
を
執
る

こ
と
に
し
た
。

な
ぜ
「
序
類
」
な
の
か

　

本
書
に
つ
い
て
は
、「
な
ぜ
「
序
」
類
の
み
の
訳
注
に
し
た
の
か
」
と

よ
く
尋
ね
ら
れ
る
。「
訳
注
者
ま
え
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
序
」
は

執
筆
年
代
の
特
定
が
可
能
で
あ
り
、
徂
徠
の
思
想
・
文
学
の
変
遷
を
考
え

る
上
で
「
指
標
」
と
な
り
得
る
と
い
う
の
が
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、

離
別
の
際
に
書
か
れ
る
「
送
序
」
か
ら
は
徂
徠
の
交
遊
圏
を
、
書
物
に
附

さ
れ
る
「
書
序
」
か
ら
は
当
時
の
学
芸
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

も
利
点
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
も
う
一
つ
理
由
を
挙
げ
ら
れ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ

は
、「
序
」
の
読
解
技
術
は
、
他
の
文
章
形
式
（「
文
体
」）
に
も
応
用
可

能
で
あ
り
、『
徂
徠
集
』
に
取
り
組
む
の
に
「
序
」
は
最
良
の
入
口
で
あ

る

─
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

　

漢
文
脈
の
世
界
に
お
い
て
文
章
は
、「
論
」・「
記
」・「
賛
」・「
説
」
と

い
っ
た
「
文
体
」
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
文
体
」
の
型
に
準

拠
し
て
執
筆
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
徐
師
曽
『
文
体
明
辨
』
に
よ
れ

ば
、「
序
」
に
は
「
議
論
」・「
叙
事
」
の
文
の
両
方
が
含
ま
れ
る
。
文
章

を
「
議
論
」
と
「
叙
事
」
に
大
別
す
る
議
論
は
、「
訳
文
筌
蹄
題
言
十
則
」

の
中
で
徂
徠
も
展
開
し
て
お
り
、
ま
た
『
四
家
雋
』
の
評
語
に
お
い
て
徂

徠
は
韓
愈
ら
の
「
序
」
に
「
叙
事
」
と
「
議
論
」
の
両
要
素
を
見
出
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
で
書
か
れ
た
徂
徠
自
身
の
「
序
」
も
「
議
論
」

と
「
叙
事
」
の
二
つ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
よ
っ
て
、「
序
」
の
読
解
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に
慣
れ
る
と
、「
議
論
」
に
特
化
し
た
文
（「
論
」
な
ど
）、「
叙
事
」
に
特

化
し
た
文
（「
紀
事
」
な
ど
）
も
読
む
の
が
容
易
に
な
る
。

徂
徠
の
文
章
の
難
し
さ

　

徂
徠
の
文
章
は
し
ば
し
ば
難
解
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
訳
注
作
業
を
通

じ
て
気
づ
い
た
読
解
の
コ
ツ
に
つ
い
て
記
し
た
い
。

　
『
徂
徠
集
』
所
収
の
文
に
は
、
人
名
・
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
や
難
解

な
語
彙
に
つ
い
て
調
べ
て
も
、
す
っ
き
り
と
内
容
を
理
解
で
き
な
い
も
の

が
あ
る
。
こ
の
種
の
文
章
の
多
く
は
、「
達
意
」
よ
り
も
「
修
辞
」
に
力

点
を
置
い
た
作
品
で
あ
る
。

　

徂
徠
の
文
章
の
「
修
辞
」
を
読
み
解
く
に
は
、
文
章
全
体
の
柱
と
な
っ

て
い
る
表
現
上
の
構
想
を
把
握
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。「
広
陵
問
槎

録
序
」
を
例
に
取
り
た
い
。

　
『
広
陵
問
槎
録
』
は
、
広
島
の
味
木
允
明
と
そ
の
門
人
の
寺
田
鳳
翼
が

朝
鮮
通
信
使
と
応
酬
し
た
詩
文
を
編
纂
し
た
書
物
で
あ
る
（
詳
し
い
経
緯

は
『
徂
徠
集�

序
類
』
の
注
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
徂
徠
の
「
広
陵
問
槎
録
序
」

は
、
漢
代
の
枚
乗
「
七
発
」
の
言
葉
を
用
い
て
、
広
島
湾
の
波
濤
を
描
写

す
る
。
ま
た
、
末
尾
で
は
、
鳳
凰
に
関
わ
る
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
の

文
章
の
柱
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
広
島
＝
広
陵
と
い
う
見
立
て
で
あ
る
。

漢
詩
文
の
中
で
広
島
は
し
ば
し
ば
、
中
国
風
に
「
広
陵
」
と
称
さ
れ
て
い

た
。「
広
陵
」
と
い
う
地
名
は
中
国
に
あ
り
、
枚
乗
「
七
発
」
が
広
陵
の

川
の
激
し
い
波
の
様
子
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

広
島
→
広
陵
→
枚
乗
「
七
発
」
→
波
濤
の
描
写

─
と
い
う
連
想
が
こ
の

文
章
の
軸
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鳳
凰
に
関
係
す
る
表
現
は
寺
田
鳳0

翼0

に
ち
な
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
地
名
か
ら
着
想
を
得
て
作
品
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
徂
徠

学
派
の
詩
に
見
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
、
胡
正
怡
「
地
名
表
記
か
ら
見
る
漢

詩
の
作
り
方

─
古
文
辞
派
を
中
心
に
」（『
国
語
国
文
』
第
八
十
二
巻
十
一

号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
人
名
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
は
い
え
、
遊
戯

的
に
も
見
え
る
地
名
や
人
名
の
漢
風
化
は
、
詩
文
制
作
の
上
で
重
要
な
機

能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
「
解
説
」
で
澤
井
氏
は
、
歌
舞
伎
の
「
世
界
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、

徂
徠
の
文
章
表
現
の
特
徴
を
説
明
し
て
い
る
。
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。「
修
辞
」
に
凝
っ
た
徂
徠
の
文
章
は
、
江
戸
期
の
趣
向
重
視
の

文
芸
と
同
様
に
捉
え
て
読
ん
だ
方
が
分
か
り
や
す
い
。
こ
の
種
の
文
章
は
、

細
か
な
語
義
の
詮
索
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
見
立
て
や
連
想
が
文
章
の
柱

に
な
っ
て
い
る
の
か
を
見
極
め
ら
れ
る
か
が
、
読
解
の
鍵
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
書
の
注
釈
は
、
文
章
の
趣
向
の
問
題
に
つ
い
て
も
解
説
す
る
こ

と
に
努
め
た
。

　

ま
た
、
徂
徠
の
連
想
が
自
在
に
展
開
す
る
こ
と
も
彼
の
文
章
の
理
解

を
難
し
く
し
て
い
る
。
徂
徠
の
奔
放
な
想
像
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

「
序
」
類
の
文
章
で
は
な
く
、「
峡
中
紀
行
」
の
中
の
一
場
面
を
例
に
挙
げ

た
い
。

　

徂
徠
は
、
小
仏
峠
を
通
過
し
た
際
、
谷
間
に
人
影
を
見
か
け
た
。
そ
れ

を
郭
璞
の
「
遊
仙
詩
」
に
登
場
す
る
仙
人
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
徂
徠
は

急
い
で
谷
へ
と
下
る
。
し
か
し
、
人
影
の
正
体
は
、
そ
の
地
に
住
む
、
襤ぼ
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褸ろ

を
ま
と
っ
た
貧
し
い
庶
民
で
、
徂
徠
に
同
行
し
た
人
々
は
愕
然
と
す
る
。

し
か
し
、「
痴
想
」
の
止
ま
な
い
徂
徠
は
、
も
と
も
と
は
飴
の
よ
う
に
柔

ら
か
く
て
も
俗
人
に
出
会
う
と
固
ま
っ
て
し
ま
う
石
髄
（
仙
薬
の
一
種
）

が
あ
る
の
だ
か
ら
、
仙
人
も
我
々
に
出
会
っ
て
乞
食
の
姿
に
化
け
た
か
も

し
れ
な
い

─
と
語
り
、
み
な
か
ら
笑
わ
れ
る
。

　

こ
の
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
想
像
の
膨
ら
ま
せ
方
、
そ
し
て
そ
れ
を
楽

し
む
感
覚

─
ノ
リ
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う

─
は
「
序
」
類
の
文

章
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ノ
リ
で
徂
徠
の
連
想
が
し
ば
し
ば
飛
躍

す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
ひ
た
す
ら
理
詰
め
で
読
も
う
と
す
る
と
徂
徠
の

文
章
は
上
手
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
（「
送
香
洲
師
序
」
や
「
桃
源

藁
序
」
が
ま
さ
に
そ
う
い
う
文
章
で
あ
る
）。

　

人
の
意
表
に
出
る
見
立
て
は
、
徂
徠
の
思
想
を
考
え
る
上
で
も
重
要

か
も
し
れ
な
い
。「
送
守
秀
緯
適
大
垣
序
」
は
、
学
者
と
し
て
で
は
な

く
、
医
者
と
し
て
大
名
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
弟
子
の
守
屋
峨
眉
（
守

秀
緯
）
の
出
処
進
退
を
擁
護
す
る
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
は
日
本
思
想
大

系
の
『
荻
生
徂
徠
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
思
想
史
研
究
の
観

点
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
内
容
を
有
し
て
い
る
。
徂
徠
は
、「
道
」
を
行

な
う
た
め
に
出
仕
す
る
と
い
っ
た
古
代
の
出
処
進
退
の
説
は
、
政
治
体
制

が
異
な
る
当
代
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
る
。
班
田
制
の

あ
っ
た
古
代
な
ら
出
仕
せ
ず
と
も
生
計
を
立
て
ら
れ
る
が
、
当
代
は
仕
官

し
な
い
と
糊
口
の
資
は
得
ら
れ
な
い
。
生
活
の
基
盤
が
あ
る
と
い
う
点
で
、

出
仕
し
て
俸
禄
を
得
て
い
る
当
代
の
下
級
武
士
や
医
者
は
、
班
田
を
受

け
た
古
の
庶
民
に
対
応
す
る
（「
今
之
仕
猶
不
仕
」）。
つ
ま
り
、
守
屋
峨
眉

は
出
仕
し
て
い
て
も
古
代
の
基
準
で
は
処
士
と
同
じ
境
遇
で
あ
り
、「
道
」

を
行
な
え
る
か
ど
う
か
を
問
う
べ
き
立
場
で
は
な
い
と
徂
徠
は
説
く
。
こ

の
よ
う
な
軽
業
的
な
論
法
は
、
意
外
な
見
立
て
と
い
う
枠
組
で
捉
え
る
こ

と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

注
釈
に
つ
い
て

　
『
徂
徠
集
』
は
江
戸
期
か
ら
注
釈
書
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
典
拠
に
つ

い
て
は
釈
義
端
『
徂
徠
集
便
覧
』・
仲
奥
南
蘊
『
徂
徠
先
生
文
集
解
』
が

参
考
に
な
る
（『
徂
徠
集
便
覧
』
は
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
所
蔵
本
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
で
き
る
）。
文
章
構
成
に
つ
い
て
は
、『
蕿
文
談
広
疏
』

が
必
読
で
あ
る
（『
亀
井
南
冥
・
昭
陽
全
集
』
第
六
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
）。

　

本
書
の
注
釈
は
、
訳
注
者
が
検
討
し
た
事
柄
の
結
論
だ
け
で
な
く
、
論

証
の
過
程
や
推
測
、
現
段
階
で
の
調
査
の
限
界
な
ど
も
記
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、「
読
む
事
典
」
と
称
さ
れ
る
事
典
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、「
読
む
注

釈
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
注
釈
に
な
っ
て
い
る
。
積
極
的
に
訳
注
者
の
手
の

内
を
明
か
す
こ
と
で
、
後
学
が
我
々
と
同
じ
作
業
を
繰
り
返
す
手
間
を
省

く
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
体
裁
で
注
釈
を
ま
と
め
上
げ
た
の
は
澤
井
氏
で
あ
る
。
私

は
面
倒
を
避
け
、
明
確
に
分
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
書
く
や
り
方
で
、
担
当

部
分
に
注
を
施
し
た
の
で
、
澤
井
氏
は
大
幅
に
内
容
を
増
補
し
、
校
正
ゲ

ラ
が
戻
っ
て
き
た
時
に
は
注
の
文
章
の
長
さ
が
二
倍
近
く
に
な
っ
て
い
た
。

文
献
を
博
捜
す
る
だ
け
で
な
く
、
先
行
研
究
を
要
約
し
、
引
用
し
た
漢
文

に
は
現
代
語
訳
を
付
す
と
い
っ
た
骨
の
折
れ
る
作
業
を
着
実
に
こ
な
す
氏
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の
仕
事
ぶ
り
に
は
ひ
た
す
ら
圧
倒
さ
れ
た
。

　

澤
井
氏
は
、〈
日
本
思
想
史
〉
の
研
究
史
を
回
顧
し
て
、「
た
だ
、
や
は

り
七
〇
年
代
に
い
く
つ
も
の
出
版
社
か
ら
だ
さ
れ
た
原
典
資
料
集
に
お

い
て
、
書
き
下
し
文
や
現
代
語
訳
、
そ
れ
以
上
に
注
釈
の
作
成
に
関
し

て
〈
日
本
思
想
史
〉
の
研
究
者
と
目
さ
れ
た
人
々
が
ほ
と
ん
ど
活
躍
で
き

な
か
っ
た
こ
と
の
「
雪
辱
」
は
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
」
と
語
っ
て
い
る
（「
コ
メ
ン
ト
：〈
日
本
思
想
史
〉
は
存
立
可
能
な
の
だ

ろ
う
か
?
」、『
日
本
思
想
史
学
』
第
四
十
八
号
）。「
雪
辱
」
は
果
た
さ
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
る
で
内
輪
褒
め
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
今
回
の
仕
事
を
振
り
返
る
時
、
私
が
一
番
考
え
る
の

は
、
澤
井
氏
が
示
し
た
注
釈
の
水
準
を
今
後
ど
う
継
承
し
て
い
く
か

─

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
答
え
は
、
論
で
は
な
く
何
ら
か
訳
注
に
よ
っ

て
示
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
前
途
は
な
お
遠
い
。

�

（
駒
澤
大
学
専
任
講
師
）
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