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田

蔭

軒

能
く
西
洋
人
は
漢
文
と
希
臓
羅
典
と
を
比
較
し
て
漢
文
は
粗
大
で
科
學
的
研
究
態
度
で
な

い
。
希
臓
羅
典
は
其
精

密
複
雑
な
文
法
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
共
れ
を
研
究
す
る
と
知
ら
す
く

科
學
的
研
究
態
度
の
習
慣
を
作
る
。
西

洋
人
は
早
く
か
ら
此

の
習
慣
を
作

つ
て
居

る
か
ら
、
科
學
が
登
達
し

た
が
、
支
那
や
日
本

は
漢
文

を
や

つ
て
居

る
か

ら
、
科
學
が
螢
達

し
な
か

つ
た
。
と

云
ふ
の
で
あ

る
。
近
頃
叉
或
る
青
年
學
者
が
其

れ
に
似

忙
こ
と
を
言

つ
て
、
今

日
の
時
世

に
治
國
、
李
天
下
と
云
ふ
様
な

政
治
的
機
構

の
學
問

を
し
て
居

る
と
、
日
進
月
歩

の
人

文
教
育

を
妨
碍

す

る
と
云

ふ
や
う
な

こ
と
を
述

べ
て
居

る
。
(護
賓
新
聞

三
木
清
氏
)

右

の
意
見
は

一
鷹
有
理
の
や
う
で
あ

る
が
、
其

の
山
を
知

つ
て
、
其

二
、
其
三
を
知
ら
ぬ
者
で
あ

る
と
言
ひ

忙
い

の
で
あ

る
。
成
程
西
洋

に
は
古
典
と
し

て
希
臓
、
羅
典

が
あ

つ
て
、
直
接
必
要

で
な

い
け
れ
ど
も
學

ぶ

こ

と

に

な

つ
て
居
る
さ
う
で
あ

る
。
而

し
て
其
希
臓
語

の
如
き
は
、
筆

者
も
少

し
噛

つ
た
が
可
な
り
文
法
は
繁
難

で
あ

る
。
所

で
其

れ
を
畳

へ
た
所

で
、
希
臓

語
の
原
典
と

云
ふ
者
が
、
日
本

で
手

に
入
れ
る
こ
と
は
六
か
し

い
。
且

つ
大
抵
其
れ

等

の
原
典

は
翻
謬

さ
れ

て
居

る
の
で
、
英

・
佛

・
猫
語
な
ど
を
知

つ
て
居
れ
ば
事
足
り
る
と
思

つ
て
、
希
騰
語
を
研

人
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究
す

る
こ
と
は
止
め
た
。
併
し
其
ん
な
文
法
を
暗

記
し
た
と

て
科
學

的
研
究
態
度
が
養

へ
る
と

は
思
は
れ
な

い
。
寧

ろ
盲
目
的
、
機
械
的
暗
記

の
集

積
よ
り
外

に
何
者
も
な

い
。
寧

ろ
下
ら

ぬ
こ
と
は
無
用

の
勢
力
を

室
費
す

る
に
過
ぎ

ぬ
。
但
希
臓
哲
學

で
も
專
攻
す
る
者
は
別
問
題

で
あ

る
。
し
か
し
今

日
の
希
臓
哲
學
專
攻
者
が

必
す
し

も
科
墨
的
登

見
と
か
、
人
文
教
育

に
大

に
貢
獄
す

る
所
が
あ

る
と
ば
か
り
言

へ
ぬ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
今

日
西

洋
諸
國

で
は
、
其

ん
な
科
學

的
態
度
と

云
ふ
や
う
な
功
利
的
な

こ
と

で
な
く
、
希
膿
羅
典
は
寧
ろ
奪
敬
す

べ
き

古
典

と
し

て
、
精
神
的

に
威
化
を
與

へ
て
居

る
こ
と

～
思

ふ
。
其

の
鮎

は
我
等

の
漢
文
と
似

た
者

で
あ
ら
う
。

漢
文
學

を
以

て
治
國
卒
天
下
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ノ
・
の
如
く
考

へ
る
の
は
著
し

く
其
人

の

「
漢

文
學

」
と
云

ふ
者

の
親

野

の
狭
陸
な

こ
と
を
憐
む

の
で
あ
る
が
、
假

り
に
其
れ
だ
け
と
し
て
も
斯
か

る
考

へ
は
吾

々
に
重

要
な
要
素

で
は
な

か
ら
う
か
。
希
臓
羅
典
は
別
と
し
て
、
今

日
英
諸
、
猫
逸
語
、
佛
語
な
ど
各
種

の
學
校

で
多
く

の
時
間
が
共
れ

に
割

か
れ
て
居

る
が
、
其
れ
等
の
教

科
書

は
何
が
圭
と
し

て
盛
ら
れ

て
あ

る
か
?

。
成
る
程
、
ど
れ
も

青
年

の
喜
び
さ
う

な

小
説
、
殊

に
男
女

懸
愛
な
ど

に
關
す
る
者
も
大

に
あ
る
。

そ
れ
は
漢
丈
の
や
う
な
堅
苦

し
い

こ
と

、
丸

で
違

ふ
の

で
あ

る
。
そ
れ
も
差

支
な

い
の
で
あ

る
。
し
か
し
そ
ん
な
者
ぼ
か
り

で
は

一
旦
緩
急
あ

る
場
合
、

心

の
締
り
と
云
ふ

者
が
皆
目

つ
か
ぬ
。
甘

い
者
、
辛

い
者
、
酸
い
者
、
色

々
あ

つ
て
料
理
は
出
來
る
の
で
あ

る
。
漢

文
學

は
東
洋

の
聖

人
賢

人
を
始
め
藪

千
年

來
の
國
家
、
肚
會
、
個
人

の
有
形
的

、
無
形
的

の
生
活
経
験
を
端

的
に
記

し

た

寳

庫

で
あ

る
。
其
中
尤
も
必
要
な
者

は
和
課
も

さ
れ

て
居

る
が
、
其

れ
は
九
牛

の

一
毛

に
過
ぎ
な

い
。

194



漢
文
を
讃
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
云
ふ
も
の
は
誰
し
も
能
く
言
ふ
が
、
其
れ
は
絵
り
に
漢
文
を
侮

つ
た
言
草
で

あ
る
。
英
猫
佛
諸
國
語
を
讃
む
だ
け
の
骨
折
の
十
分
の

一
で
も
漢
文
に
費
し
た
ら
何
の
造
作
も
な
い
の
で
あ
る
。
殊

に
希
臓
語
な
ど
の
繁
雑
な
文
法
を
學
ぷ
程
の
勇
氣
が
あ

つ
た
ら
何
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
さ
れ
ば
と
て
漢
文

が
容
易
い
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
其
の
六
か
し
い
の
に
な
る
と
本
場
の
支
那
の
先
儒
で
も
疑
は
し
き
を
閾
く
と
云
つ

て
疑
問
符
の
ま
～
残
し
て
あ

る
程
で
あ
る
。

所
で
英
佛
濁
諸
國
語
は
文
明
國
の
語
で
あ
つ
て
、
共
れ
を
讃
め
ば
科
學
的
研
究
態
度
な
り
、
其
の
他
人
文
教
育
に

稗
盆
す
る
所
が
あ
る
が
漢
文
は
物
質
科
學
の
登
達
し
な
い
叉
或
る
鮎
で
は
蒙
昧
不
難
な
人
種
の
學
問
で
、
其
れ
を
讃

ん
で
も
何
等
得
る
所
が
な
い
。

つ
ま
b
内
容
憤
値
が
英
濁
佛
等
の
諸
國
語
よ
り
劣
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明

治
維
新
以
來
我
が
國
朝
野
の
人
士
に
由
つ
て
唱

へ
ら
れ
、
殊
に
日
清
職
孚
以
來
盛
に
言
は
れ
た
所
で
あ
る
。
是
は
成

程
致
命
的
批
評
で
あ

つ
て
確
か
に
共
鮎
も
あ
る
に
は
あ
る
。
勿
論
漢
文
學
が
有
ら
ゆ
る
學
問
を
包
括
し
て
共
れ
さ

へ

修
め
れ
ば
何
も
外
に
學
問
の
必
要
は
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
出
來
ぬ
。
殊
に
今
日
漢
文
學
と
云
ふ
の
は
少
く
と
も
二
千

年
或
は
千
年
以
前
に
登
達
し
た
文
な
り
詩
な
り
を
最
上
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
今
日
の
時
世
に
合
は
ぬ
者
叉
足

ら
ぬ
者
が
あ
る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
併
し
何
千
年
た
つ
て
も
他
に
掛
け
が

へ
の
無
い
か
味
の
あ
る
こ
と
は
、
何
人

も

　

　

　

ぬ

も
否
定

出
來
ぬ
で
あ
ら

う
。
恰
度
生
れ
故
郷

は
か
け
が

へ
が
無

い
や
う
な
者

で
あ

る
。

こ
れ
に
代

る
者
が
英
濁
佛
希

臓
羅
典

な
ど
に
あ

る
で
あ
ら
う

か
。
西
洋
人

に
は
勿
論

で
あ

る
で
あ

ら
う
が
、
吾

々
東
洋
人

に
取

つ
て
何
う
で
あ

ら

人
文
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う
。
日
本
人
が
如
何
に
上
手
に
外
國
語
を
操

つ
て
も
外
國
人
に
は
及
ば
ぬ
。
漢
文
學
は
千
何
百
年
來
我
が
國
民
に
咀

噛
さ
れ
て
血
と
な
り
骨
と
な

つ
て
第
二
の
國
語
に
な

つ
て
居
る
。
徳
川
幕
府
を
倒
し
て
王
政
維
新
に
す
る
原
動
力
を

作

つ
た
の
は
漢
學
者
殊
に
山
崎
闇
齋
學
徒

で
あ
る
。
蘭
學
や
洋
學
を
始
め
た
も
の
も
漢
學
者
で
あ
る
。
國
學
者
は
積

極
圭
義
で
排
外
的
で
あ

つ
た
が
、
漢
文
學
者
は
凡
て
の
新
學
を
取
り
入
れ
る
に
躊
躇
し
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
博
文
約

禮
と
云
ふ
漢
文
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
か
ら
來
て
居
る
。
現
代
の
人
文
敏
育
に
合
は
の
や
う
な
こ
と
を
墨
守
す
る
様

で
は

博
文
約
禮
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
且
つ
漢
字
漢
文
が
あ
る
爲
に
外
國
語
も
容
易
-に
翻
繹
さ
れ
又
我
が
人
文
敏
育

に
同

化
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
若
し
外
國
語
の
ま
～
鵜
呑
に
輸
入
し
て
居
た
ら
恐
ら
く
我
が
國
民
性
は
今
日
の
や
う
に
は

な
ら
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
我
が
國
に
取

つ
て
危
瞼
な
や
う
な
思
想
や
、
圭
義
が
大
抵
外
國
・其
ま

～
鵜
呑
に
し
て

使
用
し
て
居
る
の
で
も
分
る
で
あ
ら
う
。

　

　

漢
文
學
は
文
法
暗
記
の
集
積
で
は
な
い
。
直
観
的
騰
讃
法
で
あ
る
。
科
學
的
研
究
態
度
の
妨
害
ど
こ
ろ
か
、
よ
り

端
的
に
寧
ろ
其
れ
を
飛
躍
的
に
助
け
る
効
力
が
あ
る
。
其
れ
は
知
る
人
ぞ
知
る
で
あ

る
。
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