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山
田
俊

『
宋
代

家
思
想
史

究
』

森

由

利

亜

五
年

の
二
〇
一
二
年
六

、
山
田
俊
氏
が

『

敎

思
想
史

究
｜
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の

立
と
思
想
』（
平

寺
書
店
、
一
九
九
九
年
）
に
續
き
、
二

目
の

家
思
想
の
專

で
あ
る
『
宋
代

家
思
想
史

究
』
を
上
梓
さ
れ
た
。

知
の

り
、

は
日
本
語
で
は

書
の
少
な
い
分
野
で
手
堅
く
優
れ
た

容
の

究
書
を
着
實
に
世
に
問
う
て
來
ら
れ
、
六

か
ら
宋
代

に
か
け
て
の

敎
思
想
史

究

と
し
て
國

外
で

價
さ
れ
て

い
る
。
筆

は
、
宋
代
の
老
莊

釋
に
つ
い
て
不

で
、
本
來

書

の
任
に
堪
え
る

で
は
な
い
が
、

發
さ
れ
た
點
を
中
心
に

紹
介
を
記
す
こ
と
で
責
を
塞
ぎ
た
い
。

本
書
は
大
き
く
二

か
ら
構

さ
れ
る
。
第
一

（
序

〜
第

八

、
補
論
二

を
含
む
）
で
は
、
北
宋
期
に
作
ら
れ
た
『
老
子
』

『
莊
子
』
に
對
す
る

釋
、
も
し
く
は
老
莊
論
が
對

と
な
る
。

を
立
て
て
個
別
に

わ
れ
る
の
は
宋
鸞
、
太
宗
（
趙
匡
義
）、

晁

、
陳
景
元
、
曹

沖
、
王

、
呂
惠
卿
、
林
疑
獨
の

作
品

で
あ
る
。
第
二

は
六

か
ら

り
、
南
宋
期
の
老
莊

釋
、
老

莊
論
が
對

と
な
る
。
朱
熹
、
董
思
靖
、
范
應
元
、
林
希

、

伯
秀
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

本
書
で
は
、
個
々
の

釋
家
に
と
っ
て
の
重

語
句
を
抽
出
・

討
す
る
こ
と
を

じ
て
、
各
々
の
理
解
の
重
點
を
丹
念
に
炙
り

八
二
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出
し
て
ゆ
く
。

釋

た
ち
が
老
莊
思
想
を
讀
み
解
く
た
め
の
鍵

語
が
「
了
悟
」（
宋
鸞
）
や
「
眞
空
」（
太
宗
）
で
あ
っ
た
り
、
あ

る
い
は
「
盡
性
至
于
命
」（
董
思
靖
）
や
「
仁
義
」（
林
疑
獨
）
で

あ
る
な
ど
三
敎

體
に

ぶ
た
め
、
本
書
は

家
を
中
心
と
す
る

宋
代
三
敎
思
想

究
と
し
て
も
讀
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
書
を

構

す
る
各

の

容
は
、
對

と
な
る

釋
家
の
思
想
に
つ
い

て
、
そ
の
特
色
や
影

關
係
な
ど
、
個
別
の
問
題
を

く

究
し

て
多
岐
に

る
。
し
か
し
、
紙
幅
の

合
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
本

書

體
を
貫
く
一
本
の

題
、
す
な
わ
ち
、
老
莊
解
釋
を
足
場
に
、

「

體
」
と
「
外
界
」
の
關
係
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
た
宋
代
知
識

人
の
思
索
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
紹
介
を
試
み
た
い
。

序

「
北
宋
期
老
莊
思
想

」
は
、
范
仲
淹
、

迪
、
郭
翕
、

崇
、

敦
頤
、
陳
襄
、
曾
鞏
、

顥
、
司
馬
光
、
王
安
石
、
朱

光
庭
、
蘇

、
岑

求
、

、
蘇
轍
ほ
か
、
當
時
の
士
大
夫
や

侶
に
よ
る
例
を

げ
て
北
宋
知
識
人
に
よ
る
老
莊
思
想

を
俯

瞰
す
る
。
彼
ら
は
無
爲
の
態
度
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
「
死

・

木
」（
否
定

）
と
「
淸
淨
（
淸
靜
）」（
肯
定

）
と
い
う
用
語
を

使
い
分
け
、

に
よ
っ
て
、
外
界
と
の
交

を

す
る
こ
と

で
無
爲
の

體
を
定
立
す
る
こ
と
を
至
上
と
す
る
、

玄
英
流
の

老
莊
理
解
を
批

し
、
後

に
よ
っ
て
、
無
爲
が
む
し
ろ
外
界
に

も
感

と
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
を

價
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い

う
。

宋

に
お
い
て
、
專
ら
外
境
と
の

交

に

す
る

俗

修

論
か
ら
、
外
物
に
應
接
す
る
能
動
性
を
も
重
ん
じ
る
世

俗

な
修

論
に
向
か
っ
て
流
行
が
移
動
す
る
さ
ま
が
、
老
莊

思
想
へ
の
解
釋
を

じ
て
確

さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

續
く

で
は
、
北
宋
期
の

家
思
想
解
釋
に
お
い
て
こ
の

體
定
立
と
外
界
對
應
の
修

論
が

々
な

い
を
孕
み
な
が
ら
提

示
さ
れ
る
こ
と
が

ら
か
に
さ
れ
る
。
筆

の
理
解
に
基
づ
い
て

そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
書
き
出
す
と
、

代

な
保
守
性
を
濃

厚
に
維
持
し
、
同
時
代
に
お
け
る
「
死

・

木
」
の
批

に
該

當
す
る
タ
イ
プ
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
の
が
、
陳
景
元
と
曹

沖

（
第
四

・
第
五

）。

宋
兩
方
の
特

を

す
る

渡

性

格
を
持
つ
と
さ
れ
る
の
が
、
一
方
で
は
玄
宗
の

・
疏
に
見
え
る

「
了
悟
」
の
語
を
多
用
し
、
外
界
か
ら
自
己
を
切
り
離
す

代
以

來
の
無
爲
の
宣
揚
を

承
し
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
上

の
「
淸

靜
」
の
立
場
を
も
示
す
宋
鸞
（
第
一

）。

家
と
儒
家
を
「
世

八
三

『
宋
代

家
思
想
史

究
』
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法
」
と
見
て
佛
敎
の
「
出
世
法
」
と
補
完
關
係
に
あ
る
と
し
、

家
を
も
っ
て
有
爲
・
無
爲
の
い
ず
れ
か
ら
も
規
制
さ
れ
な
い
、

自
己
定
立
し
つ
つ
外
界
に
關
わ
る
方
法
を
堅
持
す
る
傳
統
と
み
な

す
晁

（
第
三

）。
同
じ
く
、
無
爲
に
よ
る

體
の
定
立
を

提
に
、
有
爲
に
よ
る
外
界
へ
の
關
わ
り
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
積

極

に

き
、
老
莊
に
孔
子
・
孟
子
を
も

括
す
る
點
が
あ
る
こ

と
を

張
す
る
王

（
第
六

）。
外
界
と
の
接

を
完

に

ち
切
っ
て
自
己
定
立
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
外
界
と
も
關
わ
る
と
い

う
北
宋

な
老
莊
解
釋
を
、
萬
物
一
體

や
『
孟
子
』
と
莊
老
の

和
と
い
っ
た

點
と
と
も
に
展
開
す
る
呂
惠
卿
（
第
七

）。

靜
を
軸
と
す
る

體
定
立
が
、
そ
の
ま
ま
萬
物
へ
の
對
應
に
展

開
す
る
動

局
面
を
含
み
、
萬
物
一
體
の
世
界

を
基
底
に
、

『
易
』『
孟
子
』
を

入
し
な
が
ら
『
莊
子
』
を
讀
み
解
く
林
疑
獨

（
第
八

）。

南
宋
期
を

う
第
二

第
一

で
は
朱
熹
の
老
莊
批

が
中
心

題
と
さ
れ
る
。
大
き
な
影

力
を
も
つ
朱
熹
が
、

に
北
宋

思
想
家
と
同
じ
よ
う
に
老
莊
の
「
死

・

木
」

な
修

を

批

す
る
だ
け
で
は
事
足
り
ず
、
彼
ら
が
「
淸
淨
（
靜
）」
の

念
に
よ
っ
て

價
し
た
、
無
爲
の

體
（

人
）
に
よ
っ
て
民
は

お
の
ず
か
ら
定
ま
る
と
い
う
感

の
原
理
に
つ
い
て
も
不
完

さ

を
指
摘
し
て
批

（
三
二
六
〜
三
二
七
頁
）
し
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。
第
二

か
ら
は
、
朱
熹
の
批

や
影

を
そ
れ
ぞ
れ
の
や

り
方
で
反
映
さ
せ
な
が
ら
展
開
す
る
、
朱
熹
以
降
の
南
宋
期
老
莊

解
釋
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
示
さ
れ
る
。
董
思
靖
の
場
合
、

識

に
朱
熹
の
理

世
界

を
取
り

む
反
面
、
工
夫
論
で
は
朱
熹

を
フ
ォ
ロ
ー
し
き
れ
ず
、
實
質

に
は
一
旦
外
界
と
の
交

を

し
て

體
定
立
す
る
北
宋
期
の
典
型

な
老
莊
理
解
を
出
な
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
北
宋
期
の
標
準
か
ら

ら
か
に
一

踏
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
が
、「
心
」
と

い
う
場
に
力
點
を
置
い
た
范
應
元
や
林
希

で
、
范
應
元
（
玉
隆

萬
壽
宮
掌
敎
）
の
場
合
は
、『
論
語
』、
朱
熹
、『
莊
子
』『
孟
子
』

を
引
用
し
な
が
ら
、
日
常
世
界
の
中
で
自
己
の

靜
な
る
心
の
原

點
「
吾
心
之

」（
見
性
で
は
な
い
）
に

る
べ
く

續

に
修
身

應
物
す
る
こ
と
を

す
る

勢
が
指
摘
さ
れ
る
。
林
希

に
つ

い
て
は
、「
自
然
の
理
」
に
順
應
す
る
「
無
容
心
」
に
よ
っ
て
、

「「
物
」
と
の
關
り
を

つ
の
で
は
な
く
、「
物
」
と
關
わ
り
な
が

八
四

『
宋
代

家
思
想
史

究
』
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ら
も
、
そ
の
「
物
」
に
よ
っ
て
混

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
無
い

體
を
定
立
す
る
こ
と
」（
四
四
六
頁
）
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
。
范
應
元
に
師
事
し
た

伯
秀
（
杭
州
天
慶

士
）

に
つ
い
て
は
、

は
「
定
立
」
と
い
う
用
語
こ
そ
使
わ
な
い
も

の
の
、
や
は
り
萬
物
と
の
關
わ
り
を

つ
こ
と
な
く

外
・
動
靜

を
同
時
に
治
め
る
南
宋
ら
し
い

點
に
立
つ
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

な
お
、
本
書
に
は
、
理
想

な
修

の

が

人
に
獨
占
さ

れ
て
い
る
か
、

人
以
外
に
も
開
か
れ
て
い
る
か
と
い
う

い
に

よ
っ
て
、
北
宋
の

釋
態
度
と
南
宋
の
そ
れ
と
を
分
け
得
る
と
す

る

點
が
あ
る
。
例
え
ば
董
思
靖
の
論
に
つ
い
て
、「〔

を
極
め

る
こ
と
が
〕「

人
」
以
外
の

に
も
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る

こ
と
を

言
し
て
い
る
點
に
、
北
宋
の

釋
と
の

い
を
見
る
こ

と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
」（
三
五
〇
頁
）
と

べ
ら
れ
る
の
が
そ

れ
で
あ
る
。
ま
た
、
范
應
元
に
つ
い
て
、
外
界
と
の
交

の
中
で

私
慾
を

ち
切
り
自
己
定
立
し
得
る
の
は

人
等
に
限
ら
れ
、

「
そ
の
他
の
多
く
の

は
「

人
」
に
よ
る
感

に
よ
っ
て
「
私

慾
」
を
取
り
拂
う
べ
き
」
と

じ
る
彼
の
議
論
を
、「
北
宋
の
老

莊
思
想
の
枠

に
依
然
と
し
て
留
ま
る
も
の
」（
四
一
九
〜
四
二
〇

頁
）
と
す
る
記

も
、
同

の

點
か
ら
發
せ
ら
れ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て
筆

と
し
て
は
よ
く
わ
か

ら
な
い
點
が
あ
る
。
上
の
議
論
で
は
、
兩
宋
の
思
想
傾
向
の
區
分

の
ひ
と
つ
と
し
て
、
修

論
の
な
か
で
「

人
」
が
特
權

さ
れ

る
か
否
か
と
い
う
軸
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
極

論
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「

人
」
で
な
く
と
も
修

の
理
想
（
乃
至

は
治
世
の
理
想
）
を

で
き
る
、
と
い
う

點
が
南
宋
期
に
登

場
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
か
に
見
え
る
が
、
果
た
し
て
讀

は

の

圖
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、「

人
」
は
（
實
際
に
は

人
に
な
っ
た

が
皆
無
に

く
と
も
）
誰
で
も
學
ん
で
至
る
こ
と
が
で
き
る
と

す
る
朱
子
學
の
理
論
と
は
、
か
な
り
異
な
る
も
の
に
な
り
得
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
誰
で
も

人
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、

人

で
な
く
と
も
修

の
理
想
を

で
き
る
と
い
う
こ
と
の

い
に

つ
い
て

の
考
え
が
よ
り

確
に
示
さ
れ
る
な
ら
、
宋
代
思
想

界
に
お
け
る
老
莊
思
想
の
展
開
の
位
相
が
よ
り
わ
か
り
易
く
な
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る

第
で
あ
る
。

筆

の
拙
い
理
解
に
よ
っ
て
改
め
て
以
上
を
總
括
す
れ
ば
、

八
五

『
宋
代

家
思
想
史

究
』
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代
の

玄
英

な
方
法
が
、
有
爲
が
支

す
る
形
而
下

位
相
か

ら
無
爲
な
る
形
而
上

な
位
相
へ
の
、
立
脚
點
の
待

を
企
て
る

も
の
と
す
れ
ば
、
北
宋
期
は
形
而
上
と
形
而
下
を
一
旦
分
離
し

を
立
脚
點
と
し
て
後

を
統
合
す
る
見
解
、
南
宋
期
は
心
と
い

う
形
而
上
と
形
而
下
が
統
合
さ
れ
た
場
の
た
だ
中
に
立
脚
點
を
定

め
て
自
己
と
環
境

體
を
治
め
る
と
い
う
見
解
が
、
そ
れ
ぞ
れ
老

莊
解
釋
に
お
い
て
流
行
し
た
時
代
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
か
。

宋

の
變

と
、
南
宋
期
の
變
革
の
段
階

續
が

老
莊
解
釋
に
お
い
て
も

き

り
に
さ
れ
た
よ
う
な
印

を
受
け

る
。

後
に
、
上
記
で
漏
れ
た
點
を
い
く
つ
か
加
え
て
お
く
。
本
書

の
魅
力
の
一
つ
は
、

討
對

と
な
る

釋
家＝

思
想
家
の
な
か

に
士
大
夫
と
混
ざ
っ
て
女
冠
・

士
（
以
下

士
で
代
表
）
で
あ

る
曹

沖
、
陳
景
元
、
董
思
靖
、
范
應
元
、

伯
秀
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
點
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、

體
定
立
と
外
界
へ
の

對
應
と
い
う
圖
式
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
北
宋
期
に
は

士
た
ち
が

時
代

な
保
守
性
に
比
較

く
傾

し
て
い
た

の
に
對
し
、
南
宋
期
に
な
る
と

士
た
ち
も
積
極

に
朱
子
學
の

議
論
を
取
り
入
れ
、
范
應
元
や

伯
秀
に
お
い
て
は
「
外
界
と
關

わ
っ
て
い
く
中
で

體
を
定
立
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
り
、

體
の

定
立
の
た
め
に
外
界
と
の
關
わ
り
を

つ
べ
き
で
は
な
い
」（
五

〇
七
頁
）
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
す
に
至
る
。
南
宋
期
に
な
る
と

士
大
夫
と

士
の

離
に
變

が
生
じ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
淨

や

眞
敎
の
事
例
を
想

さ
せ
る
點
が
あ
り
興
味
深
い
。

本
書
は
士
大
夫
と

士
が

釋

と
い
う
同
じ

格
で
參
與
し

て
形

し
て
ゆ
く
傳
統
を
分
析
す
る
魅
力
に
富
ん
だ
書
物
で
あ
る

が
、
言

さ
れ
る
岑

求
や
蘇

、
朱
熹
ら
士
大
夫
た
ち
は
、
老

莊
を
神
仙

や

士
た
ち
と
區
別
し
、
よ
り
根
本

で
上
位
に
あ

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
こ
れ
は
裏
を

せ
ば
、
彼
ら
が

士
た
ち
を
低
く
見
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
老
莊
・
神
仙
・

士
に
區
分
さ
れ
る

家

（

ち

敎
）
の
三

構

の
な
か
で
の

士
の
低
い
位
置
づ
け

を
、
老
莊
の

釋
に
關
わ
る

士
た
ち
自
身
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
、
お
の
ず
と
興
味
が
湧
い
て
く
る
。

本
書
に
お
け
る
重

な
結
論
の
一
つ
は
、

釋

た
ち
は

釋

の
對

と
な
る
書
の

容
に
個
別
に
向
き
合
い
、
そ
の
書
の

容
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に
忠
實
で
あ
ろ
う
と
す
る
傾
向
が

い
こ
と
へ
の
指
摘
で
あ
る
。

そ
れ
は
例
え
ば
、
呂
惠
卿
の
政
治

な
立
場
を
そ
の

釋
の

容

に
反
映
し
て
解
釋
し
が
ち
な

究

た
ち
を
批

し
て
（
二
七
〇

〜
二
七
一
頁

四
）、「
現
實

政
治
は
政
治
、
經
典

釋
作
業
は

あ
く
ま
で
も

釋
作
業
と
い
う
、

釋
作
業
を
一
つ
の
獨
立
し
た

營
爲
と
し
て
そ
れ
に
取
り
組
ん
で
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
な
の
で

は
な
い
か
」（
二
六
九
頁
）
と

べ
る
箇

に
端

に
表
れ
る
。

こ
の
着
眼
は
「
あ
と
が
き
」
で
も
、「
彼
ら
は
テ
ク
ス
ト
の

釋

を
撰

す
る
と
い
う
行
爲
自
體
に
純
粹
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
…
彼
ら
の
老
莊

釋
の
撰

は
そ
れ
が
獨
立
し
た

一
つ
の
營
爲
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
」（
五
一
五
頁
）
と
し
て

さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
本

書
で
行
わ
れ
た

究
の

味
を

に
考
え
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
宋
代
の
知
識
人

の
老
莊

釋
の
モ
ー
ド
の
變

を
跡
づ

け
る
作
業
で
あ
り
、
彼
等
が
實
際
に
生
き
た
思
想
と
は
一
應
區
別

し
て
考
え
る
必

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
裏
を

せ
ば
、

釋
の
中
の
思
想
が
、
ど
の

度
ま
で

釋

自
身
が

體

に
生
き
る
思
想
と
な
り
得
て
い
た
か
、
と
い
う
點
の
見
極

め
は
大
變

し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
確
か
な
こ

と
は
、

釋

自
身
は
自
分
の
屬
す
る
時
代
の
思
想

な
モ
ー
ド

の
中
で
當
該
の
思
想
を
讀
み
解
き
、
そ
れ
を
い
つ
で
も
使
用
可
能

な

態
に

整
し
て
思
想
の
保
管
庫
に
竝
べ
る
作
業
を
し
た
、
と

い
う
點
で
あ
ろ
う
。
當
時
の
人
々
が
「
實
際
に
生
き
た
思
想
」
の

背
景
に
は
、
そ
の
よ
う
な
彼
ら
が
「
生
き
得
た
か
も
し
れ
な
い
思

想
」
が
息
を

め
て
待
機
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
本
書
は
敎

え
て
い
る
。

（
Ａ
５

、
五
四
九
頁
、
二
〇
一
二
年
六

、

古
書
院
、
一
二
〇
〇
〇
圓
（

別
））
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